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《
要
旨
》　
倒
壊
し
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
山
田
寺
の
回
廊
の
建
築
部
材
か
ら
は
、
現
存
す
る
法
隆
寺
西
院
の
回
廊
と
比

較
で
き
る
ほ
ど
詳
細
な
建
築
技
法
や
様
式
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
存
建
築
の
位
置
づ
け
も
再

考
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。
新
た
な
現
存
古
代
建
築
の
発
見
は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
新
た
に
建

築
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
現
在
の
日
本
建
築
史
の
教
科
書
が
書
き
か
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
存
建
築

が
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
七
世
紀
の
建
築
の
場
合
、
新
た
な
発
見
が
東
ア
ジ
ア
の
建
築
史
や
そ
の
社
会
背
景
に
ま
で
及
ぶ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
章
で
は
山
田
寺
回
廊
の
発
見
を
通
し
て
、
波
及
す
る
建
築
史
的
問
題
点
に
言
及
し
、
古
代
建
築
史

研
究
の
お
も
し
ろ
さ
を
紹
介
し
ま
す
。

は
じ
め
に

山や
ま
だ
で
ら

田
寺
の
回
廊
は
、
図
1
の
状
態
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
バ
ッ
タ
リ
と
倒
れ
た
状
態
で
見
つ
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
建
築
遺
構
の
検
出
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、
地
中
か
ら
の
建
物
の
出
現
、
あ
る
い

は
「
出
土
建
築
」
と
い
っ
た
表
現
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
建
築
部
材
が
組
ま
れ
た
状
態
で
発
見
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
細
か
な
建
築
技
法
や
様
式
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
を
現
存
最
古
の
木
造
の
回
廊
で
あ
る
法ほ
う
り
ゅ
う
じ

隆
寺
の
西さ

い
い
ん院

伽が
ら
ん藍

回か
い
ろ
う廊（

八
世
紀
初
頭
）
と
比
較
検
討
し
た
と
こ
ろ
、

い
く
つ
か
共
通
す
る
様
式
も
見
い
だ
せ
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
建
築
史
は
建

物
の
歴
史
を
研
究
す
る
学
問
で
す
の
で
、
研
究
の
基
礎
は
、
現
存
す
る
建
物
を
対
象
と
し
て
、
当
時
の
建
築
様
式
や

技
法
の
変
遷
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
て
建
築
史
の
教
科
書
が
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
教
科
書
を
、図1　発見された山田寺の回廊（南から、第6次調査：昭和59年）
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こ
の
「
出
土
建
築
」
が
覆
し
た
の
で
す
。
さ
ら
に
建
立
当
時

の
歴
史
的
背
景
を
考
え
る
と
、
こ
の
山
田
寺
の
「
出
土
建
築
」

の
も
つ
意
義
は
、
さ
ら
に
広
が
り
を
み
せ
そ
う
で
す
。

こ
の
山
田
寺
の
例
は
、
発
掘
事
例
の
な
か
で
も
き
わ
め
て

特
異
と
言
え
ま
す
が
、
出
土
建
築
部
材
は
、
少
な
く
と
も
埋

没
す
る
以
前
の
建
築
技
法
や
様
式
を
直
接
知
る
こ
と
が
で
き

る
点
で
、
今
後
の
建
築
史
の
構
築
に
大
き
な
可
能
性
を
秘
め

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
山
田
寺
の
「
出
土
建
築
」
に
つ
い
て
概

観
し
、
そ
の
意
義
を
再
確
認
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一  

山
田
寺
と
倒
壊
回
廊

山
田
寺
の
創
建
　
山
田
寺
は
、
奈
良
盆
地
東
南
部
の
丘
陵

東
麓
、
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
に
建
て
ら
れ
ま
し
た（
図

2
）。
奈
良
盆
地
東
南
部
の
少
し
南
に
張
り
出
し
た
平
地

が
、
日
本
最
古
の
寺
院
で
あ
る
飛あ
す
か
で
ら

鳥
寺
や
、
天て

ん
む武
天
皇
の

飛あ
す
か
き
よ
み
は
ら
の
み
や

鳥
浄
御
原
宮
が
営
ま
れ
た
飛
鳥
地
域
（
奈
良
盆
地
東
南
部

全
般
を
飛
鳥
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
地

域
を
限
定
し
て
い
る
）
で
、
山
田
寺
は
そ
こ
か
ら
北
東
へ
や
や
離
れ
た
と
こ
ろ
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
そ
の
目
と
鼻
の

先
に
は
、
倒
壊
回
廊
が
復
原
展
示
さ
れ
て
い
る
飛
鳥
資
料
館
が
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
藤ふ
じ
わ
ら
き
ゅ
う

原
宮
は
山
田
寺
か
ら
み

て
北
西
の
方
向
に
あ
り
ま
す
。

山
田
寺
の
歴
史
は
、『
上じ
ょ
う
ぐ
う
し
ょ
う
と
く
ほ
う
お
う
て
い
せ
つ

宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
と
い
う
文
献
の
裏
に
書
か
れ
て
い
た
記
事
に
よ
り
、
か
な
り
詳
し

く
わ
か
っ
て
い
ま
す
（
表
1
）。
舒
明
天
皇
一
三
年
（
六
四
一
）
に
「
建
立
の
地
を
定
め
整
地
す
る
」
と
い
う
記
事
が
あ

り
、
皇こ
う
ぎ
ょ
く極

天
皇
二
年
（
六
四
三
）
に
は
ま
ず
金こ

ん
ど
う堂

が
建
立
さ

れ
、
大た
い
か化
四
年
（
六
四
八
）
に
は
僧
侶
が
住
み
始
め
て
い
ま

す
。
山
田
寺
を
創
建
し
た
の
は
、
蘇そ
が
の
く
ら
の
や
ま
だ
の
い
し
か
わ
の
ま
ろ

我
倉
山
田
石
川
麻
呂
と

い
う
蘇
我
氏
の
一
族
で
す
が
、
乙い
っ
し巳

の
変
（
大
化
の
改
新
）
で

は
、
中な
か
の
お
お
え
の
お
お
じ

大
兄
皇
子
ら
に
組
し
て
、
蘇
我
蝦え

み
し夷
・
入い

る
か鹿
ら
の
本

宗
家
を
滅
ぼ
し
た
人
物
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
石
川
麻
呂
は
謀

反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
大
化
五
年
三
月
二
五
日
に
、
息
子
の

興こ
ご
し志
ら
と
と
も
に
自
害
し
て
し
ま
い
ま
す
。
施
主
を
失
っ
て

山
田
寺
の
造
営
は
頓
挫
し
た
よ
う
で
す
が
、
石
川
麻
呂
は
金

堂
と
回
廊
、
中
門
な
ど
が
完
成
し
た
姿
は
み
る
こ
と
が
で
き

た
よ
う
で
す
。

大
化
五
年
か
ら
天て
ん
じ智
天
皇
二
年
（
六
六
三
）
に
か
け
て
の

舒明 11年 （641） 建立の地を定め整地する
皇極  2年 （643） 金堂建立
大化 4年 （648） 僧侶が住み始める
大化 5年 （649） 3月25日：石川麻呂、謀反の

疑いをかけられ自害
天智 2年 （663） 造塔に着手
天武 5年 （676） 塔完成
天武 7年 （678） 丈六仏を鋳造
天武 14年 （685） 丈六仏開眼（＝講堂完成）
治安 3年 （1023） 10月17日：藤原道長、山田寺

を参詣
  （10??） 東面回廊倒壊
文治 3年 （1187） 興福寺東金堂衆、講堂の丈六

仏を奪取し、東金堂の本尊と
する

応永 18年 （1411） 興福寺東金堂火災、本尊の御
首のみ取り出す

昭和 14年 （1939） 仏頭、興福寺東金堂の須弥壇
下で発見
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図2　山田寺の位置


