
　
「
大た

い
ほ
う宝

律り
つ
り
ょ
う

令
」
が
制
定
さ
れ
た
頃
か
ら
、

畿き
な
い内

（
現
在
の
近
畿
地
方
）
と
連
動
し
て
地

方
で
も
畿
内
同
様
の
政
策
推
進
や
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
な
ど
様
々
な
事
業
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

　

下
野
国
で
は
、
東と
う
さ
ん
ど
う

山
道
な
ど
の
道
路
網
整

備
や
下
野
国
府
（
栃
木
市
・
現
在
の
県
庁
の

よ
う
な
機
能
）
や
郡ぐ
う
け家
（
現
在
の
市
役
所
や

町
役
場
的
な
機
能
）
の
修
理
や
増
改
築
が
各

地
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

七
三
〇
年
代
は
、
下
野
薬
師
寺
が
東
国
の

一
氏
族
で
あ
る
下
毛
野
氏
の
氏
寺
か
ら
東
国

随
一
の
規
模
を
誇
る
公
立
の
大
寺
院
へ
と
大

改
修
が
行
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
現

在
の
下
野
市
域
周
辺
の
古
代
の
様
相
を
概
観

す
る
と
下
野
国
府
が
思
川
の
西
に
設
置
さ
れ
、

河か
わ
ち内

郡ぐ
ん
が衙

（
河
内
郡
の
役
所
）
が
石
橋
駅
の

東
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
市
内
に
は

東
山
道
が
通
過
し
、
下
野
薬
師
寺
、
下
野
国

分
寺
・
尼
寺
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
わ
ず
か

50
年
程
度
の
期
間
に
古
代
に
お
け
る
大
規
模

公
共
事
業
が
現
在
の
下
野
市
周
辺
で
連
綿
と

行
わ
れ
、
開
発
に
よ
る
槌つ

ち
お
と音

が
あ
ち
こ
ち
か

ら
聞
こ
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な

大
土
木
工
事
は
、
当
時
の
最
先
端
技
術
保
持

者
で
あ
る
渡
来
系
の
氏
族
や
都
か
ら
派
遣
さ

れ
た
工
人
の
指
揮
下
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
こ
の
地
域
は
人
口
も
増
え
続
け
、

他
地
域
か
ら
の
移
住
者
に
よ
る
大
規
模
な
新

興
集
落
が
次
々
と
つ
く
ら
れ
、
著
し
い
発
展

を
遂
げ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
、

下
野
国
は
当
地
域
を
選
定
し
て
下
野
国
分
寺
・

尼
寺
を
建
立
し
た
わ
け
で
す
。

　

国
分
寺
・
尼
寺
と
は

　

国
分
二
寺
（
国
分
寺
と
尼
寺
を
指
し
ま
す
）

は
、
金
光
明
経
の
四
天
王
﹇
持じ

国こ
く
て
ん天

（
東
）・

広こ
う
も
く
て
ん

目
天
（
西
）・
増ぞ
う
ち
ょ
う
て
ん

長
天
（
南
）・
多た
も
ん
て
ん

聞
天
（
北
）﹈

に
よ
る
護
国
と
法
華
経
に
よ
る
滅
罪
（
人
の

救
済
）
の
た
め
の
経
典
を
収
め
た
寺
院
（
金こ
ん

光こ
う
み
ょ
う明

四し
て
ん
の
う

天
王
護ご
こ
く
の
て
ら

国
之
寺
・
法ほ
っ
け華

滅め
つ
ざ
い
の
て
ら

罪
之
寺
）

を
全
国
各
地
に
建
立
し
、
仏
教
の
力
に
よ
っ

て
全
国
が
安
寧
に
暮
ら
せ
る
よ
う
な
鎮ち

ん
ご護

国こ
っ
か家

思
想
が
根
幹
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

特
に
僧
寺
に
建
立
さ
れ
た
七
重
塔
に
は
、

特
別
な
金
光
明
最
勝
王
経
が
安
置
さ
れ
ま
し

た
。「
造
塔
は
国こ
っ

華か

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
変

革
期
の
国
家
が
地
方
に
威
信
を
示
す
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
国

分
寺
と
い
う
名
称
か
ら
仏
教
に
関
す
る
こ
と

の
み
を
お
こ
な
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
が
、
当
時
の
僧
は
土
木
技
術
や
、
暦
、

言
語
、
数
学
、
医
学
、
行
政
関
係
の
知
識
を

習
得
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
総
合
大
学
の

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
だ
く
と
良
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

下
野
市
域
周
辺
の
古
代
の
様
相

新・下野市風土記

新
・
下
野
市
風
土
記

下
野
市
教
育
委
員
会　

文
化
課

　

ま
た
、
寺
院
の
建
立
場
所
は
、「
好よ

き
と
こ
ろ処」

を

選
び
、
周
辺
に
人
家
が
無
く
、
自
然
災
害
等

が
お
き
な
い
適
当
な
場
所
を
選
ぶ
よ
う
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
下
野
国
内
に
お
い
て
良
い

場
所
と
し
て
現
在
の
国
分
寺
地
区
が
選
ば
れ

た
訳
で
す
。

用
語
解
説

郡
家
・
郡
衙
…
…

　

郡
の
役
所
。
当
時
の
行
政
機
構
は
、
国
（
国

府
）

－

郡
（
郡
家
・
郡
衙
）

－

里
﹇
郷
﹈
と
な

り
、五
十
戸
を
も
っ
て
一
里
（
郷
）
と
さ
れ
ま
し
た
。

郷
ご
と
に
郷
家（
役
所
の
出
先
機
構
）を
兼
ね
た（
里

長
）
郷
長
が
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

僧
寺
に
は
金こ
ん

光こ
う
み
ょ
う明
最さ
い
し
ょ
う勝
王お
う

経き
ょ
うを
尼
寺
に
は

妙み
ょ
う
ほ
う法
蓮れ
ん
げ華
経き
ょ
う（
法
華
経
）
を
安
置
し
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
教
え
を
学
ぶ
た
め
、
僧
寺
に
は
二
〇
人
の

僧
と
尼
寺
に
は
一
〇
人
の
尼
僧
が
お
か
れ
ま
し
た
。

下野国分寺跡南大門推定復元図
東大寺（奈良県）に現存する転害
門（てがいもん・国宝）を参考に
復元しました。

Shimotsuke
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