
　
「
法
隆
寺
の
柱
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
殿
の

柱
と
似
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
こ

れ
は
遠
い
昔
に
ギ
リ
シ
ア
文
明
が
、
は

る
か
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
越
え
て
日
本
に
伝

わ
っ
た
か
ら
だ
」。
こ
の
よ
う
な
話
を
、

多
く
の
方
が
一
度
は
耳
に
し
た
こ
と
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
中
学
生
の

頃
だ
っ
た
か
、
千
年
以
上
も
前
の
日
本
が
、

西
洋
と
交
流
し
て
い
た
こ
と
に
感
心
し

た
も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
話
は
現
在
の
と
こ
ろ

建
築
史
な
ど
の
研
究
者
は
、
本
当
か
ど

う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
ス
タ

ン
ス
を
と
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
建

築
史
、
意
匠
論
を
専
攻
す
る
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
の
井
上
章
一

氏
は
、
そ
の
著
書『
法
隆
寺
へ
の
精
神
史
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
法
隆
寺
胴
張
柱
の
ギ
リ
シ
ア
伝
来
説
に

は
、
た
し
か
な
根
拠
が
な
い
。
た
ん
な

る
仮
説
で
あ
る
。
思
い
つ
き
で
し
か
な

い
と
い
っ
て
も
よ
い
」。

　

な
ん
と
も
、
私
た
ち
の
夢
を
壊
す
過

激
な
意
見
で
す
が
、
そ
れ
は
一
体
ど
う

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

法
隆
寺
の
中
門
や
金
堂
な
ど
の
柱
は
、

中
ほ
ど
が
少
し
ふ
く
ら
ん
だ
格
好
に
な
っ

て
お
り
、こ
の
形
式
の
柱
を
日
本
で
は「
胴

張
り
柱
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。
一
方
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
建
築
で
も
神
殿
な
ど
に「
エ

ン
タ
シ
ス
」と
い
う
形
式
の
柱
が
み
ら
れ
、

荷
重
を
支
え
る
支
持
材
と
し
て
の
緊
張
感

が
与
え
ら
れ
る
と
か
、
建
築
の
外
観
に
視

覚
的
な
安
定
を
あ
た
え
る
た
め
の
工
夫
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
法
隆
寺
の
胴
張
り

柱
と
一
見
よ
く
似
た
形
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
両
者
の
相
似
が
、
古
代
に
お
け
る

東
西
交
流
の
証
拠
だ
と
最
初
に
論
じ
た
の

は
、
日
本
建
築
史
学
の
創
始
者
と
な
っ
た

伊
東
忠
太
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
26

年（
1
8
9
3
）に「
法
隆
寺
建
築
論
」を

発
表
し
た
伊
東
は
、
そ
の
中
で「
中
門
建

築
の
中
に
就
て
吾
人
か
尤
も
奇
と
す
る
所

は
其
柱
の
形
状
に
若
く
は
な
し
、（
中
略
）

其
輪
廊
は
希
臘
の
所
謂
エ
ン
タ
シ
ス
と
名

く
る
曲
線
よ
り
成
り
、（
中
略
）東
西
交

渉
の
結
果
と
な
す
に
至
り
て
は
余
の
會
て

信
す
る
所
」と
述
べ
ま
し
た
。

　

伊
東
は
、
紀
元
前
四
世
紀
の
ア
レ
ク
サ

ン
ダ
ー
大
王
に
よ
る
大
東
征
に
よ
っ
て
、

ギ
リ
シ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
の
影
響
を
受
け
て

誕
生
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
が
、
中
国
を
通
っ

て
法
隆
寺
へ
伝
わ
っ
た
と
考
え
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
説
に
は「
形
が
似
て
い

る
」以
上
の
根
拠
は
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
実
際
、「
法
隆
寺
建
築
論
」発

表
前
の
学
生
時
代
の
伊
東
は
、
法
隆
寺
を

訪
れ
た
際
の
こ
と
を
日
記
に
記
し
て
い
ま

す
が
、「
柱
ニ
ハ「
エ
ン
タ
シ
ス
」ア
リ（
中

略
）即
ハ
チ
知
ル
コ
レ
印
度
ﾉ
建
築
法
ヲ

直
写
セ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
西
洋
モ
元
来
印
度

ヨ
リ
建
築
ヲ
輸
入
セ
シ
コ
ト
ヲ
」と
し
て
、

エ
ン
タ
シ
ス
は
イ
ン
ド
か
ら
西
洋
と
日
本

の
双
方
に
伝
わ
っ
た
と
、「
法
隆
寺
建
築

論
」で
述
べ
た
ギ
リ
シ
ア
伝
来
説
と
は
異

な
る
見
解
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

伊
東
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
伝
来
説
に
辿
り

つ
い
た
背
景
に
は
、
奈
良
・
東
大
寺
の
正

倉
院
宝
物
に
、
西
方
の
香
り
を
嗅
ぎ
取
っ

た
西
洋
人
た
ち
の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
影
響

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
倒

伊
東
忠
太
の「
法
隆
寺
建
築
論
」

法
隆
寺
の
胴
張
り
柱

む
し
ろ
伝
説
で
あ
る

け
ん
せ
つ

で
ん
せ
つ

のシ
リ
ー
ズ
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鎖
国
が
解
け
た
ば
か
り
の
明
治
の
日
本
と

は
異
な
り
、
彼
ら
の
本
国
の
博
物
館
な
ど

で
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
工
芸
が
集
め
ら
れ
て

お
り
、
正
倉
院
の
宝
物
を
目
の
当
た
り
に

し
た
彼
ら
が
、
こ
れ
ら
と
の
類
似
を
指
摘

し
た
の
は
、
あ
る
意
味
必
然
的
な
結
果
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

な
か
で
も
日
本
美
術
を
海
外
へ
紹
介
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
、
お
雇
い
外
人
の

ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、「
法
隆

寺
建
築
論
」発
表
5
年
前
に
奈
良
で
開
催

さ
れ
た
講
演
に
お
い
て
、「
日
本
開
明
ノ

遠
因
即
チ
文
明
東
漸
ノ
原
因
ハ
希
臘
ノ

歴
山
帝
ガ
東
征
シ
テ
文
明
ノ
種
子
ヲ
印
度

ニ
遺
シ
タ
ル
ニ
起
リ
、
夫
ヨ
リ
支
那
高
麗

ヲ
経
テ
日
本
ニ
伝
ヘ
タ
ル
」と
、
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
大
王
に
よ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
伝
来

を
説
き
ま
し
た
。
こ
の
考
え
は
広
く
知
れ

渡
る
よ
う
に
な
り
、
伊
東
も
こ
の
説
を
支

持
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
1
9
1
0
年
代
後
半
か
ら
、

学
会
に
お
け
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
日
本
東
漸

説
は
、
衰
弱
し
て
い
き
ま
す
。
理
由
の
一

つ
に
は
、
日
本
が
西
洋
の
列
強
と
肩
を
な

ら
べ
る
力
を
身
に
つ
け
た
こ
と
も
、
あ
げ

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
国
賛
美
の

風
潮
が
た
だ
よ
い
は
じ
め
、
法
隆
寺
論
で

も
日
本
固
有
の
文
化
を
み
い
だ
そ
う
と
す

る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

伊
東
自
身
も
昭
和
5
年（
1
9
3
0
）

の「
古
代
建
築
論
」で
、「
法
隆
寺
建
築
の

性
質
、様
式
、手
法
等
を
精
査
し
て
見
る
と
、

（
中
略
）其
の
精
神
に
至
っ
て
は
全
然
日
本

的
主
義
に
立
脚
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
其
の

伽
藍
の
プ
ラ
ン
も
、
其
の
形
の
現
す
表
情

も
、
將
た
又
其
の
材
料
の
選
擇
に
於
い
て

も
、
其
の
構
造
の
主
義
に
於
い
て
も
、
決

し
て
支
那
朝
鮮
の
模
倣
で
な
く
し
て
、
我

が
日
本
の
創
意
」と
ま
で
言
い
出
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
エ
ン
タ
シ
ス
に
つ
い

て
は
、「
法
隆
寺
建
築
に
於
け
る
柱
の
エ

ン
タ
シ
ス
の
遠
源
は
、
慥
に
希
臘
お
よ

び
西
亜
に
あ
る
と
思
ふ
」と
し
な
が
ら
も
、

そ
の
根
拠
は「
エ
ン
タ
シ
ス
の
如
き
微
妙

な
る
曲
線
は
藝
術
的
感
覚
が
極
め
て
鋭

敏
で
あ
り
、
一
点
一
線
の
差
に
由
っ
て

生
ず
る
形
の
表
情
を
感
受
す
る
程
の
神

經
を
有
す
る
國
民
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
よ

く
こ
れ
を
作
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
る
。
然
る
に
漢
民
族
は（
中
略
）微
妙

な
る
技
工
に
長
じ
て
を
ら
ぬ
」と
し
て
、

中
国
人
は
芸
術
的
セ
ン
ス
が
無
い
か
ら

エ
ン
タ
シ
ス
は
作
れ
な
い
、
よ
っ
て
中

国
で
は
な
く
ギ
リ
シ
ア
伝
来
で
あ
る
と

い
う
、
乱
暴
な
意
見
を
吐
い
て
自
説
に

固
執
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
法
隆
寺
の
エ
ン
タ
シ
ス
は
、

形
が
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
か
ら

生
れ
た
、
根
拠
の
な
い
説
で
し
た
の
で
、

学
会
で
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
も
と
も
と
、
千
年
以
上
も
前

の
柱
の
微
妙
な
曲
線
の
起
源
を
探
る
な
ど

無
理
な
話
で
す
。
伊
東
が
生
み
出
し
た
も

の
は
、あ
く
ま
で
仮
説
、む
し
ろ
伝
説
だ
っ

た
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。

　

伝
説
と
は
、
ま
さ
し
く
柱
の
よ
う
な
具

体
的
な
事
物
に
由
来
し
て
語
ら
れ
ま
す
。

ま
た
①
何
か
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
。（
た

と
え
ば
、
野
原
の
真
ん
中
に
大
き
な
岩
が

ポ
ツ
ン
と
あ
る
）②
根
拠
は
な
い
が
、も
っ

と
も
ら
し
い
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。

（
義
経
と
旅
を
し
た
弁
慶
が
、
こ
の
地
を

訪
れ
た
と
き
に
運
ん
だ
に
違
い
な
い
）③

広
く
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る（
あ
の
弁

慶
な
ら
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
な
）、
と

い
う
３
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
成
立
す
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

法
隆
寺
の
エ
ン
タ
シ
ス
に
当
て
は
め
る

と
、①
法
隆
寺
の
柱
が
、
ギ
リ
シ
ア
古
建

築
の
柱
と
似
て
い
る
、不
思
議
だ
、な
ぜ
だ
。

②
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
の
東
征
に

よ
っ
て
運
ば
れ
た
。

な
る
ほ
ど
、
あ
り

得
る
な
。
し
か
も

言
い
だ
し
っ
ぺ
は

偉
い
学
者
先
生
だ
。

そ
し
て
、③
ギ
リ

シ
ア
伝
来
の
伝
説

は
、
学
界
で
は
す

た
れ
た
も
の
の
、

一
般
に
は
受
け
入

れ
ら
れ
た
。

　

そ
う
、
学
会
で
は
語
ら
れ
な
く
な
っ
た

ギ
リ
シ
ア
伝
来
説
で
す
が
、
大
衆
に
は
受

け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
最
近
で
こ
そ

W
e
b
で
の
情
報
流
通
の
せ
い
か
、
疑
問

視
す
る
風
潮
が
一
般
に
も
広
ま
り
つ
つ
あ

り
ま
す
が
、
近
年
ま
で
こ
の
話
は
普
通
に

語
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
は
千
年
以
上
も
前
に
東
西
の
交
流

が
あ
っ
た
と
い
う
壮
大
な
発
想
や
、
仏
教

寺
院
に
中
国
で
も
イ
ン
ド
で
も
な
く
、
ギ

リ
シ
ア
伝
来
の
柱
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と

い
う
意
外
性
が
、
多
く
の
人
々
の
ロ
マ
ン

を
か
き
た
て
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
日
本
固
有
の
様
式
と
い
う
よ
り

も
西
洋
伝
来
と
い
う
話
の
方
が
、〝
面
白
い
〞

と
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
、
法
隆
寺
の
エ

ン
タ
シ
ス
は
生
き
続
け
た
の
で
し
ょ
う
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

法隆寺の中門

法隆寺中門の胴張り柱

ど
う
ば
り

ち
ゅ
う
も
ん

も
っ
と

し

ギ
リ
シ
ア

な

か
つ

ご
じ
ん

つ
い

ち
ゅ
う
た

お
わ
り
に

は

た
し
か

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
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