
ら「
隅す
み
で
ら寺
」
と
呼
ば
れ

た
飛
鳥
時
代
か
ら
続

く
海
龍
王
寺
は
、
奈

良
の
数
あ
る
お
寺
の

中
で
も
、
ひ
と
き
わ

古
い
歴
史
を
刻
ん
で

い
ま
す
。

玄げ
ん
ぼ
う昉
が
海
難
を
逃
れ
た
こ
と
か
ら

遣
唐
使
の
航
海
安
全
祈
願
の
寺
に

　

海
龍
王
寺
の
初
代
住
職
玄げ
ん
ぼ
う昉
は
、
住
職
に
な
る

以
前
の
七
三
四
年
に
唐
を
出
発
し
た
時
、
大
嵐
に

遭
遇
し
、
命
か
ら
が
ら
七
三
五
年
に
帰
国
し
ま
し

た
。
大
嵐
の
中
で
海
龍
王
経
を
唱
え
て
難
を
逃
れ

た
こ
と
か
ら
、
隅
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
寺
の
名
前

を
聖
武
天
皇
が
海
龍
王
寺
と
定
め
、
玄
昉
が
住

職
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

海
龍
王
寺
と
し
て
の
歴
史
を
歩
み
始
め
る

と
、
遣
唐
使
の
航
海
安
全
祈
願
や
宮
中
に
お
け
る

内な
い
ど
う
じ
ょ
う

道
場
で
の
仏
教
講
義
、
さ
ら
に
聖
武
天
皇
と
光

明
皇
后
の
た
め
に
祈
る
お
寺
と
し
て
栄
え
て
い
き

ま
し
た
。
ま
た
、
般
若
心
経
を
広
め
る
こ
と
が
熱

心
だ
っ
た
玄
昉
が
、
海
龍
王
寺
で
聖
武
天
皇
、
光

明
皇
后
と
、
朝
晩
、
般は
ん
に
ゃ若
心し
ん
き
ょ
う
経
を
唱
え
た
と
い
う

い
わ
れ
も
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
玄
昉
和
尚
が
唐
の
最
先
端
の
仏
教
を
持
ち
帰
っ

た
の
で
、
最
先
端
の
仏
教
が
こ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
も
栄
え
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
」

　

と
話
す
、
ご
住
職
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
入

り
都
が
平
安
京
に
遷う
つ

る
と
同
時
に
、
衰
退
し
て
い

っ
た
の
で
す
。

飛
鳥
時
代
は
隅す
み
で
ら寺

と
し
て
親
し
ま
れ

光
明
皇
后
に
よ
っ
て
創
建

　

平
城
京
の
東ひ
が
し
に
ぼ
う

二
坊
大お
お
じ路
に
位
置
す
る
海
龍
王
寺

の
山
門
は
、
幹
線
道
路
沿
い
に
建
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
門
を
く
ぐ
る
と
細
長
い
参
道
が
続
き
、
そ
こ

に
は
、
先
ほ
ど
ま
で
の
喧け
ん
そ
う騒
と
は
打
っ
て
変
わ
っ

た
凛り
ん

と
し
た
空
気
が
漂
た
だ
よっ
て
い
ま
す
。
右
手
に
土

と
瓦
で
造
ら
れ
た
築つ
い
じ
べ
い

地
塀
、
参
道
に
は
木
々
が
生

い
茂
り
、
こ
の
先
に
お
寺
が
あ
る
の
か
と
思
う
ほ

ど
の
静
け
さ
で
す
。
境
内
に
入
る
と
草
木
の
先
に

見
え
た
の
は
、
ひ
っ
そ
り
と
佇
た
た
ず
む
お
堂
。
そ
れ
が

国
指
定
重
要
文
化
財
・
西に
し
こ
ん
ど
う

金
堂
で
し
た
。

　

海
龍
王
寺
は
天
て
ん
ぴ
ょ
う平
三（
七
三
一
）
年
、
光
明
皇

后
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
飛あ
す
か鳥
時
代
か

ら
す
で
に
こ
の
地
に
お
寺
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
昭
和
四
十
年
に
発
掘
調
査
を
し
た
時
、

海
龍
王
寺
の
敷
地
か
ら
飛
鳥
時
代
の
瓦
や
建
物
の

柱
の
跡
が
出
て
き
た
そ
う
で
す
。

　
「
古
墳
な
ど
を
造
る
の
に
長
け
て
い
た
土は

じ

し
師
氏

の
氏う
じ
で
ら寺
で
は
な
か
っ
た
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
平
城
京
が
出
来
る
以
前
か
ら
こ
の
地
に

海
龍
王
寺
の
前
身
寺
院
が
あ
っ
た
の
で
す
」

　

と
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
ご
住
職
の
石い
し
か
わ川

重じ
ゅ
う
げ
ん
元
さ
ん
。
平
城
京
の
東
北
隅
に
あ
っ
た
こ
と
か

鎌
倉
時
代
仏
教
芸
術
の
粋
を
集
め
た

精
緻
な
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像

　

鎌
倉
時
代
に
入
り
、
真し
ん
ご
ん言
律り
つ
し
ゅ
う
宗
を
興
し
た
興
こ
う
し
ょ
う正

菩ぼ
さ
つ薩
叡え
い
そ
ん尊
が
住
職
に
な
る
と
、
海
龍
王
寺
は
再
び

栄
え
て
い
き
ま
す
。
興
正
菩
薩
叡
尊
は
、
戒か
い
り
つ律
の

道
場
や
教
き
ょ
う
が
く学の
研け
ん
さ
ん鑽
を
す
る
場
所
と
し
て
人
を
集

め
た
だ
け
で
な
く
、
仏
像
や
建
物
の
復
興
に
も
力

を
注
ぎ
ま
し
た
。

　

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ご
本
尊
の

十じ
ゅ
う
い
ち
め
ん
か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ
り
つ
ぞ
う

一
面
観
音
菩
薩
立
像
も
、
叡
尊
に
よ
る
復
興
の

中
で
造ぞ
う
り
ゅ
う立
さ
れ
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
末
期
に
造

ら
れ
た
も
の
で
、
昭
和
二
十
八
年
ま
で
は
秘ひ
ぶ
つ仏
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
後
世
に
な
り
一
部
修
復
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
ほ
ぼ
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
状
態
を
保
っ

て
い
ま
す
。
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
立

像
で
す
が
、
腰
か
ら
下
の
衣
は
金
箔
を
線
に
し
た

截き
り
が
ね金
の
技
法
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
い
、
銅
製
の
頭
と
う
し
ょ
く飾

や
装
身
具
に
は
鍍と
き
ん金
を
施
し
、
垂
飾
り
は
瓔よ
う
ら
く珞
や

小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
で
綴つ
ず

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
精

緻
な
細
工
は
、
ま
さ
に
鎌
倉
時
代
の
仏
教
芸
術
の

粋
を
集
め
た
仏
像
と
言
え
ま
す
。

　
「
十
一
面
観
音
様
の
前
に
立
た
せ
て
頂
く
と
、

七
百
年
前
に
こ
の
よ
う
な
仏
像
を
造
ろ
う
と
思

わ
れ
た
方
の
感
性
の
豊
か
さ
を
い
つ
も
感
じ
ま
す
。

拝
観
さ
れ
る
皆
様
も
、
お
厨ず

し子
の
前
ま
で
進
ん
で

截
金
や
装
身
具
の
状
態
を
見
な
が
ら
拝
ん
で
頂
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
撮
影
は
ご
遠
慮
頂
い
て
い
ま
す
。
自
分

一
人
ぐ
ら
い
い
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
ピ
ン
ト
を
合
わ
す
光
が
当
た
る
だ
け
で

も
仏
様
に
は
ダ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
今
の
綺
麗

な
状
態
を
後
世
に
残
し
て
い
く
た
め
に
も
、
皆
様

も
協
力
し
て
拝
観
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

　

鎌
倉
時
代
か
ら
の
歴
史
を
刻
む
貴
重
な
仏
像

を
後
世
に
残
す
義
務
が
現
代
人
に
は
あ
る
、
と
石

川
住
職
は
熱
く
語
り
ま
す
。

　

奈
良
時
代
前
期
に
造
ら
れ
た
国
宝
・
五ご
じ
ゅ
う重
小し
ょ
う
と
う
塔
、

そ
れ
を
納
め
て
い
る
重
要
文
化
財
の
西に
し
こ
ん
ど
う

金
堂
、

文も
ん
じ
ゅ殊
菩ぼ
さ
つ
ぞ
う

薩
像
な
ど
も
叡
尊
に
よ
っ
て
解
体
修
理
や

新
た
な
造
立
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

幾
度
も
の
動
乱
の
時
代
を
経
て

奇
跡
的
に
残
っ
た
建
造
物

　

鎌
倉
時
代
に
栄
え
た
海
龍
王
寺
は
、
室
町
時

代
の
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
、
再
び
荒
廃
し
ま
す
。

　
「
こ
の
お
寺
が
陣
屋
代
わ
り
に
な
っ
た
こ
と
で
、

教
典
な
ど
も
引
き
裂
か
れ
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま

い
、
そ
こ
か
ら
お
寺
は
荒
廃
の
一
途
を
た
ど
っ
た

そ
う
で
す
」

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
徳
川
幕
府
か
ら
知ち
ぎ
ょ
う行
百

石
を
受
け
、
海
龍
王
寺
は
再
び
復
興
し
ま
す
。
こ

の
時
期
に
修
復
さ
れ
た
建
造
物
な
ど
も
多
く
、
本

堂
も
そ
の
時
期
に
修
復
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
明
治
時
代
に
廃は
い
ぶ
つ仏
毀き
し
ゃ
く釈
と
な
り
、
海

龍
王
寺
も
他
の
お
寺
同
様
に
大
き
な
打
撃
を
受

け
ま
し
た
。
創
建
当
時
は
西
金
堂
と
同
様
に
、

東ひ
が
し
こ
ん
ど
う

金
堂
に
も
五
重
小
塔
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
東
金
堂
と
五
重
小
塔
は
廃は
い
ぶ
つ仏
毀き
し
ゃ
く釈
の
時

に
喪
失
し
て
い
ま
す
。

　
「
私
の
祖
父
が
海
龍
王
寺
の
住
職
と
し
て
昭
和

二
十
八
年
に
来
た
と
き
は
、
お
寺
は
か
な
り
荒
れ

て
い
た
そ
う
で
す
。
本
堂
な
ど
も
雨
漏
り
が
し
た

の
で
、
祖
父
自
ら
屋
根
に
上
っ
て
瓦
の
修
理
を
し

た
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

祖
父
の
時
代
に
西
金
堂
や
経き
ょ
う
ぞ
う蔵
の
解
体
修
理

を
実
施
し
、
防
災
設
備
の
工
事
を
行
な
い
ま
し
た
。

こ
の
お
寺
は
様
々
な
時
代
の
波
に
呑
ま
れ
て
き
ま

し
た
が
、
奈
良
時
代
の
建
物
が
残
っ
て
い
る
の
は

奇
跡
的
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

　

五
重
小
塔
と
西
金
堂
は
、
今
で
は
平
城
宮
の
中

に
残
っ
て
い
る
奈
良
時
代
の
唯
一
の
建
造
物
な
の
で
、

厳
重
に
守
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
」

　

と
ご
住
職
は
、
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

海龍王寺山門（市・文）と十一面観音菩薩立像（国・重文）

五重小塔が納めてある西金堂

五重小塔（国宝）

前
号
の
特
集
で
取
材
し
た
薬
師
寺
の
大
谷
徹
奘
様
に
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
、
今
号
は
幾
多
の

時
代
や
戦
乱
の
波
に
呑
ま
れ
な
が
ら
も
、
奈
良
時
代
の
面
影
を
色
濃
く
残
す
、
歴
史
あ
る
古こ

刹さ
つ

・
海
龍
王
寺
を
訪
ね
ま
し
た
。

経堂（国・重文）

十一面観音菩薩立像 ( 左 )。通常は、幕を下ろしてある（右）。

境内、左：西金堂（国・重文）、右：本堂（市・文）文殊菩薩像（国・重文）石川重元住職

＊（国・重文）＝国指定重要文化財、（市・文）＝奈良市指定文化財

参道

海
龍
王
寺

特
集
・
お
寺
巡
り
の
旅
❷

か

い

り

ゅ

う

お

う
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隅寺心経（市・文）


