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建
物
は
権
力
や
宗
教
の
象
徴
で
し
た
。
つ
ま

り
、
瓦
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
う
し
た
建
物
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
示
し
ま
す
。
こ
の
他
河
床
で
か
つ

て
露
呈
し
て
い
た
礎
石(

※
１)

の
存
在
も
鑑
み

て
、
こ
こ
に
古
代
寺
院
が
存
在
し
た
可
能
性

が
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
礎
石
や
出
土
し
た

瓦
な
ど
か
ら
、
船
橋
廃
寺
は
四
天
王
寺
式

伽が
ら
ん藍
配
置(

※
２)
を
と
り
、
7
世
紀
前
半
に

創
建
さ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

瓦
葺
き
の
屋
根
は
、
基
本
的
に
丸
み
を
帯

び
た
丸ま

る
が
わ
ら瓦
と
丸
瓦
よ
り
平
ら
な
平ひ

ら
が
わ
ら瓦
を
組
み

上
げ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
軒
先
部

分
に
あ
た
る
も
の
を
軒の

き
ま
る
が
わ
ら

丸
瓦
、
軒の

き
ひ
ら
か
わ
ら

平
瓦 
と
そ

れ
ぞ
れ
言
い
、
そ
の
先
端
に
は
紋
様
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
軒
丸
瓦
の
紋
様
に
は
、
円
を

重
ね
た
重じ

ゅ
う
け
ん
も
ん

圏
文
、
鬼
の
顔
を
か
た
ど
っ
た   

鬼き
め
ん
も
ん

面
文
、
蓮
の
花
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

蓮れ
ん
げ
も
ん

華
文
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
蓮
華
文
は
最
も

多
い
紋
様
で
、
花
弁
の
表
現
の
方
法
だ
け
で

大
き
く
素そ

べ
ん弁
、
単た

ん
べ
ん弁
、
複ふ

く
べ
ん弁(

※
３)

の
3
種

類
も
あ
り
、
さ
ら
に
花
弁
の
形
や
数
、
中
央
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参
拝
し
た
り
御
朱
印
を
集
め
た
り
…
現
代

の
私
た
ち
に
と
っ
て
お
寺
は
身
近
な
存
在
で
し

ょ
う
。
日
本
に
お
け
る
寺
院
は
、
蘇そ

が我
氏
の

庇
護
と
百く

だ
ら済
か
ら
の
技
術
者
の
支
援
の
下
で

崇す
し
ゅ
ん峻
元（
5
8
8
）年
か
ら
建
設
さ
れ
た
飛
鳥

寺
に
始
ま
り
ま
す
。
百
済
か
ら
伝
え
ら
れ
た

新
た
な
技
術
は
、
そ
の
後
近
隣
の
豊と

ゆ
ら
で
ら

浦
寺
、

斑い
か
る
が鳩
の
法
隆
寺
、
摂せ

っ
つ津
の
四
天
王
寺
に
移
り
、

畿
内
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

船
橋
遺
跡
で
も
、
古
代
寺
院
と
み
ら
れ
る

も
の
が
見
つ
か
って
い
ま
す
。こ
れ
を
船ふ

な
は
し
は
い
じ

橋
廃
寺

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
船
橋
廃
寺
は
江
戸
時
代

に
付
け
替
え
ら
れ
た
新
し
い
大
和
川
の
河
床

部
分
に
当
た
る
た
め
、
発
掘
調
査
も
実
施
さ

れ
て
お
ら
ず
不
明
な
点
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
か
ら
見
つ
か
っ
た
瓦
か
ら
わ
か
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
今
で
こ
そ
日
本
の
建
物
と
言
え

ば
瓦
葺
き
の
建
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す

が
、
日
本
で
瓦
が
屋
根
を
葺
く
材
料
と
し
て

用
い
ら
れ
た
の
は
、
飛
鳥
寺
が
初
め
て
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
も
、
古
代
で
瓦
を
用
い
る

建
物
は
寺
院
・
役
所
・
宮
殿
で
、
瓦
葺
き
の

部
分
の
パ
ー
ツ
や
蓮
華
部
分
の
外
側
に
め
ぐ

る
紋
様
の
組
み
合
わ
せ
が
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
。
共
通
す
る
紋
様
の
要
素
と
構
成
を
も
つ

瓦
を
、
標
識
と
な
る
寺
院
の
名
称
を
つ
け
て

「
○
○
寺
式
軒
瓦
」と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

船
橋
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
瓦
の
う
ち
、
素

弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
は「
船
橋
廃
寺
式
軒
丸
瓦
」

と
呼
ば
れ
、
標
識
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
代
の
寺
院
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
よ
く

見
る
シ
ッ
ク
な
色
合
い
で
は
な
く
、
朱
色
や
緑

で
木
材
が
塗
ら
れ
、
金
色
に
輝
く
飾
り
金
具

が
飾
ら
れ
、
当
時
は
珍
し
い
瓦
が
屋
根
を
覆

う
、
き
ら
び
や
か
な
も
の
で
し
た
。
藤
井
寺

市
域
で
は
船
橋
廃
寺
を
は
じ
め
古
代
寺
院
が

数
多
く
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
交
通
の
要
衝
で

あ
っ
た
た
め
、
権
威
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
も

一
つ
の
理
由
だ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
古
代
の
人
た
ち
は
、
き
ら
び
や
か
な
建

築
物
を
眺
め
な
が
ら
こ
こ
を
通
っ
て
行
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
古
墳
時
代
に
巨
大
な

古
墳
を
眺
め
た
時
と
は
異
な
る
驚
き
や
感
動

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

(

文
化
財
保
護
課
　
河
合
　
咲
耶)

さまざまな歴史を刻んできた
船橋遺跡⑤

～壮麗な古代寺院～

(

※
１)

建
築
物
の
柱
の
沈
下
を
支
え
る
働
き
を
す
る
石
。

(

※
２)

伽
藍
配
置
は
、
金
堂
・
講
堂
・
塔
・
回
廊

な
ど
、
寺
院
の
建
物
が
敷
地
内
で
ど
の
よ
う
に
配

置
さ
れ
た
か
類
型
化
し
た
も
の
。

(

※
３)

１
枚
の
花
弁
の
中
に
、「
子しよ
う葉

」と
呼
ば
れ
る

小
さ
な
花
弁
が
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
1
枚
の

花
弁
の
中
に
子
葉
が
1
枚
あ
る
も
の
を
単
弁
、
2

枚
あ
る
も
の
を
複
弁
、
子
葉
が
な
い
も
の
を
素
弁

と
呼
び
ま
す
。

▲四天王寺式伽藍配置の模式図

▲「船橋廃寺式」軒丸瓦
（大阪府立弥生文化博物館所蔵・
大阪府立近つ飛鳥博物館提供）
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