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吉
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真

司

◆
考
古
学
か
ら
の
古
代
寺
院
の
解
明

︵
�
︶
古
代
寺
院
調
査
の
進
展

日
本
の
古
代
寺
院
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
官
大
寺
に
対
す
る
文
献
研
究
と
は
別

に
︑
各
地
に
残
る
寺
院
跡
が
注
目
さ
れ
︑
そ
の
探
索
が
二
〇
世
紀
前
半
に
は
活
発

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
︒
瓦
や
礎
石
と
い
っ
た
寺
院
特
有
の
考
古
資
料
に
着
目
す

る
こ
と
に
よ
り
︑
寺
院
跡
の
探
索
が
容
易
と
な
り
︑
ま
た
た
く
う
ち
に
多
く
の
寺

院
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
大
正
年
間
に
史
蹟
勝
地
の
調
査
が

全
国
規
模
で
開
始
す
る
が
︑
そ
の
際
に
も
多
く
の
古
代
寺
院
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
金
堂
や
塔
な
ど
の
基
壇
が
土
壇
と
し
て
残
さ
れ
る
場
合
︑
地
表

観
察
か
ら
寺
院
の
伽
藍
配
置
を
推
測
す
る
と
い
っ
た
初
歩
的
な
寺
院
調
査
が
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
発
掘
調
査
の
対
象
は
︑
当
然
な
が
ら

寺
院
の
中
心
施
設
に
限
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
︑
結
果
と
し
て
伽
藍
配
置
の
類
別

や
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
も
多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
石
田
茂
作

ら
に
よ
る
総
合
的
な
検
討
の
よ
う
に
︵
�
︶︑
古
代
寺
院
の
実
像
が
全
国
規
模
で
描
け
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
二
〇
世
紀
後
半
の
寺
院
調
査
は
︑
文
化
財
保
護
委
員
会
に
よ
る
四
天

王
寺
︵
一
九
五
五
・
五
六
年
︶
の
発
掘
︑
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ
る
飛
鳥
寺

︵
一
九
五
六
・
五
七
年
︶
︑
川
原
寺
︵
一
九
五
七
～
五
九
年
︶
の
発
掘
の
よ
う
に
︑
よ
り

組
織
的
か
つ
大
が
か
り
で
︑
考
古
学
︑
建
築
史
︑
文
献
史
な
ど
諸
学
の
協
業
が
は

か
ら
れ
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
調
査
成
果
を
受
け
た
整
備
も
始
ま
り
︑
一
九
六

五
年
に
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
︑
翌
年
か
ら
翌
々
年
に
か
け
て
整
備
が
お
こ
な

わ
れ
た
大
阪
府
・
百
済
寺
跡
な
ど
は
︑
そ
の
早
い
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
の

よ
う
に
︑
寺
院
の
調
査
は
そ
の
史
跡
整
備
と
も
不
可
分
に
か
か
わ
っ
て
進
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
が
︑
と
り
わ
け
各
国
ご
と
に
置
か
れ
た
国
分
寺
に
つ
い
て
は
︑
そ

の
調
査
・
整
備
が
急
が
れ
︑
各
地
に
お
け
る
寺
院
整
備
の
嚆
矢
と
な
っ
て
い
る
︒

一
九
七
〇
・
七
一
年
に
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
た
島
根
県
・
出
雲
国
分
寺
の
ほ
か
︑

鳥
取
県
・
伯
耆
国
分
寺
︑
兵
庫
県
・
播
磨
国
分
寺
︑
岐
阜
県
・
美
濃
国
分
寺
︑
長

野
県
・
信
濃
国
分
寺
な
ど
︑
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
︒
い
ず
れ
も
塔
や
金
堂
︑
中

門
︑
回
廊
︑
講
堂
な
ど
︑
寺
院
の
中
心
施
設
を
示
す
点
に
あ
り
︑
発
掘
調
査
も
そ

の
た
め
の
伽
藍
配
置
の
解
明
に
中
心
が
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
流
れ
と
や
や
異
な
る
手
法
を
と
っ
た
の
が
香
川
県
・
讃
岐
国
分
寺

3 序



で
あ
る
︒
寺
院
の
中
心
域
は
四
国
八
八
箇
所
の
霊
場
の
一
つ
國
分
寺
が
あ
り
︑
古

代
の
国
分
寺
跡
の
調
査
は
︑
そ
の
周
辺
域
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑

講
堂
の
北
方
に
お
い
て
僧
房
跡
が
残
り
の
よ
い
状
態
で
発
見
さ
れ
︑
国
分
寺
の
機

能
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
僧
房
跡
は
東
西

八
八
メ
ー
ト
ル
︑
南
北
一
六
メ
ー
ト
ル
の
基
壇
上
に
建
ち
︑
桁
行
二
一
間
︑
梁
間

三
間
の
建
物
で
︑
桁
行
三
間
分
で
一
房
を
な
し
︑
中
央
間
を
挟
ん
で
東
西
に
三
房

ず
つ
の
計
六
房
か
ら
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
︵
�
︶︒
房
内
の
区
画
も
明
ら
か
に
な
り
︑

一
房
に
少
な
く
と
も
四
室
の
個
室
が
あ
り
︑
二
四
名
の
僧
侶
を
収
容
で
き
る
こ
と

が
判
明
す
る
︒
こ
れ
は
諸
国
国
分
寺
に
二
〇
名
の
僧
侶
が
配
置
さ
れ
た
と
す
る
文

献
の
記
載
と
も
合
致
し
︑
古
代
の
僧
侶
の
生
活
を
知
る
重
要
な
資
料
と
な
っ
た
︒

讃
岐
国
分
寺
の
事
例
の
よ
う
に
︑
寺
院
の
周
辺
域
の
重
要
性
が
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
︑
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
︑
国
分
寺
の
周
辺
域
の
調
査
が
激
増
す
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
︑
と
り
わ
け
坂
東
諸
国
の
国
分
寺
は
︑
新
た
な
知
見
を
多

く
生
み
出
し
た
︒
千
葉
県
の
上
総
国
分
寺
で
は
︑
国
分
寺
講
堂
の
北
方
で
﹁
講

院
﹂
の
墨
書
土
器
が
発
見
さ
れ
︑
国
分
寺
講
師
の
た
め
の
院
地
で
あ
る
﹁
講
師

院
﹂
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︵
�
︶︒
同
じ
上
総
国
分
寺
で
は
︑
墨
書
土
器
の
発
見

に
よ
り
︑
綱
所
︑
経
所
︑
油
菜
所
な
ど
の
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
伽
藍
の
東
北
方
で
は
︑
基
壇
建
物
や
掘
立
柱
建
物
が
整
然
と
並

び
︑﹁
東
院
﹂
の
墨
書
土
器
も
出
土
し
た
︒
寺
務
を
扱
う
施
設
が
﹁
東
院
﹂
と
呼

ば
れ
講
師
院
の
東
方
に
位
置
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
上
総
国
分
尼
寺
の
例
も
含

め
︑
塔
や
金
堂
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
伽
藍
地
の
外
側
に
こ
れ
ら
の
諸
院
を

含
む
寺
院
地
が
措
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
下
総
︑
武
蔵
な
ど
坂
東
諸
国
の
国
分

寺
に
お
い
て
同
様
の
検
討
が
進
ん
だ
︵
�
︶︒

寺
院
の
経
営
に
関
す
る
諸
施
設
に
つ
い
て
は
︑
寺
院
の
資
財
帳
に
よ
る
研
究
と

接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
具
体
的
な
機
能
が
明
ら
か
に
な
る
︒
西
大
寺
の
資
財
帳

の
内
容
を
︑
鎌
倉
時
代
の
﹁
西
大
寺
敷
地
図
﹂
を
用
い
て
図
上
に
復
原
し
た
宮
本

長
次
郎
の
研
究
に
よ
り
︑
伽
藍
地
で
あ
る
金
堂
院
や
塔
院
の
周
囲
に
︑
食
堂
院
︑

政
所
院
︑
正
倉
院
な
ど
︑
寺
院
経
営
に
関
わ
る
諸
施
設
が
配
さ
れ
て
い
る
状
況
が

復
原
さ
れ
て
い
る
︵
�
︶︒
諸
国
国
分
寺
に
お
い
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
諸
施
設
の
解
明
が

進
み
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

︵
�
︶
地
方
寺
院
の
諸
施
設
の
解
明

国
分
寺
以
外
の
寺
院
に
お
い
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
諸
院
の
存
在
が
う
か
が
え
る

事
例
が
発
見
さ
れ
て
い
る
︒
大
阪
府
・
九
頭
神
廃
寺
で
は
︑
寺
域
の
北
西
に
お
い

て
寺
域
内
を
区
画
す
る
築
地
と
そ
の
区
画
内
で
整
然
と
並
ぶ
倉
庫
群
が
検
出
さ
れ

た
︵
�
︶︒
こ
の
倉
庫
群
の
西
側
の
区
画
に
は
東
西
棟
の
大
型
掘
立
柱
建
物
が
あ
り
︑
倉

庫
群
と
は
穴
門
を
介
し
て
接
続
す
る
こ
と
か
ら
︑
倉
庫
の
出
納
業
務
に
あ
た
る
施

設
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
れ
ら
の
施
設
は
︑
西
大
寺
の
資
財
帳

に
み
え
る
正
倉
院
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
お
よ
そ
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル
四
方
の
寺
域
の
中
で
︑
西
北
部
に
﹁
倉
院
﹂
と
い
う
べ
き
施
設
群
が
設
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
西
大
寺
の
正
倉
推
定
位
置
と
も
よ
く
符
合
す
る
︒
こ
の

九
頭
神
廃
寺
は
︑
寺
の
経
営
施
設
を
考
え
る
重
要
な
資
料
と
な
っ
た
寺
院
で
あ
り
︑

本
書
を
編
む
主
体
と
な
っ
た
古
代
寺
院
史
研
究
会
の
第
一
回
例
会
開
催
地
で
あ
る
︒

先
に
触
れ
た
百
済
寺
跡
は
︑
こ
の
九
頭
神
廃
寺
の
南
東
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

に
位
置
し
︑
再
整
備
の
た
め
の
調
査
に
お
い
て
も
︑
寺
域
の
内
部
を
区
画
す
る
築

地
︑
そ
し
て
修
理
の
た
め
の
施
設
が
発
見
さ
れ
︑
寺
院
の
諸
施
設
の
機
能
を
解
明

す
る
新
た
な
調
査
成
果
を
加
え
て
い
る
︵
�
︶︒

残
念
な
が
ら
︑
各
地
の
寺
院
で
は
︑
寺
務
施
設
な
ど
経
営
に
関
す
る
諸
施
設
の

4



解
明
は
︑
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
︒
施
設
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
難

し
い
も
の
も
多
く
︑﹁
雑
舎
群
﹂
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
場
合
が
通
例
で

あ
る
︒
菜
園
な
ど
︑
考
古
学
的
な
検
討
す
ら
困
難
な
も
の
も
あ
る
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
断
片
的
で
あ
る
が
︑
飛
鳥
の
川
原
寺
の
修
理
院
︑
長
岡
京
の
川
原
寺
の
�
屋
︑

宝
菩
提
院
廃
寺
の
湯
屋
の
よ
う
に
︑
顕
著
な
遺
構
か
ら
機
能
が
推
測
さ
れ
︑
文
献

の
記
載
と
の
対
比
が
進
め
ら
れ
て
い
る
遺
構
も
存
在
す
る
︵
	
︶︒
調
査
事
例
の
蓄
積
と

と
も
に
︑
相
互
比
較
に
よ
る
機
能
の
推
定
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
︒

︵
�
︶
寺
院
の
法
会
の
解
明

寺
院
の
機
能
と
し
て
︑
そ
こ
で
実
施
さ
れ
た
法
会
の
実
態
が
重
要
な
意
義
を
も

つ
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
文
献
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
比
べ

て
︑
寺
院
に
残
さ
れ
た
遺
物
な
ど
か
ら
の
検
討
は
著
し
く
困
難
で
あ
り
︑
わ
ず
か

に
寺
院
の
荘
厳
に
用
い
た
宝
幢
の
遺
構
な
ど
が
手
が
か
り
で
あ
る
︒
京
都
府
・
神

雄
寺
跡
の
調
査
成
果
は
︑
出
土
遺
物
か
ら
法
会
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
の
活
動
に

迫
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
発
見
と
な
っ
た
︵


︶︒
出
土
遺
物
の
中
で
も
五
〇
〇
〇
枚

を
超
す
燈
明
皿
は
︑
こ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
た
燃
燈
供
養
を
示
し
て
お
り
︑
ほ
か
に

三
彩
山
水
陶
器
は
仏
具
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
︑
法
会
の
際
の
音
楽
に
用
い

ら
れ
た
須
恵
器
鼓
胴
︑
法
会
の
際
に
読
み
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
和
歌
木
簡

な
ど
︑
法
会
の
実
像
を
映
し
出
す
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
︒
法
会
は
︑
仏
堂
の
前

の
礼
堂
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
が
︑
墨
書
土
器
に
﹁
悔

過
﹂
が
あ
り
︑
悔
過
法
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
こ
の
こ

と
は
︑
悔
過
専
用
の
仏
堂
と
し
て
成
立
す
る
東
大
寺
二
月
堂
が
︑
仏
堂
の
前
に
礼

堂
を
置
く
双
堂
形
式
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
︒
関
東
地
方
で
九
世
紀
を
中
心

に
盛
行
す
る
﹁
村
落
寺
院
﹂
に
お
い
て
も
双
堂
形
式
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
︑
悔
過
法
会
の
流
行
を
重
ね
る
意
見
が
あ
り
︵
10
︶︑
礼
堂
の
成
立
過
程
を
示
す

神
雄
寺
は
︑
悔
過
法
会
の
浸
透
を
考
え
る
う
え
で
︑
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
︒

礼
堂
の
成
立
以
前
の
寺
院
に
お
い
て
も
︑
金
堂
の
前
面
は
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
ら
し
い
︒
こ
れ
は
︑
東
大
寺
大
仏
殿
で
お
こ
な
わ
れ
た
開
眼
供
養
が
大
仏

殿
前
面
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
瞭
な
例
で
あ
る
が
︑
前
面
の
空
間
が

庭
儀
と
し
て
の
法
会
で
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
を
導
く
︒
同
時
に
︑
金
堂
の
前
面

に
中
門
を
置
く
伽
藍
配
置
で
は
︑
中
門
に
礼
仏
の
場
所
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た

こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
高
麗
寺
は
い
わ
ゆ
る
法
起
寺
式
伽
藍
配
置
の
早
い
例
で
あ

る
が
︑
そ
の
中
門
は
︑
中
軸
線
上
で
は
な
く
︑
金
堂
前
面
に
あ
る
こ
と
が
推
定
さ

れ
︑
中
門
の
役
割
に
つ
い
て
の
重
要
な
知
見
と
な
っ
た
︵
11
︶︒
法
会
の
折
に
中
門
が
ど

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
は
︑
考
古
学
的
な
実
証
が
難
し
い
が
︑
こ
れ
か
ら
も
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
金
堂
に
祀
ら
れ
る
仏
像
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
意
味

を
も
つ
︒
官
大
寺
の
よ
う
に
︑
本
尊
そ
の
も
の
が
現
存
す
る
︑
あ
る
い
は
資
財
帳

を
は
じ
め
と
す
る
豊
富
な
文
字
記
録
が
残
る
寺
院
で
は
︑
そ
の
仏
像
に
も
と
づ
い

て
寺
院
の
信
仰
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
各
地

の
寺
院
で
は
本
尊
が
不
明
の
場
合
が
圧
倒
的
で
あ
り
︑
本
来
の
信
仰
を
明
ら
か
に

す
る
う
え
で
は
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
川
原
寺
西
金
堂
や
観

世
音
寺
金
堂
の
よ
う
に
︑
東
向
き
の
金
堂
に
は
阿
弥
陀
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
文
字
資
料
を
援
用
し
て
推
測
で
き
る
例
が
あ
り
︵
12
︶︑
こ
の
問
題
の
糸
口
と
な
る
︒

そ
こ
か
ら
︑
薬
師
仏
と
東
方
浄
土
︑
阿
弥
陀
仏
と
西
方
浄
土
と
い
っ
た
仏
像
の
方

位
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
導
く
こ
と
が
で
き
︑
東
向
き
の
金
堂
や
西
向

き
の
金
堂
を
も
つ
寺
院
の
本
尊
を
推
測
す
る
こ
と
に
道
を
付
け
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

た
だ
し
︑
圧
倒
的
に
多
い
南
面
す
る
金
堂
に
つ
い
て
は
︑
釈
�
仏
の
ほ
か
に
も
候

5 序



補
は
多
く
あ
り
︑
決
め
手
を
欠
く
の
が
現
状
で
あ
る
︒
ま
し
て
︑
一
般
的
な
伽
藍

配
置
を
と
ら
な
い
多
様
な
古
代
寺
院
に
つ
い
て
︑
本
尊
を
ど
の
よ
う
に
推
測
す
る

か
は
︑
ま
だ
ま
だ
課
題
が
多
い
︒

︵
�
︶
寺
院
復
原
の
課
題

以
上
︑
寺
院
の
機
能
を
中
心
に
︑
そ
の
課
題
に
つ
い
て
触
れ
て
き
た
︒
そ
の
上

で
︑
日
本
に
お
け
る
寺
院
の
調
査
と
整
備
に
つ
い
て
改
め
て
み
て
み
る
と
︑
問
題

点
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
︒
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
は
︑
各
地
の

国
分
寺
も
含
め
︑
史
跡
公
園
の
完
成
が
急
が
れ
て
い
た
た
め
︑
十
分
な
調
査
が
お

こ
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
︒
先
に
触
れ
た
百
済
寺
跡
の
よ
う

に
︑
二
一
世
紀
に
な
り
︑
こ
の
よ
う
な
点
が
反
省
さ
れ
︑
再
発
掘
を
含
め
︑
丁
寧

な
調
査
が
繰
り
返
さ
れ
︑
確
実
な
根
拠
に
も
と
づ
く
復
原
が
心
が
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
︑
回
廊
の
復
原
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
︑

回
廊
の
ご
く
一
部
を
ト
レ
ン
チ
で
把
握
す
る
と
︑
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
復
原
図
を
描

い
て
︑
四
面
の
回
廊
を
囲
繞
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
が
一
般
的
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
大
阪
府
の
高
宮
廃
寺
で
は
︑
近
年
に
史
跡
整
備
の
た
め
の

調
査
が
は
じ
め
ら
れ
た
が
︑
南
面
は
回
廊
で
あ
る
も
の
の
︑
少
な
く
と
も
東
面
は

築
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
︑
画
一
的
な
復
原
図
の
作
成
に
警
鐘

を
鳴
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
︵
13
︶︒

そ
も
そ
も
韓
国
の
百
済
地
域
の
寺
院
で
は
︑
回
廊
が
閉
じ
ず
︑
北
面
回
廊
が
な

い
伽
藍
配
置
が
陵
山
里
廃
寺
や
王
興
寺
跡
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
日
本

の
事
例
に
お
い
て
も
︑
大
阪
府
の
新
堂
廃
寺
は
︑
そ
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
で
あ
る

可
能
性
が
あ
り
︑
創
建
伽
藍
の
南
面
回
廊
や
東
面
・
西
面
回
廊
が
存
在
す
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
が
︑
講
堂
に
接
続
す
る
北
面
回
廊
が
あ
る
か
ど
う
か
は
確
証
が
な

い
︒
再
建
さ
れ
た
伽
藍
で
は
︑
金
堂
の
東
西
に
南
北
棟
の
建
物
が
設
け
ら
れ
︑
回

廊
が
そ
こ
に
取
り
付
く
形
態
に
な
る
の
は
︑
百
済
風
の
伽
藍
配
置
で
あ
る
と
い
え
︑

同
寺
が
﹁
烏
含
寺
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
百
済
と
関
係
の
深
い
寺
院
で
あ
る
こ
と
を

反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
14
︶︒
こ
の
新
堂
廃
寺
の
よ
う
な
顕
著
な
例
は
少
な
い

が
︑
百
済
風
の
伽
藍
配
置
の
存
在
が
︑
日
本
列
島
の
初
期
寺
院
に
存
在
す
る
可
能

性
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
複
雑
な
伽
藍
配
置
の
存
在
も
念
頭

に
置
き
な
が
ら
︑
北
面
回
廊
の
有
無
な
ど
︑
過
去
の
調
査
事
例
を
再
検
証
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒

寺
院
の
機
能
︑
す
な
わ
ち
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
的
な
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑

そ
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
的
な
要
素
に
つ
い
て
も
見
直
し
を
迫
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
の

両
面
に
つ
い
て
の
検
討
を
一
つ
一
つ
の
寺
院
ご
と
に
丁
寧
に
お
こ
な
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
︑
古
代
寺
院
史
研
究

会
を
開
始
し
︑
実
地
の
検
討
と
研
究
会
と
を
重
ね
て
き
た
︒
さ
ら
に
科
研
費
基
盤

研
究
Ａ
﹁
古
代
寺
院
の
儀
礼
・
経
営
に
関
す
る
分
野
横
断
的
比
較
研
究
﹂︵
平
成

二
三
年
度
～
二
七
年
度
︑
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
二
三
二
四
二
〇
五
〇
︑
代
表
菱
田
哲
郎
︶

の
成
果
も
合
わ
せ
︑
本
書
に
結
実
し
て
い
る
︒
今
後
の
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
︒

︵
�
︶

石
田
茂
作
﹃
飛
鳥
時
代
寺
院
址
の
研
究
﹄︵
聖
徳
太
子
奉
讃
会
︑
一
九
三
六
年
︶︒

︵
�
︶

国
分
寺
町
教
育
委
員
会
﹃
特
別
史
跡
讃
岐
国
分
寺
跡
保
存
整
備
事
業
報
告
書
﹄

︵
同
委
員
会
︑
一
九
九
六
年
︶︒

︵
�
︶

市
原
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
﹃
上
総
国
分
僧
寺
跡
Ⅰ
﹄
市
原
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
八
集
︵
市
原
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
九
年
︶︒

︵
�
︶

山
路
直
充
﹁
国
分
寺
に
お
け
る
寺
院
地
と
伽
藍
地
﹂︵﹃
古
代
﹄
一
一
〇
号
︑
二

6



〇
〇
一
年
︶︒

︵
�
︶

宮
本
長
二
郎
﹁
奈
良
時
代
に
お
け
る
大
安
寺
・
西
大
寺
の
造
営
﹂︵﹃
西
大
寺
と

奈
良
の
古
寺
﹄
日
本
古
寺
美
術
全
集
六
巻
︑
集
英
社
︑
一
九
八
三
年
︶︒

︵
�
︶

枚
方
市
文
化
財
研
究
調
査
会
﹃
大
阪
府
枚
方
市

九
頭
神
遺
跡
Ⅲ
﹄
枚
方
市
文

化
財
調
査
報
告
六
一
集
︵
同
調
査
会
︑
二
〇
一
〇
年
︶︒

︵
�
︶

枚
方
市
文
化
財
研
究
調
査
会
・
枚
方
市
教
育
委
員
会
﹃
大
阪
府
枚
方
市

特
別

史
跡
百
済
寺
跡
﹄
枚
方
市
文
化
財
調
査
報
告
八
〇
集
︵
同
調
査
会
・
同
委
員
会
︑

二
〇
一
五
年
︶︒

︵
	
︶

菱
田
哲
郎
﹁
古
代
寺
院
の
寺
務
施
設
に
つ
い
て
﹂︵
前
掲
﹃
大
阪
府
枚
方
市

九

頭
神
遺
跡
Ⅲ
﹄︶︒

︵


︶

木
津
川
市
教
育
委
員
会
﹃
神
雄
寺
跡
︵
馬
場
南
遺
跡
︶
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
同

委
員
会
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

︵
10
︶

須
田
勉
﹁
古
代
村
落
寺
院
と
そ
の
信
仰
﹂︵
国
士
舘
大
学
考
古
学
会
編
﹃
古
代
の

信
仰
と
社
会
﹄
六
一
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︶︒

︵
11
︶

菱
田
哲
郎
﹁
考
古
学
か
ら
み
た
日
本
古
代
の
仏
教
伽
藍
﹂︵﹃
古
代
寺
院
の
儀
礼
・

経
営
に
関
す
る
分
野
横
断
的
研
究
﹄
京
都
府
立
大
学
文
化
遺
産
叢
書
一
三
集
︑
二

〇
一
七
年
︶︒

︵
12
︶

菱
田
哲
郎
﹁
古
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
普
及
﹂︵﹃
考
古
学
研
究
﹄
五
二
巻
三

号
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

︵
13
︶

寝
屋
川
市
教
育
委
員
会
﹃
国
史
跡
高
宮
廃
寺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
﹄︵
寝
屋
川
市

文
化
財
資
料
三
〇
︑
二
〇
一
八
年
︶︒

︵
14
︶

富
田
林
市
教
育
委
員
会
﹃
新
堂
廃
寺
跡
・
オ
ガ
ン
ジ
池
瓦
窯
跡
・
お
亀
石
古
墳
﹄

︵
富
田
林
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
三
五
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒

︵
菱
田
哲
郎
︶

◆
古
代
寺
院
史
研
究
と
文
献
史
学

日
本
古
代
寺
院
の
歴
史
的
研
究
は
︑
戦
前
に
基
礎
が
築
か
れ
︑
戦
後
に
な
っ
て

大
き
く
進
展
し
た
︒

明
治
時
代
︑
古
美
術
・
古
社
寺
保
存
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
日
本
美
術
史
・

建
築
史
研
究
が
始
ま
っ
た
が
︑
寺
院
や
そ
の
文
化
財
を
論
ず
る
上
で
は
︑
文
献
史

料
を
厳
密
に
用
い
る
べ
き
こ
と
が
次
第
に
一
般
的
認
識
と
な
っ
て
い
っ
た
︒
戦
前

の
研
究
の
多
く
は
個
別
寺
院
の
検
討
で
あ
り
︑
そ
の
蓄
積
の
上
に
日
本
美
術
史
や

日
本
建
築
史
の
体
系
が
築
か
れ
た
︒
歴
史
考
古
学
に
よ
る
寺
院
研
究
は
や
や
遅
れ

て
始
ま
っ
た
が
︑
や
は
り
史
跡
保
存
と
関
わ
り
な
が
ら
発
達
し
︑
文
献
の
活
用
は

当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
︒

一
方
︑
文
献
史
学
に
お
い
て
は
︑
も
と
も
と
仏
教
史
研
究
の
一
環
と
し
て
寺
院

史
研
究
が
行
な
わ
れ
︑
や
は
り
検
討
の
中
心
は
個
別
寺
院
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

や
が
て
寺
院
そ
の
も
の
の
社
会
史
的
・
経
済
史
的
研
究
が
開
始
さ
れ
︑
総
合
的
な

古
代
寺
院
史
研
究
へ
の
道
が
開
か
れ
た
︒

戦
後
の
古
代
寺
院
史
研
究
に
お
い
て
︑
特
筆
す
べ
き
は
歴
史
考
古
学
の
著
し
い

発
展
で
あ
る
︒
調
査
・
研
究
が
全
国
的
・
組
織
的
・
多
角
的
に
進
め
ら
れ
︑
古
代

寺
院
に
関
す
る
知
見
は
質
量
と
も
に
驚
く
べ
き
水
準
に
達
し
た
︒
し
か
し
そ
の
一

方
︑
新
し
い
史
料
を
活
用
し
︑
こ
れ
ま
で
に
な
い
視
角
か
ら
古
代
寺
院
を
考
え
よ

う
と
す
る
︑
意
欲
的
な
文
献
的
研
究
も
現
わ
れ
て
き
た
︒
学
際
的
検
討
を
さ
ら
に

推
し
進
め
︑
新
し
い
古
代
寺
院
史
研
究
を
構
築
す
べ
き
段
階
に
︑
今
は
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
文
献
に
よ
る
古
代
寺
院
史
研
究
の
成
長
を
跡
づ
け
︑
さ
ま
ざ
ま
な
史

料
の
活
用
状
況
を
述
べ
る
と
と
も
に
︑
近
年
の
注
目
す
べ
き
動
向
に
つ
い
て
も
関

説
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

7 序
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あ

と

が

き

古
代
の
寺
院
遺
跡
に
つ
い
て
︑
実
地
に
検
討
を
お
こ
な
い
︑
分
野
の
垣
根
を
と
り
は
ら
っ
て
議
論
で
き
る
場
を
設
け
ら
れ
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
︑
古
代
寺
院
史
研
究
会
が
発
足
し
た
の
が
二
〇
〇
八
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
二
〇
名
余
り
の
研
究
者
と
学
生
と
が

枚
方
市
九
頭
神
廃
寺
や
そ
の
周
辺
の
遺
跡
を
見
学
し
︑
第
一
回
の
研
究
会
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
平
成
二
三
年
度
～
二
七
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究︵
Ａ
︶﹁
古
代
寺
院
の
儀
礼
・
経
営
に
関
す
る
分
野
横
断
的
比
較
研
究
﹂
︵
課
題
番
号
二
三
二
四
二
〇
五
〇
︑

代
表

菱
田
哲
郎
︶
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
︑
近
畿
地
方
を
中
心
と
す
る
寺
院
遺
跡
の
検
討
を
進
め
て
き
た
︒
考
古
学
・
文
献
史

学
・
美
術
史
学
・
建
築
史
学
・
地
理
学
な
ど
︑
異
な
る
分
野
の
研
究
者
が
集
い
︑
議
論
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
刺
激
を
受

け
︑
新
し
い
視
点
を
獲
得
す
る
機
会
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
︒
研
究
会
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
︑
現
地
の
調
査
機
関
︑
調
査
担
当
者

の
方
々
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
︑
お
か
げ
さ
ま
で
遺
跡
見
学
・
遺
物
熟
覧
・
研
究
報
告
の
三
本
立
て
が
よ
く
機
能
し
て
い
る
︒

考
古
学
で
は
︑
や
や
も
す
れ
ば
寺
院
の
伽
藍
や
出
土
瓦
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面
に
注
目
し
が
ち
で
あ
る
が
︑
寺
院
で
お
こ
な
わ
れ
た

法
会
や
地
域
社
会
の
中
で
の
位
置
づ
け
な
ど
︑
幅
広
い
側
面
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
文
献
史

学
で
は
︑
検
討
対
象
と
な
る
寺
院
そ
の
も
の
に
関
す
る
史
料
が
少
な
い
こ
と
に
悩
み
続
け
た
が
︑
や
は
り
地
域
史
の
一
環
と
し
て
古

代
寺
院
を
考
え
る
視
角
や
︑
個
別
寺
院
の
特
質
を
寺
院
史
一
般
に
拡
げ
て
い
く
方
法
を
鍛
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
︒
美
術

史
学
・
建
築
史
学
・
地
理
学
に
よ
る
知
見
も
興
味
深
く
︑
総
合
研
究
の
醍
醐
味
を
感
じ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
︒

古
代
寺
院
史
研
究
会
に
参
加
し
た
研
究
者
や
科
研
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
論
考
を
ま
と
め
て
一
書
を
な
そ
う
と
企
画
し
た
の
は
︑
も

う
数
年
前
の
こ
と
と
な
る
︒
研
究
会
の
対
象
と
な
っ
た
寺
院
遺
跡
に
つ
い
て
の
最
新
の
紹
介
も
ま
じ
え
︑
古
代
寺
院
研
究
の
一
視
座

を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
早
く
に
原
稿
を
頂
戴
し
な
が
ら
︑
発
刊
ま
で
に
多
く
の
時
を
費
や
し
て
し

ま
っ
た
責
任
は
ひ
と
え
に
編
者
に
あ
る
︒
こ
の
場
を
借
り
て
執
筆
者
各
位
に
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
︒
ま
た
︑
本
書
の
出
版
を
お
引

き
受
け
い
た
だ
き
︑
ス
ロ
ー
ペ
ー
ス
な
編
者
に
粘
り
強
く
お
付
き
合
い
下
さ
っ
た
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
氏
に
感
謝
の
意
を
表
し

た
い
︒

二
〇
一
九
年
七
月
二
五
日

菱
田
哲
郎
・
吉
川
真
司
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深草寺 147,337〜339,341,342

福寿寺 18,217

ä井寺 218

布施院 342,345

扶蘇山寺跡＊ 448

船息院 344,349,351

船橋廃寺 243,267

古町廃寺 385,391,393

芬皇寺＊ 461

へ

別所廃寺 288

ほ

奉恩寺＊ 490

法界寺 160

法界尼寺＊ 429

法興院 158

寳皇寺 337,338

法成寺 153〜165
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法華寺 29,43,48,194,219
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ま
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西北院 155

清凉寺 141

石木里寺跡＊ 448

泉橋院 355

泉橋寺 345,354
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B鹿瀬廃寺 79,80

王興寺(跡)＊ 445,450,454,455

おうせんどう廃寺 142,147,361

大井院 342〜344

大井寺 147

大里寺 299,303

太田廃寺 285

大野寺 81,330,365

大宅寺(跡) 126,129

大宅廃寺 125,126,129,141,142

奥山廃寺 121,122,187,243,244

乙訓寺 142

小野寺 120〜123,126,128,129

小野廃寺 123〜127,129

粟原寺址 379

小治田寺 244

尾張元興寺 383,393

か

海会寺 417

外里寺跡＊ 450

鶴里寺跡＊ 449

勧修寺 119,121,125,126,129,341

嘉祥寺 144,147,338

佳増里寺跡＊ 445

片岡王寺 240

樫原廃寺 169,286

片山廃寺 288

勝川廃寺 288

ä木寺 188

佳塔里寺跡＊ 445,454,455

蟹満寺 230,346

神雄寺（跡） 26,28,44,46,173

河内国分寺 218

河内寺廃寺(跡) 279,317

川原寺(弘福寺) 20,26,43,87〜91,94,104,244

河原院 342〜344

感恩寺＊ 432,467,489

元興寺 59,91,92

願興寺 125,126,129

甘山寺＊ 471

観世音寺 230

がんぜんどう廃寺 361

観音寺 375

観音寺跡＊ 445,454,455

上町廃寺 385,392

寺院名索引

＊� 本索引は本文中の寺院名について重要度の高いものを検索するために作成した。

したがって網羅的な索引にはなっていない。

＊� ○○廃寺・○○廃寺跡、○○寺・○○尼寺などは適宜一方にまとめた。

＊� 中国・朝鮮半島の寺院名称は、検索の便を考慮して日本語の音読みで並べた。な

お、中国・朝鮮半島の寺院には＊印を付けた。



三舟 隆之（みふね・たかゆき）

1959年生．明治大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程単位修得退学．東京医療保健大学医療保健学部教授．

『日本古代地方寺院の成立』（吉川弘文館，2003年），『日本古代の王権と寺院』（名著刊行会，2013年），『Û日本霊異記Ü説

話の地域史的研究』（法藏館，2016年）．

三好 清超（みよし・せいちょう）

1977年生．富山大学大学院人文科学研究科修士課程修了．飛驒市教育委員会事務局主査．

「江馬氏下館跡庭園の発掘調査成果について」（『遺跡学研究』
号，2012年），「地方における国分寺の成立に関する一考

察 飛驒国分寺跡を事例に 」（『大境』34号，2015年），「第10章第�節 古代寺院」（『高山市史 先史時代から古代

編』高山市史編纂資料第�号，2016年）．

松葉 竜司（まつば・たつし）

1973年生．奈良大学文学部文化財学科卒業．美浜町教育委員会．

「福井県の古代生業」（『研究発表資料集 古代社会の生業をめぐる諸問題』日本考古学協会2011年度栃木大会実行委員会，

2011年），「若狭湾沿岸地域における土器製塩と塩の流通」（『第16回古代官衙・集落研究会報告書 塩の生産・流通と官

衙・集落』奈良文化財研究所，2013年），「若狭国遠敷郡における律令期の瓦生産」（『館報 平成25年度』福井県立若狭歴

史民俗資料館，2015年）．

中畔 明日香（なかぐろ・あすか）

1972年生．佛教大学文学部史学科卒業．伊丹市教育委員会事務局生涯学習部博物館館長．

向井 佑介（むかい・ゆうすけ）

1979年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退．京都大学人文科学研究所准教授．

「北魏平城時代の仏教寺院と塑像」（『佛教藝術』316号，2011年），「仏塔の中国的変容」（『東方学報』京都第88冊，2013

年），「墓中の神坐 漢魏晋南北朝の墓室内祭祀 」（『東洋史研究』73巻�号，2014年）．

清水 昭博（しみず・あきひろ）

1966年生．大阪市立大学文学部卒業．帝塚山大学文学部教授．

『古代日韓造瓦技術の交流史』（清文堂出版，2012年），『古代朝鮮の造瓦と仏教』（帝塚山大学出版会，2013年），『東アジ

アの瓦当文化』（翻訳，帝塚山大学出版会，2017年）．

田中 俊明（たなか・としあき）

1952年生．京都大学大学院文学研究科博士課程認定修了．滋賀県立大学名誉教授．

『高句麗の歴史と遺跡』（共著，中央公論社，1995年），『大加耶連盟の興亡と「任那」』（吉川弘文館，1992年），『古代の日

本と加耶』（山川出版社，2009年）．

井上 直樹（いのうえ・なおき）

1972年生．早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学．京都府立大学准教授．

「高句麗遣民と新羅 七世紀後半の東アジア情勢 」（『東洋史研究』75巻�号，2016年），「古代東アジア世界におけ

る高句麗勢力圏 倭勢力圏理解の端緒として 」（吉川真司・倉本一宏編『日本的時空観の形成』思文閣出版，2017

年），「百済の王号・侯号・太宰号と将軍号 �世紀後半の百済の支配秩序と東アジア 」（『国立歴史民俗博物館研究

報告』211（古代東アジアにおける倭世界の実態），2018年）．
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西田 敏秀（にしだ・としひで）

1956年生．関西大学文学部史学科卒業．公益財団法人枚方市文化財研究調査会事務局次長兼調査係長．

「くずは考 継体天皇擁立の一側面 」（『塚口義信博士古稀記念 日本古代学論叢』塚口義信博士古稀記念会，2016

年），「禁野本町遺跡の街区とその形成意義について」（『禁野本町遺跡Ⅳ』公益財団法人枚方市文化財研究調査会，2013

年），「北河内における前・中期首長墓の動向と王権」（『北河内の古墳 前・中期古墳を中心に 』財団法人交野市文

化財事業団，2009年）．

上杉 和央（うえすぎ・かずひろ）

1975年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了．京都府立大学文学部准教授．

『江戸知識人と地図』（京都大学学術出版会，2010年），『日本地図史』（共著，吉川弘文館，2012年），『近世刊行大坂図集

成』（共編著，創元社，2015年）．

網 伸也（あみ・のぶや）

1963年生．早稲田大学大学院文学研究科（考古学）修了．近畿大学文芸学部文化・歴史学科教授．

『平安京造営と古代律令国家』（塙書房，2011年），「造瓦体制の変革期としての仁明朝」（古代学協会編『仁明朝史の研究』

思文閣出版，2011年），「考古学からみた百済王氏の動向 交野移貫と山背遷都 」（舘野和己編『日本古代のみやこ

を探る』勉誠出版，2015年）．

安村 俊史（やすむら・しゅんじ）

1960年生．大阪市立大学文学部卒業．柏原市立歴史資料館館長．

『群集墳と終末期古墳の研究』（清文堂出版，2008年），「大王権力の卓越」「古墳の終末」（岸本直文編『史跡で読む日本の

歴史� 古墳の時代』吉川弘文館，2010年），『河内六寺の輝き』（柏原市立歴史資料館，2007年）．

大竹 弘之（おおたけ・ひろゆき）

1956年生．同志社大学大学院文学研究科博士前期課程修了．枚方市教育委員会事務局社会教育部文化財課課長代理（2017

年�月定年退職）．

『新編 郷土枚方の歴史』（共著，枚方市教育委員会，2014年），「韓国全羅南道の円筒形土器 いわゆる埴輪形土製品を

めぐって 」（朝鮮学会編『前方後円墳と古代日朝関係』同成社，2002年），「河内百済寺跡の発掘調査」（『百濟學報』

	号，2012年）．

丸山 香代（まるやま・かよ）

1984年生．近畿大学大学院文芸学研究科国際文化専攻修士課程修了．寝屋川市教育委員会．

仲林 篤史（なかばやし・あつし）

1982年生．京都府立大学文学部史学科卒業．東大阪市教育委員会事務局社会教育部文化財課．

近藤 康司（こんどう・やすし）

1965年生．関西大学文学部史学地理学科卒業．堺市役所文化財課学芸員．

『行基と知識集団の考古学』（清文堂出版，2014年），「和泉における古代寺院の成立と展開」（摂河泉古代寺院研究会編

『摂河泉古代寺院論纂』第�集，1997年，摂河泉文庫），「大宰府の文字瓦」（須田勉編『日本古代考古学論集』同成社，

2016年）．

吉野 秋二（よしの・しゅうじ）

1967年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学．京都産業大学文化学部教授．

『日本古代社会編成の研究』（塙書房，2010年），「神泉苑の誕生」（『史林』88巻�号，2005年），「日本古代の国制と戦争」

（『日本史研究』654号，2017年）．

西本 昌弘（にしもと・まさひろ）

1955年生．大阪大学大学院文学研究科博士課程修了．関西大学文学部教授．

『日本古代の王宮と儀礼』（塙書房，2008年），『日本史リブレット人 桓武天皇』（山川出版社，2013年），『飛鳥・藤原と

古代王権』（同成社，2014年）．
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根立 研介（ねだち・けんすけ）

1956年生．京都大学大学院文学研究科修士課程中退．京都大学大学院文学研究科教授．

『日本中世の仏師と社会』（塙書房，2006年），『運慶』（ミネルヴァ書房，2009年），『ほとけを造った人びと』（吉川弘文館，

2013年）．

堀 大輔（ほり・だいすけ）

1971年生．京都府立大学大学院文学研究科修士課程修了．京都市文化財保護課記念物係長．

「山背・近江・丹後の藤原宮式・本薬師寺式軒瓦」（『古代瓦研究Ⅴ 重弁蓮葦文軒丸瓦の展開・藤原宮式軒瓦の展開

』奈良文化財研究所，2010年），『飛鳥白鳳の甍 京都市の古代寺院 』京都市文化財ブックス第24集（京都市文

化財保護課，2010年），『京都府の歴史散歩』（共著，山川出版社，2011年）．

梅本 康広（うめもと・やすひろ）

1966年生．龍谷大学文学部史学科卒業．公益財団法人向日市埋蔵文化財センター常務理事兼事務局長．

「長岡京」（西山良平・鈴木久男編『古代の都� 恒久の都平安京』吉川弘文館，2010年），「山城・摂津」（一瀬和夫ほか

編『古墳時代の考古学』�，同成社，2012年），「古代・中世寺院の浴室構造とその変遷」（赤松徹眞編『日本仏教の受容

と変容』永田文昌堂，2013年）．

大坪 州一郎（おおつぼ・しゅういちろう）

1982年生．京都府立大学大学院文学研究科博士前期課程修了．木津川市教育委員会文化財保護課主任．

小澤 毅（おざわ・つよし）

1958年生．広島大学大学院文学研究科博士課程後期考古学専攻中途退学．三重大学人文学部教授．

『日本古代宮都構造の研究』（青木書店，2003年），『吉備池廃寺発掘調査報告』（編著，奈良文化財研究所，2003年），『古

代宮都と関連遺跡の研究』（吉川弘文館，2018年）．

平松 良順（ひらまつ・りょうじゅん）

1965年生．京都府立大学大学院文学研究科博士後期課程修了．京都府立大学非常勤講師，妙興寺山内來薫院住職．

「八世紀の燃灯供養と灯明器」（大和を歩く会編『シリーズ歩く大和Ⅰ 古代中世史の探究』法藏館，2007年），「東大寺千

手堂跡の古瓦」（『南部佛教』92号，2008年），「尾張妙興寺考――その考古学的検討――」（『橿原考古学研究所論集』第15，

八木書店，2008年）．

藤岡 穣（ふじおか・ゆたか）

1962年生．東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了．大阪大学大学院文学研究科教授．

『日韓金銅半跏思惟像――科学的調査に基づく研究報告――』（監修・共著，韓國國立中央博物館，2017年），「野中寺弥勒

菩ø像について――蛍光Ｘ線分析調査を踏まえて――」（『MUSEUM』649，2014年），「中国南朝造像とその伝播」（『美

術資料』89，2016年）．

山下 隆次（やました・りゅうじ）

1961年生．佛教大学大学文学部史学科卒業．香芝市教育委員会主幹．

『尼寺廃寺Ⅰ』（香芝市教育委員会，2003年），『尼寺廃寺Ⅱ』（香芝市教育委員会，2016年）．

丹羽 恵二（にわ・けいじ）

1977年生．京都府立大学大学院文学研究科博士前期課程修了．桜井市教育委員会文化財課主査．

『桜井の横穴式石室を訪ねて』（編集及び共著，桜井市立埋蔵文化財センター，2010年），『阿倍氏 桜井の古代氏族

』桜井市立埋蔵文化財センター展示解説書第39冊（共著，財団法人桜井市文化財協会，2012年）．

岩本 正二（いわもと・しょうじ）

1950年生．岡山大学法文学部専攻科（考古学）修了．

「明日香村檜隈寺の発掘調査」（『佛教藝術』136号，毎日新聞社，1981年），『草戸千軒』（吉備人出版，2000年），『備讃瀬

戸の土器製塩』（共著，吉備人出版，2007年）．

ii



執筆者紹介（掲載順）

菱田 哲郎（ひしだ・てつお）

1960年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退．京都府立大学文学部教授（副学長）．

『須恵器の系譜』（歴史発掘10，講談社，1996年），『古代日本 国家形成の考古学 』（京都大学学術出版会，2007年），

『はじめて学ぶ考古学』（共著，有斐閣，2011年），「古墳時代の社会と豪族」（大津透ほか編『岩波講座日本歴史』第�巻，

岩波書店，2013年）．

吉川 真司（よしかわ・しんじ）

1960年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学．京都大学大学院文学研究科教授．

『律令官僚制の研究』（塙書房，1998年），『天皇の歴史02 聖武天皇仏都平城京』（講談社，2011年），『シリーズ日本古代

史③ 飛鳥の都』（岩波書店，2011年）．

大脇 潔（おおわき・きよし）

1947年生．早稲田大学第一文学部史学科国史専修卒業．フリーランス アルケオロジスト．

「世界の瓦 研究の一里塚 」（『古代』129・130合併号，早稲田大学考古学会，2012年），「塔の考古学 心柱を立

てる技 」（須田勉編『日本古代考古学論集』同成社，2016年），「�世紀の瓦生産 花組・星組から荒坂組まで 」

（『古代』141号，特集 古代都城造営と瓦生産，早稲田大学考古学会，2018年）．

高橋 照彦（たかはし・てるひこ）

1966年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程中途退学．大阪大学大学院文学研究科教授．

「正倉院伝来の鼓をめぐる基礎的検討」（栄原永遠男ほか編『東大寺の新研究』�，法藏館，2016年），「正倉院三彩小塔考

国分寺草創期の東大寺前身寺院 」（『待兼山考古学論集』Ⅲ，大阪大学考古学友の会，2018年），「東北地方北部出

土の緑釉陶器とその歴史的背景」（六ヶ所村「尾駮の牧」歴史研究会編『尾駮の駒・牧の背景を探る』六一書房，2018年）．

高 正龍（こ・じょんよん）

1960年生．韓国!山大学校人文大学史学科卒業．立命館大学文学部教授．

「新羅顎部施文瓦の製作技法 統一新羅瓦の編年にむけて 」（『MUSEUM』596号，2005年），「蔚山慶尚左兵営城と
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