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世
界
遺
産
の
法
隆
寺               

 
 

            
 

             
 

 
 

法
隆
寺
は
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ

れ
、
日
本
最
古
の
木
造
建
築
で
す
。
聖

徳
太
子
の
在
世
し
た
時
代
の
日
本
は
朝

鮮
半
島
や
大
陸
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
当
時
、
中
国
で
は
国
が
一

七
〇
年
間
、
南
北
に
分
立
し
た
後
、
随

が
わ
ず
か
四
十
年
間
で
全
中
国
を
統
一

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
情
勢
を
朝
鮮

半
島
を
通
じ
て
知
っ
て
い
た
厩
戸
皇
子

（
聖
徳
太
子
）
ら
は
小
野
妹
子
達
を
遣

隋
使
と
し
て
派
遣
し
た
と
い
い
ま
す
。
中

国
の
先
進
文
化
で
あ
る
仏
教
を
導
入

し
、
日
本
の
国
際
的
な
地
位
を
高
め
な

け
れ
ば
日
本
が
立
ち
ゆ
か
な
い
と
考
え

て
い
た
か
ら
で
す
。「
日
出
ず
る
国
の
天

子
よ
り
日
沈
む
国
の
天
子
へ
」
の
書
簡
を

随
に
送
り
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
煬
帝

が
、「
天
子
は
我
一
人
の
み
。
無
礼
千
万
」

と
怒
っ
た
話
は
大
変
有
名
で
す
が
超
大

国
の
随
に
対
す
る
太
子
ら
の
外
交
戦
略

は
、
朝
鮮
半
島
情
勢
を
細
か
く
読
ん
だ

上
で
の
も
の
だ
っ
た
の
で
、
結
局
は
随
も

日
本
へ
使
節
を
送
り
、
日
本
の
国
家
的

地
位
を
高
め
る
の
に
役
だ
ち
ま
し
た
。
随

も
朝
鮮
半
島
安
定
の
た
め
に
は
日
本
と

関
係
を
も
つ
の
が
有
利
と
考
え
た
か
ら

で
す
。大
国
と
の
外
交
を
外
堀
か
ら
埋
め

戦
略
的
に
行
っ
た
の
で
す
。 
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山
吹
の
咲
く
中
宮
寺 

                            

 

法

 

法
隆
寺
の
北
側
の
細
い
道
を
歩
く
と

す
ぐ
に
中
宮
寺
に
至
り
ま
す
。
中
宮
寺

は
。
創
建
当
時
か
ら
尼
寺
だ
っ
た
ら
し
い
。

聖
徳
太
子
の
母
の
穴
穂
部
間
人
（
あ
な

ほ
べ
の
は
し
ひ
と
）
皇
女
の
住
居
を
尼
寺

に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

中
宮
寺
の
本
堂
は
ま
わ
り
に
池
が
あ
っ

て
春
に
は
八
重
一
重
の
山
吹
が
美
し
く

咲
き
ま
す
。
寝
殿
造
り
風
の
本
堂
は
昭

和
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
再
建
で
す
が
、

本
堂
に
は
優
美
な
姿
の
弥
勒
菩
薩
像
が

あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
の
死
後
、
妃
の

橘
の
郎
女
（
た
ち
ば
な
の
い
ら
つ
め
）
が

太
子
が
住
む
天
寿
国
を
忍
ぶ
た
め
に
推

古
天
皇
に
願
い
出
て
つ
く
ら
せ
た
と
伝

え
ら
れ
る
天
寿
国
繍
帳
（
て
ん
じ
ゅ
こ
く

し
ゅ
う
ち
ょ
う
）
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
天

寿
国
繍
帳
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
聖
徳

太
子
が
往
生
し
た
天
寿
国
の
様
子
だ
そ

う
で
す
。
本
当
は
こ
の
天
寿
国
繍
帳
は
こ

の
時
代
よ
り
も
ず
っ
と
あ
と
の
天
武
朝

に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
野

暮
な
話
は
抜
き
に
し
て
国
宝
で
す
。 

 
 
 

 

住
所 

奈
良
市
斑
鳩
町
法
隆
寺
北
１
の
１
の
２ 

電
話 

０
７
４
５ 

７
５ 

２
１
０
６ 

花
ど
き 

山
吹
（
四
月
） 
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世
界
遺
産 

法
起
寺                      

 
 

         
 

             
 

 
 

 
 

 
 

  
 

法
輪
寺
か
ら
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に

法
起
寺
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
松

尾
寺
か
ら
車
で
降
り
て
く
る
と
法

起
寺
の
横
へ
出
て
き
ま
す
。
法
起

寺
は
「
ほ
っ
き
じ
」
と
も
「
ほ
う
き

じ
」
と
も
読
ま
れ
ま
す
。
十
月
中

旬
か
ら
十
一
月
初
旬
に
か
け
て
法

起
寺
周
辺
の
田
ん
ぼ
に
コ
ス
モ
ス

が
満
開
に
な
り
ま
す
。
地
元
の
人

が
地
域
お
こ
し
の
た
め
休
耕
田
を

利
用
し
て
コ
ス
モ
ス
を
播
い
て
い

ま
す
。
周
辺
に
は
柿
の
林
も
多
く
、

休
日
に
は
、
隣
の
法
輪
寺
も
こ
の

法
起
寺
も
写
真
撮
影
の
人
や
、
絵

画
グ
ル
ー
プ
の
集
団
が
い
っ
ぱ
い

来
て
、
絵
を
描
い
た
り
、
カ
メ
ラ

を
構
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
の
ど
か

な
田
園
地
帯
に
あ
っ
て
法
隆
寺
ほ

ど
か
た
く
る
し
く
な
く
、
ま
こ
と
に

斑
鳩
ら
し
い
風
景
だ
か
ら
で
し
ょ

う
。
田
ん
ぼ
を
踏
み
荒
ら
し
た
り
ゴ

ミ
を
捨
て
た
り
し
な
い
よ
う
に
し

た
い
も
の
で
す
。
日
本
最
古
の
木
造

の
三
重
の
塔
が
あ
り
、
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

住
所 

奈
良
市
斑
鳩
町
岡
本
１
８
７
３ 

電
話 

０
７
４
５ 

７
５ 

５
５
５
９ 

花
ど
き 

蓮
花
（
四
月
）
コ
ス
モ
ス
（
九
月
） 
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日
本
最
古
の
法
起
寺
三
重
の
塔 

                                 

 
 

 
 

 
 
 

 

法
起
寺
で
ひ
と
き
わ
目
立
つ
の

が
三
重
の
塔
で
飛
鳥
様
式
の
日
本

最
古
の
塔
で
す
。
三
重
の
塔
で
は

わ
が
国
最
大
の
も
の
で
す
。
法
隆

寺
と
共
に
日
本
で
最
初
に
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
こ
の
寺
は
斑
鳩

を
代
表
す
る
寺
で
、
聖
徳
太
子
創

建
の
七
寺
の
一
つ
で
す
。
も
と
も
と

七
伽
藍
の
大
寺
で
し
た
。
法
隆
寺

の
塔
、
法
輪
寺
の
塔
と
並
ん
で
、

「
斑
鳩
三
塔
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
三
重
の
塔
以
外
の
建
物
は
室

町
時
代
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。

法
起
寺
の
位
置
は
斑
鳩
の
入
り
口

に
あ
た
り
、
こ
の
辺
は
柿
畑
が
点

在
し
て
お
り
、
柿
の
販
売
所
も
多

い
。「
柿
食
え
ば
鐘
が
な
る
な
り
法

隆
寺
」
と
言
う
句
を
思
い
出
し
ま

す
。
こ
の
絵
は
夏
に
柿
の
販
売
所
の

あ
る
方
か
ら
描
き
ま
し
た
。
道
路

を
挟
ん
で
反
対
側
の
山
に
あ
る
柿

園
の
方
か
ら
の
風
景
も
い
い
。
コ
ス

モ
ス
や
菜
の
花
が
広
が
る
田
ん
ぼ

の
方
か
ら
見
る
法
起
寺
も
圧
巻
で

す
が
、
柿
の
木
の
間
か
ら
見
る
法

起
寺
は
さ
ら
に
自
然
体
で
い
い
と

思
い
ま
す
。 
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法
輪
寺
遠
望                   

 
 

           
 

             
 

 
  

   
 

 
 

法
輪
寺
は
三
井
の
里
と
い

う
小
さ
な
集
落
に
あ
り
、
春
の

新
緑
、
秋
の
紅
葉
が
非
常
に
美

し
い
寺
で
す
。
周
り
が
田
園
な

の
で
稲
田
や
レ
ン
ゲ
、
菜
の
花

柿
園
の
中
で
そ
の
堂
塔
と
林

が
目
立
ち
ま
す
。
春
先
の
菜
の

花
も
美
し
い
。
ど
の
季
節
に
も

絵
を
描
く
団
体
が
や
っ
て
き

て
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。 

法
輪
寺
は
六
二
〇
年
（
推
古

三
〇
年
）
、
聖
徳
太
子
の
皇
子
、

山
背
大
兄
（
や
ま
し
ろ
の
お
お

え
）
が
建
立
し
た
と
い
わ
れ
ま

す
。 外

か
ら
見
た
風
景
だ
け
で

ゃ
な
く
堂
の
中
へ
入
っ
て
も

威
厳
を
放
つ
仏
像
群
に
感
動

し
ま
す
。 

 
 
 

法
輪
寺 

住
所 

奈
良
市
斑
鳩
町
三
井
１
５
７
０ 

電
話 

０
７
４
５ 

７
５ 

２
６
８
６ 

花
ど
き 

菜
の
花
（
３
月
末
～
４
月
） 

紅
葉
（
十
一
月
末
～
十
二
月
初
） 
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法
輪
寺
の
三
重
の
塔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斑
鳩
町
三
井
一
五
七
〇 

（
電
話 

〇
七
四
五
ー
七
五
ー
二
六
八
六
） 

 

法
隆
寺
か
ら
北
へ
約
１
キ
ロ
、
田
ん
ぼ
の
中
に
法
輪
寺
（
ほ
う
り
ん
じ
）
が
あ
り
ま
す
。
法
隆
寺

と
と
も
に
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
の
ひ
と
つ
。
春
に
は
蓮
花
や
菜
の
花
、
秋
に
は
紅
葉
や
コ
ス
モ

ス
、
柿
の
実
が
寺
に
色
彩
を
添
え
て
美
し
く
な
り
ま
す
。
平
安
時
代
ま
で
は
大
い
に
栄
え
、
堂
塔
伽

藍
が
林
立
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
三
重
の
塔
は
戦
時
中
の
昭
和
十
九
年
七
月
の
落
雷
で
わ
ず
か
一

時
間
そ
こ
そ
こ
で
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

現
在
の
塔
は
昭
和
五
〇
年
に
、
小
説
家
幸
田
露
伴
の
娘
の
幸
田
文
（
あ
や
）
さ
ん
等
が
再
建
に

尽
力
さ
れ
た
こ
と
で
有
名
で
す
。
法
輪
寺
は
も
と
も
と
容
姿
の
美
し
い
寺
で
す
の
で
、
左
右
前
後
ど

ち
ら
か
ら
見
て
も
絵
に
な
る
寺
で
す
。 

  
  

法輪寺の三重の塔 
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斑
鳩
の
春 

国
際
社
会
情
勢
の
激
変
に
よ
り
、
国
の
進
路
を
見
失
い
が
ち
に
な
っ
た
時
に
新
し
い
動
き
つ
く
り
を

模
索
す
る
動
き
が
出
ま
す
。
蘇
我
馬
子
や
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
太
子
）
の
時
代
も
そ
う
で
し
た
。
当
時
の

先
進
文
明
で
あ
っ
た
仏
教
を
国
外
か
ら
導
入
し
、
日
本
統
治
の
新
し
い
動
き
つ
く
り
を
進
め
ま
し
た 

が
、
そ
の
後
、
斑
鳩
に
宮
を
移
し
た
聖
徳
太
子
は
、
飛
鳥
か
ら
斑
鳩
の
宮
ま
で
全
長
十
七
キ
ロ
の
道
（
太

子
道
）
を
馬
に
乗
っ
て
通
っ
た
そ
う
で
す
。
自
動
車
で
行
く
の
に
も
遠
い
な
と
感
じ
る
距
離
で
す
。 

聖
徳
太
子
が
な
ぜ
飛
鳥
か
ら
斑
鳩
に
住
居
を
移
し
た
か
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
権
力
闘
争
の
う
ず
ま

く
飛
鳥
に
嫌
気
が
さ
し
た
の
だ
と
か
、
斑
鳩
は
大
和
川
を
中
心
と
す
る
水
陸
交
通
の
要
地
で
、
難
波

へ
は
飛
鳥
か
ら
よ
り
は
る
か
に
近
く
、
こ
こ
を
押
さ
え
、
斑
鳩
に
新
羅
や
隋
の
文
化
を
取
り
入
れ
た

新
文
化
圏
の
建
設
を
図
ろ
う
と
し
た
な
ど
い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
ま
す
。
菜
の
花
の
咲
く
斑
鳩
の
里

は
、
今
で
は
、
古
代
の
権
力
闘
争
も
な
く
静
か
で
の
ど
か
で
す
。 

 

松尾寺の三重の塔 
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矢
田
寺
の
あ
じ
さ
い 

 

矢
田
寺
の
満
米
上
人
は
、「
三
熱
の
苦
し
み
か
ら
離
れ
る
為
に
菩
薩
戒
を
受
け
た
い
」
と
望
ま
れ
た

閻
魔
大
王
に
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
閻
魔
大
王
は
、
そ
の
お
礼
に
満
米
上
人
を
地
獄
に
案
内
し

て
く
れ
ま
し
た
。
地
獄
の
の
猛
火
の
中
で
、
亡
者
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
、
地
獄
の
責
め
苦
を
受
け
る

地
蔵
菩
薩
の
お
姿
を
拝
し
、
上
人
は
教
え
を
請
わ
れ
ま
し
た
。
地
蔵
菩
薩
は
「
苦
果
を
恐
れ
る
も
の
は 

 

我
に
縁
を
結
ぶ
べ
し
。
わ
が
姿
を
一
度
拝
し
、
わ
が
名
を
一
度
唱
え
る
者
は
必
ず
救
わ
れ
る
。」
と
答
え

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
寺
へ
帰
っ
た
満
米
上
人
は
そ
の
地
蔵
菩
薩
の
お
姿
を
彫
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
で
き
ま

せ
ん
。
そ
こ
へ
、
四
人
の
翁
が
寺
へ
訪
れ
、
地
獄
で
上
人
が
拝
ん
だ
そ
の
ま
ま
の
地
蔵
菩
薩
の
姿
を
三

日
三
晩
の
う
ち
に
桐
の
木
に
彫
り
上
げ
、「
我
ら
は
仏
法
守
護
の
神
で
あ
る
。」
と
告
げ
て
奈
良
の
春
日

山
へ
と
飛
び
去
ら
れ
た
そ
う
で
す
。 

  
    

 

アジサイ寺とも呼ばれる矢田寺 

住
所 

大
和
郡
山
市
矢
田
町
３
５
４
９ 

電
話 

０
７
４
３ 

５
３ 

１
４
４
５ 

花
ど
き 

あ
じ
さ
い
（
６
月
） 
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矢
田
寺
の
み
そ
な
め
地
蔵 

 

 

矢
田
寺
は
、
花
の
寺
で
す
。
特
に
あ
じ
さ
い
は
、
そ
の
季
節
に
な
る
と
、
六
〇
〇
種
八
〇
〇
〇
株
が

咲
き
乱
れ
て
、
お
み
ご
と
と
賞
賛
す
る
に
尽
き
ま
す
。
境
内
の
中
に
あ
る
「
味
噌
な
め
地
蔵
」
さ
ん
は

そ
の
お
口
に
味
噌
を
塗
る
と
お
い
し
い
味
噌
に
な
る
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
今
で
も
ど
な
た
か
が
味

噌
を
塗
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
な
と
思
っ
て
み
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
気
配
は
な
く
綺
麗
な
お
口
を
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
矢
田
は
、
邪
馬
台
国
の
想
定
地
に
も
な
っ
て
お
り
、
卑
弥
呼
の
里
と
し
て
毎
年
、
卑
弥
呼

コ
ン
テ
ス
ト
が
開
か
れ
る
そ
う
で
す
。  

 

 

矢田寺のみそなめ地蔵 
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松
尾
寺
の
三
重
の
塔 

 
 
 

矢
田
寺
か
ら
程
近
い
と
こ
ろ
の
山
の
中
ほ
ど
に
松
尾
寺
が
あ
り
ま
す
。
日
本
最
古
の
厄
除
け
観

音
の
お
寺
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
松
尾
寺
は
、
日
本
書
紀
の
完
成
を
願
っ
て
天
武
天
皇
の
皇
子
、
舎

人
親
王
（
と
ね
り
し
ん
の
う
）
が
厄
よ
け
の
た
め
に
つ
く
っ
た
寺
で
あ
る
い
い
ま
す
。
勅
命
に
よ
っ

て
「
日
本
書
紀
」
を
編
纂
し
た
舎
人
親
王
は
、
四
十
二
歳
の
厄
年
に
日
本
書
紀
の
無
事
完
成
と
厄
よ

け
の
願
を
か
け
て
松
尾
寺
を
建
立
し
た
そ
う
で
す
。
日
本
書
紀
は
、
日
本
国
内
向
け
と
い
う
よ
り
は
、

外
国
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
公
用
語
と
い
っ
て
も
よ
い
漢
文
で

書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
時
の
朝
廷
に
都
合
の
悪
い
こ
と
は
書
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
当

然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
混
乱
す
る
朝
鮮
半
島
情
勢
と
随
の
権
勢
の
中
で
の
国
史
編
纂
で
あ
れ

ば
な
お
さ
ら
で
す
。
松
尾
山
を
下
る
と
、
斑
鳩
の
里
の
法
起
寺
の
横
へ
出
て
き
ま
す
。 

 
 

    
 

松尾寺の三重の塔 

住
所 

大
和
郡
山
市 

電
話 

０
７
４
３ 

５
３ 

１
４
４
５ 

花
ど
き 

薔
薇
（
六
月
） 




