
　

東
ア
ジ
ア
の
国
際
交
流
に
よ
り
、中

国
、朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
日
本
へ
と
仏

教
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。古
代
日
本
の

国
づ
く
り
に
は
、仏
教
と
仏
教
寺
院
の

存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
の
は
、６

世
紀
半
ば
と
さ
れ
ま
す
。そ
れ
よ
り
半

世
紀
の
ち
、飛
鳥
に
日
本
で
初
め
て
金

堂
や
講
堂
、塔
、回
廊
を
そ
ろ
え
た
寺

院
・
飛
鳥
寺
が
造
営
さ
れ
ま
し
た
。

　

仏
教
寺
院
に
は
、経
典
に
不
可
欠
な

漢
字
の
ほ
か
、土
木
、建
築
、測
量
、造

瓦
、金
属
加
工
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
最
新

技
術
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。中
国
や

朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
こ
れ
ら
の
知

識
や
技
術
は
、日
本
の
国
づ
く
り
の
基

礎
と
な
り
ま
し
た
。

　

寺
院
造
営
に
は
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡

来
人
や
中
国
か
ら
帰
国
し
た
留
学
生
、

留
学
僧
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

寺
院
の
伽
藍
配
置
や
出
土
し
た
瓦
の
種

類
な
ど
に
、東
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
国

際
交
流
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

大
陸
よ
り
伝
わ
っ
た
新
し
い
宗
教
で

あ
る
仏
教
は
、東
ア
ジ
ア
の
最
新
文
化

で
あ
る
と
同
時
に
、中
国
や
朝
鮮
半
島
、

そ
し
て
日
本
で
も
国
家
統
治
の
手
段
と

し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

推
古
天
皇
の
時
代
、仏
教
受
容
と
寺

院
の
造
営
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
。古
墳

時
代
の
３
０
０
年
間
に
わ
た
っ
て
権
力
を

誇
示
す
る
た
め
巨
大
な
古
墳
を
造
っ
て

き
た
豪
族
は
、仏
教
寺
院
と
い
う
新
た
な

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
競
っ
て
造
り
始
め
ま
す
。

こ
の
豪
族
が
造
営
し
た
寺
院
が「
氏
寺
」

で
す
。飛
鳥
の
宮
殿
周
辺
に
は
、蘇
我
氏

一
族
の
飛
鳥
寺
や
山
田
寺
、渡
来
人
集

団
で
あ
る
東
漢
氏
の
檜
隈
寺
、日
本
初

の
尼
寺
と
さ
れ
る
橘
寺
な
ど
の
氏
寺
が

点
在
し
ま
す
。

そ
の
後
、天
皇
家
に
よ
り
造
営
さ
れ

た
川
原
寺
は
、公
的
な
役
割
も
担
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。仏
教
は
次
第
に
国

の
統
治
機
構
に
組
み
入
れ
ら
れ
、藤
原

宮
・
藤
原
京
の
造
営
に
際
し
て
は
国
家

鎮
護
の
た
め
の
寺
院
が
計
画
的
に
造
ら

れ
て
い
き
ま
す
。
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山
田
寺
は
蘇
我
氏
の
一
族
で
あ
る
蘇
我

倉
山
田
石
川
麻
呂
の
発
願
に
よ
り
６
４
１

年
に
造
営
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。６
４
９
年

に
石
川
麻
呂
は
謀
反
を
疑
わ
れ
て
、こ
の

山
田
寺
で
自
害
し
、造
営
は
一
時
中
断
し

ま
し
た
。そ
の
後
、石
川
麻
呂
の
孫
で
あ
る

鸕
野
讃
良
皇
女
（
後
の
持
統
天
皇
）
の
援

助
の
も
と
、６
８
５
年
ご
ろ
に
完
成
し
ま
し

た
。山
田
寺
は
中
門
、塔
、金
堂
、講
堂
が
一

直
線
に
並
ぶ
、百
済
の
寺
院
に
み
ら
れ
る

伽
藍
配
置
で
す
。平
城
京
遷
都
後
も
隆
盛

を
極
め
、壮
大
な
伽
藍
は
藤
原
道
長
も
絶

賛
し
た
と
さ
れ
ま
す
。そ
の
後
、平
安
時
代

後
期
以
降
に
災
害
な
ど
に
よ
り
多
く
の
建

物
を
失
い
ま
し
た
。こ
の
う
ち
東
側
の
回

廊
が
倒
壊
し
た
当
時
の
状
態
で
出
土
し
て

お
り
、法
隆
寺
よ
り
も
古
い
建
築
様
式
を

伝
え
て
い
ま
す
。こ
の

建
築
部
材
は
奈
良
文
化

財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館

で
常
設
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

4県文化資源活用課　☎0742‐27‐2054　60742‐27‐0213

復元された回廊建物部材
（奈良文化財研究所飛鳥資料館図録
『奇偉荘厳山田寺』より転載）

山
田
寺
跡
桜
井
市

飛鳥寺跡（明日香村）
別名法興寺。日本で初めて伽藍が整備された仏
教寺院です。平城京遷都に伴い元興寺として移り
ましたが、飛鳥の寺院も存続し、飛鳥大仏とともに
安居院として現在も法燈を伝えています。

奈
良
の
世
界
遺
産
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
冊
子
を
発
行
し
て
ま
す
。

世
界
遺
産
ジ
ャ
ー
ナ
ル

検
索

そ  

が
の

む
ほ
ん

う　

の
の

さ　

ら
ら

く
ら
や
ま  

だ
の
い
し
か
わ   

ま　

ろ

奈良文化財研究所
飛鳥資料館

中門跡 塔跡 金堂跡
講堂跡

回廊建物出土位置

二上山
畝傍山

最
新
知
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集
合
体
・
仏
教

最
新
知
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教

古
墳
か
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寺
院
へ

古
墳
か
ら
寺
院
へ

ぞ
う

が
ら
ん

う
じ
で
ら

ひ
の
く
ま

や
ま
と
の
あ
や

た
ち
ば
な

が

あんごいん

1桜井市山田
0ＪＲ・近鉄「桜井駅」より奈良交通バス
　36系統「山田寺」下車すぐ
　近鉄「橿原神宮前駅」・「飛鳥駅」より
　明日香周遊バス（赤かめ）
「明日香奥山・飛鳥資料館西」下車 東へ800ｍ

国教国存世世堂院漢瓦技朝識礎来留寺

山田寺跡（東から撮影）：史跡公園として中門、回廊、塔、金堂の基壇の跡が整備されています。また、講堂跡には現在も
法燈を伝える寺院が現存し、境内で一部露出した礎石や地覆石を観察することができます。

き だん

ほうとう そせき ぢふくいし
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