
り
、
こ
の
時
代
の
島
根
で
は
、
新
羅
・
高
麗
の
鐘
の
美
し
い
文
様

が
注
目
さ
れ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

以
上
、「
島
根
ブ
ラ
ン
ド
」の
仏
像
、
瓦
、
鐘
に
つ
い
て
見
て
き
ま

し
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
朝
鮮
半
島
に
関
わ
る
も
の
で
し
た
。

島
根
県
で
は
現
在
も
、
海
岸
を
歩
い
て
い
る
と
ハ
ン
グ
ル
文
字
の

書
か
れ
た
漂
着
物

ひ
ょ
う
ち
ゃ
く
ぶ
つを
多
く
拾
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
朝
鮮
半
島

が
す
ぐ
近
く
に
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
ま
す
。
古
代
島
根
の
仏
教

に
と
っ
て
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
身
近
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

新
羅
と
の
交
流
、や
が
て
脅
威
に

奈
良
時
代
の
島
根
の
仏
教
が
、
朝
鮮
半
島
新
羅
な
ど
の
影
響
を

受
け
な
が
ら
特
徴
的
な
文
化
を
築
い
て
き
た
様
子
を
見
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
新
羅
と
の
交
流
は
、
違
っ
た
も
の
に
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。

飛
鳥
あ
す
か

時
代
の
日
本
は
、
新
羅
よ
り
も
、
朝
鮮
半
島
の
西
側
に
あ

っ
た
国「
百
済
く
だ
ら

」と
の
交
流
を
重
視
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
百
済

が
当
時
の
中
国
王
朝
「
唐と
う

」と
結

ん
だ
新
羅
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、

朝
鮮
半
島
は
新
羅
に
よ
っ
て
統

一
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら

日
本
と
新
羅
の
関
係
は
、
悪
化

し
て
い
き
ま
す
。
新
羅
が
日
本
に

も
攻
め
て
く
る
可
能
性
を
考
え
た

奈
良
政
府
は
、
九
州
を
中
心
に

防
人
さ
き
も
り

を
配
置
し
て
守
り
を
固
め

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
平
安
時
代
に
な
る
と
、

政
府
は
仏
教
の
力
ま
で
も
利
用

し
て
、
新
羅
の
脅
威
か
ら
日
本
を

守
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
朝
鮮
半
島

に
近
い
出
雲
・
石
見
い
わ
み

な
ど
山
陰

道
の
国
々
に
は
、
四
天
王

し
て
ん
の
う

像
を
安
置
す
る
寺
を
建
て
、
新
羅
の
脅

威
を
去
ら
せ
る
祈
祷
き
と
う

を
行
う
よ
う
命
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
結
局
、

新
羅
が
攻
め
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
当
時
の
仏
教

は
国
際
情
勢
に
も
影
響
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

松
江
市
の
四
王
寺

し

わ

じ

跡
か
ら
は
平
安
時
代
の
遺
物
も
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の「
四
王
寺
」と
い
う
名
か
ら
、
四
天
王
像
が
安
置

さ
れ
た
寺
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
信
仰
は
山
に
登
る

奈
良
時
代
の
仏
教
は
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
側
面
を
見
せ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
政
治
に
深
入
り
し
す
ぎ
て
政
治
を
腐
敗
さ
せ
た

道ど
う

鏡
き
ょ
う
事
件
を
は
じ
め
、
仏
僧
が
政
治
に
介
入
す
る
事
件
が
増
え
て

き
ま
し
た
。
ま
た
奈
良
時
代
の
寺
に
は
、
税
を
減
免
す
る
措
置
そ

ち

が

と
ら
れ
て
い
た
た
め
、
税
対
策
と
し
て
形
ば
か
り
の
寺
を
建
て
る
地

方
豪
族
ご
う
ぞ
く

も
あ
り
、
日
本
で
の
仏
教
そ
の
も
の
に
ゆ
が
み
が
生
じ
て

き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
政
治
や
経
済
か

ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
寺
を
建
て
よ
う
と
す

る
動
き
が
現
わ
れ
ま
す
。
平
安
時
代
の
寺

院
に
は
、
生
活
の
場
か
ら
遠
く
離
れ
た
山

の
上
に
造
ら
れ
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま

す
。
斐
川
ひ
か
わ

町
に
あ
る
天
寺
平
廃

て
ん
じ
び
ら
は
い

寺じ

は
、
標

高
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
の
上
に
あ
り
、

こ
の
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
仏
教
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

姿
を
見
せ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
京
都

の
比
叡
山

ひ
え
い
ざ
ん

・
延え
ん

暦
寺
り
ゃ
く
じ

は
平
安
京
の
北
東

に
位
置
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
方
向
が
平

安
京
の
鬼
門
き
も
ん（
不
吉
な
方
角
）に
あ
た
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
に
建
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の「
鬼
門
」

と
い
う
考
え
方
は
、
仏
教
で
は
な
く
陰
陽
道

お
ん
み
ょ
う
ど
う
の
も
の
で
す
。
こ
の
よ

う
に
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
・
哲
学
と
関
わ
り
な
が
ら
、
や
が
て
現
在

の
姿
に
な
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。
松
江
市
の
場
合
、
松
江
城
か
ら

見
て
鬼
門
に
あ
た
る
方
角
に
は
、
普
門
院

ふ
も
ん
い
ん

や
枕
木
山

ま
く
ら
ぎ
さ
ん

の
華
蔵
寺

け
ぞ
う
じ

が
、

そ
の
反
対
方
向
に
は
天
倫
寺

て
ん
り
ん
じ

が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
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海
を
渡
っ
て
き
た
仏
た
ち

県
内
で
も
っ
と
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
仏
像
と
し
て
は
、
平
田
ひ
ら
た

市
・

鰐
淵
寺

が
く
え
ん
じ

の「
銅
造
観
音
菩
薩

ど
う
ぞ
う
か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ

立
像

り
ゅ
う
ぞ
う
」
や
出
雲
い
ず
も

市
・
法
王
寺

ほ
う
お
う
じ

の
「
銅ど
う

造
聖
観
音
菩
薩
立
像

ぞ
う
し
ょ
う
か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ
り
ゅ
う
ぞ
う」な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
鰐
淵
寺

銅
造
観
音
菩
薩
立
像
の
台
座
に
は
、「
若
倭
部
臣
徳
太
理

わ
か
や
ま
と
べ
の
お
み
と
こ
た
り

が
父
母
の

供
養
く
よ
う

の
た
め
に
造
っ
た
」と
い
う
意
味
の
銘め
い

が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
顔
立
ち
は
ど
こ
か
異
国
情
緒
を
か
も
し
出
し
て
い
ま
す
。
一
方
の

法
王
寺
銅
造
聖
観
音
菩
薩
立
像
は
、
ひ
と
目
で
そ
れ
と
わ
か
る
異
国

風
の
顔
立
ち
で
、
被か
ぶ

り
物
な
ど
も
、
ど
こ
か
見
慣
れ
な
い
物
の
よ
う

に
感
じ
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
仏
像
は
、
朝
鮮
半
島
の
新
羅
し
ら
ぎ

の
影
響
で
造
ら
れ
た
と

言
わ
れ
て
お
り
、
白
鳳
は
く
ほ
う

時
代
（
七
世
紀
後
半
）の
製
作
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
製
作
地
に
つ
い
て
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

繊
細

せ
ん
さ
い

・
華
美
な
瓦

か
わ
ら

奈
良
時
代
に
全
国
で
建
て
ら
れ
た
国
分
寺
の
多
く
は
、
奈
良
の

平
城
宮
と
同
様
の
瓦
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
出
雲
国

い
ず
も
こ
く

分
寺
ぶ
ん
じ

は
、
新
羅
風
の
デ
ザ
イ
ン
を
ほ
ど
こ
し
た
瓦
が
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

現
在
の
瓦
は
波
形
を
し
て
お
り
、一
種
類
の
瓦（
桟
瓦

さ
ん
が
わ
ら
）で
屋
根
全

体
を
お
お
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
古
代
の
瓦
は
、
屋
根
の
ほ

ぼ
全
体
を
お
お
う「
平
瓦

ひ
ら
が
わ
ら
」と
、
平
瓦
と
平
瓦
の
間
を
ふ
さ
ぐ
「
丸ま
る

瓦が
わ
ら」か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
軒の
き

の
先
端
に
置
か
れ
る
文
様
も
ん
よ
う

を
持
っ
た
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「
島
根
ブ
ラ
ン
ド
」

の
仏
教
遺
跡
・
遺
物

出雲国分寺の瓦

銅鐘（温泉津町高野寺・平安時代）

そ
れ
か
ら
の
島
根
の
仏
教

隠岐�

出雲�

石見�

対馬�

日 本 �

新
羅

�

唐 �

日 本 海 �

黄 海 �

黄 河 �

揚 子 江 �

渤 海 湾 �

平安時代の唐・新羅と日本

韓国の瓦（慶州地方出土）

銅鐘の吊り手（安来市雲樹寺
うんじゅじ

・統一新羅時代）

写真提供：金誠亀

古
代
島
根
の
仏
教
関
係
の
遺
跡
や
遺
物
は
、
仏
像
の
顔
立

ち
か
ら
鐘か
ね

に
い
た
る
ま
で
、
周
辺
各
県
と
比
較
し
て
異
な
る
様

相
が
伺
う
か
が
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
島
根
の
仏
教
の
特
徴
を
探
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

瓦
は
、
そ
れ
ぞ
れ「
軒
平
瓦

の
き
ひ
ら
が
わ
ら
」「
軒
丸
瓦

の
き
ま
る
が
わ
ら
」と
呼
び
ま
す
。

ふ
つ
う
軒
平
瓦
に
は「
唐
草
文

か
ら
く
さ
も
ん

」を
、
軒
丸
瓦
に
は「
蓮
華
文

れ
ん
げ
も
ん

」
を

配
し
ま
す
が
、
出
雲
国
分
寺
の
軒
丸
瓦
は
蓮
華
文
の
ま
わ
り
に
唐

草
文
を
巡
ら
し
、
軒
平
瓦
に
は
唐
草
文
の
中
に「
花
文
か
も
ん

」を
三
つ
配

し
て
い
ま
す
。
当
時
の
瓦
と
し
て
は
、
た
い
へ
ん
美
し
く
繊
細
な
印

象
を
受
け
ま
す
。
新
羅
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
瓦
は
、
出

雲
国
分
寺
跡
の
ほ
か
、
安
来
や
す
ぎ

市
の
教
昊
寺

き
ょ
う
こ
う
じ

跡
、
浜
田
は
ま
だ

市
の
石
見
い
わ
み

国

分
寺
跡
な
ど
県
内
各
地
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

隠
岐
お

き

島
か
ら
は
も
う
一
種
類
、
違
う
雰
囲
気
の
瓦
が
見
ら
れ
ま

す
。
五
箇
ご

か

村
の
郡
廃
寺

こ
お
り
は
い
じ

に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
瓦
は
朝
鮮
半

島
高
句
麗

こ
う
く
り

の
影
響
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

新
羅
の
鐘
の
音

県
内
の
古
刹
こ
せ
つ（
古
い
お
寺
）が
所
蔵
す
る
銅
鐘
に
は
、
朝
鮮
半
島

の
新
羅
で
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
二
点
あ
り
ま
す
。

加
茂
か

も

町
光
明
寺

こ
う
み
ょ
う
じ

の
銅
鐘

ど
う
し
ょ
う
も
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
に
は
鐘か
ね

の
全
面

に
蓮
華
文
と
唐
草
文
、
吊つ

り
手
の
部
分
に
も
龍
の
彫
刻
が
彫
ら
れ

る
な
ど
、
多
く
の
装
飾
が
施
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鐘
の
最
大
の
特

徴
は
、
吊
り
手
の
横
に
あ
る
煙
突
状
の
筒
で
す
。
こ
の
筒
は
鐘
の

音
を
反
響
さ
せ
て
低
く
柔
ら
か
い
音
に
す
る
も
の
で
、
日
本
製
の

鐘
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

温
泉
津

ゆ

の

つ

町
高
野
寺

た
か
の
じ

の
銅
鐘
は
、
新
羅
の
鐘
と
同
様
の
美
し
い
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
吊
り
手
横
の
筒
は
見
え
ま
せ
ん
。
こ
の

鐘
は
高
麗
こ
う
ら
い

の
鐘
を
模
し
て
日
本
で
造
ら
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
お
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