
長
安
の
都
で
遺
跡
巡
り 

仏
教
考
古
学
か
ら 

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
研
究
へ

篠
原
先
生
は
高
校
卒
業
後
に
中
国
へ
語

学
留
学
を
し
た
。
留
学
先
の
遼
寧
省
大
連

市
は
日
本
の
近
現
代
史
と
も
深
く
か
か
わ

る
都
市
で
、
市
内
に
は
旧
大
連
ヤ
マ
ト
ホ

テ
ル
（
現
・
大
連
賓
館
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
た
環
境
下
で
留
学
生
仲
間
や
言
葉

の
練
習
相
手
と
な
っ
て
く
れ
た
中
国
人
学

生
達
と
過
ご
す
う
ち
に
、「
歴
史
的
に
も
の

を
見
る
」
姿
勢
が
身
に
つ
い
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
。

留
学
中
、い
わ
ゆ
る
「
留
用
者
」
の
方
々

と
一
緒
に
彼
ら
が
働
い
て
い
た
炭
鉱
な
ど

を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
彼
ら
か
ら
戦

中
・
戦
後
の
話
を
詳
し
く
聞
き
、
ま
た
日

本
人
留
用
者
と
中
国
側
関
係
者
た
ち
と
が

と
て
も
親
し
げ
に
当
時
の
苦
労
話
に
花
を

咲
か
せ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た

経
験
か
ら
、
歴
史
と
は
本
の
中
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
単
な
る
記
録
で
は

な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き

る
現
在
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
ま
た

同
時
に
歴
史
の
複
雑
さ
を
考

え
さ
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
歴
史

の
勉
強
を
志
す
き
っ
か
け
と

な
り
、
そ
の
後
の
研
究
の
大

き
な
糧
と
も
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

西
北
大
学
に
入
学
し
た
当
初
、
中
国
の

歴
史
を
学
ぶ
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
。

「
一
年
次
は
考
古
学
と
歴
史
学
の
講
義

は
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
、
両
方
受
け
て

み
た
ら
ど
う
か
と
勧
め
ら
れ
た
の
で
す
。

す
る
と
考
古
学
の
講
義
が
面
白
く
て
、
考

古
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

西
安
市
に
は
新
石
器
時
代
か
ら
明
清
時
代

ま
で
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
時
代
の
遺
跡
が
あ

り
、
講
義
で
出
て
く
る
遺
跡
も
す
ぐ
近
く

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
学
時
代
は
毎
週

末
に
同
級
生
た
ち
と
遺
跡
巡
り
を
し
て
過

ご
し
て
い
ま
し
た
」
と
振
り
返
る
。

在
学
中
、西
安
市
内
で
再
開
発
が
進
み
、

そ
れ
に
伴
っ
て
発
掘
調
査
が
至
る
と
こ
ろ

で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
工
事
現
場
で

は
漢
の
陶
片
、
唐
の
瓦
当
、
宋
や
金
の
磁

器
片
な
ど
が
よ
く
落
ち
て
い
た
。
西
北
大

学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
唐
代
長
安
城
の
太
平

坊
に
あ
り
、
留
学
生
の
宿
舎
の
下
に
は
実

際
寺
と
い
う
仏
教
寺
院
遺
跡
が
埋
ま
っ
て

高
校
時
代
に
第
２
外
国
語
と
し
て
中
国
語
を
専
攻
。

夏
休
み
に
日
本
モ
ン
ゴ
ル
親
善
協
会
主
催
の
モ
ン
ゴ
ル
旅
行
に
参
加
し
、

大
草
原
が
広
が
る
光
景
に
心
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
篠
原
典
生
先
生
。

大
陸
へ
の
興
味
か
ら
、高
校
卒
業
後
は
中
国
・
大
連
に
語
学
留
学
。

そ
の
後
自
力
で
入
学
願
書
を
書
く
な
ど
苦
労
し
つ
つ
、

い
く
つ
か
の
大
学
に
留
学
を
申
請
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
西
安
市
の
西
北
大
学
に
留
学
。

西
安
市
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
起
点
と
も
い
わ
れ
る
長
安
の
都
で
あ
る
。

多
く
の
歴
史
遺
産
が
点
在
す
る
環
境
の
中
で
学
ん
だ
こ
と
が

考
古
学
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
第
一
歩
と
な
っ
た
。

語
学
留
学
か
ら
始
ま
っ
た

中
国
で
の
研
究
者
生
活
。

仏
教
考
古
学
か
ら
東
西
文
化
交
流
史
へ
と

研
究
の
裾
野
を
広
げ

そ
の
研
究
成
果
で

異
文
化
文
化
理
解
の
礎
を
築
く

篠 原 典 生 助 教

新疆ウイグル自治区にて。

総 合 政 策 学 部



い
た
と
い
う
。

当
時
は
日
本
と
の
学
術
交
流
も
盛
ん

で
、
考
古
学
や
美
術
史
の
研
究
者
も
多
く

研
究
に
訪
れ
て
い
た
。
通
訳
な
ど
の
お
手

伝
い
で
調
査
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
く
機

会
も
あ
り
、
学
生
個
人
で
は
あ
ま
り
行
け

な
い
よ
う
な
遺
跡
の
調
査
に
も
参
加
で

き
、
当
時
最
先
端
の
機
器
を
使
っ
た
調
査

方
法
や
著
名
な
学
者
達
の
調
査
の
様
子
を

近
く
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
本
当
に

幸
運
だ
っ
た
。

北
京
大
学
大
学
院
で
は
、
馬
世
長
教
授

の
も
と
で
仏
教
考
古
学
を
学
ん
だ
。
河
北

省
南
響
堂
山
石
窟
に
１
年
近
く
住
み
込

み
、
石
窟
遺
跡
の
記
録
・
調
査
方
法
の
基

礎
を
叩
き
込
ま
れ
た
。
現
在
で
は
石
窟
の

調
査
記
録
に
も
３
Ｄ
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
ン

な
ど
の
先
端
技
術
が
応
用
さ
れ
て
便
利
に

な
っ
た
が
、
当
時
は
方
眼
紙
と
鉛
筆
な
ど

を
駆
使
し
て
の
記
録
調
査
だ
っ
た
。
し
か

し
好
き
な
だ
け
時
間
を
か
け
て
対
象
物
と

向
き
合
え
た
こ
の
響
堂
山
調
査
は
非
常
に

貴
重
で
幸
せ
な
経
験
で
あ
っ
た
。

博
士
課
程
で
は
、「
中
国
仏
教
は
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
が
融
合
し
た
複
合
文
化
で
あ

り
、
仏
教
遺
跡
だ
け
を
見
て
い
て
も
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
教
え
に
従

い
、
東
西
文
化
交
流
考
古
学
の
教
鞭
を

執
っ
て
い
た
林
梅
村
教
授
の
門
を
叩 

い
た
。

「
林
先
生
か
ら
は
仏
教
考
古
学
に
軸
足

を
置
き
つ
つ
、
多
方
面
か
ら
観
察
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
講
義
の
後
に
は
ほ
ぼ
毎
回
食
事
に
連

れ
て
行
っ
て
い
た
だ
き
、
林
梅
村
先
生
門

下
の
学
生
同
士
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ

い
て
議
論
し
あ
っ
た
の
は
と
て
も
良
い
思

い
出
と
な
っ
て
い
ま
す
」

東
西
文
化
交
流
史
に
お
い
て
中
心
と
な

る
の
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
あ
る
。
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
に
魅
力
を
感
じ
、
そ
の
後
も
多

く
の
遺
跡
調
査
に
携
わ
っ
た
。

「
や
は
り
外
に
出
て
、
い
ろ
い
ろ
と
見

て
歩
け
る
の
が
考
古
学
の
一
番
の
魅
力
で

す
ね
。
考
古
学
の
調
査
は
多
く
の
人
が
参

加
す
る
チ
ー
ム
プ
レ
ー
な
の
で
、
い
ろ
い

ろ
な
人
と
ず
っ
と
一
緒
に
過
ご
し
、
同
じ

釜
の
飯
を
食
べ
て
キ
ャ
ン
プ
の
よ
う
な
楽

し
さ
が
あ
り
ま
す
」

篠
原
先
生
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
研
究
は
、

西北大学文博学院歴史学部考古学科卒業。北京
大学考古文博学院仏教考古学専攻修士課程修

了、中外文化交流考古学専攻博士課程修了。中央民族大学民族学・社会学学院考古文博学部外籍教
師、ロンドン大学考古学研究所研究員などを経て、2020 年より中央大学総合政策学部助教。専門
は中国考古学、仏教考古学、東西文化交流史。著書、翻訳書に『西天伽藍記』（蘭州大学出版社、
2013。中国語）、石松日奈子著『北魏仏教造像史研究』（文物出版社、2012。中国語）、中国社会
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中
国
か
ら
出
発
し
、
東
か
ら
西
へ
と
移
動

し
、
西
欧
に
た
ど
り
着
く
ス
タ
イ
ル
だ
っ

た
。「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
特
に
ど
の
地
方
に

興
味
を
持
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ど
こ
も
興
味
深
い
で
す
ね
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
と
き
も
、
こ
れ
は
中
国

で
見
た
も
の
と
似
て
い
る
な
と
感
じ
る
こ

と
も
多
か
っ
た
し
、
文
化
の
影
響
の
痕
跡

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
面
白
い
と
こ

ろ
で
す
」

現
在
、
研
究
者
と
し
て
重
点
を
置
い
て

取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
山
西
省
の
建
築

壁
画
を
は
じ
め
、
明
清
時
代
の
民
間
宗
教

遺
跡
の
調
査
研
究
だ
と
い
う
。

「
仏
教
寺
院
や
道
教
寺
院
な
ど
で
学
ば

れ
る
よ
う
な
体
系
的
な
宗
教
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
や
思
想
、
民
間
伝
承
の

エ
ッ
セ
ン
ス
を
煮
詰
め
た
よ
う
な
民
間
宗

教
に
こ
そ
生
活
者
の
真
の
願
い
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
」

現
在
、
こ
う
し
た
民
間
宗
教
遺
跡
は
都

市
開
発
や
近
代
化
の
影
響
に
よ
っ
て
、
取

り
壊
し
が
進
ん
で
お
り
、
減
少
し
て
い
る

の
が
実
情
だ
と
い
う
。
遺
跡
の
保
護
に
つ

い
て
も
現
状
を
調
査
し
て
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
重
要
だ
と
篠
原
先
生
は
述
べ
る
。

異
文
化
理
解
の
た
め
に
も 

考
古
学
を
学
ぶ
意
義
は 

少
な
く
な
い

現
代
に
生
き
る
我
々
が
考
古
学
を
学
ぶ

意
義
に
つ
い
て
、
篠
原
先
生
は
次
の
よ
う

に
語
る
。

「
考
古
学
は
土
器
や
瓦
な
ど
、
ど
こ
に

で
も
あ
っ
て
誰
も
が
必
要
と
し
て
い
る

〝
モ
ノ
〟
を
主
要
な
研
究
対
象
と
し
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
も
の
の

中
に
価
値
を
見
出
し
、
歴
史
の
中
に
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

考
古
学
は
、
歴
史
の
表

舞
台
に
は
あ
ま
り
出
て

こ
な
い
、
し
か
し
人
類

の
歴
史
を
し
っ
か
り
と

支
え
て
い
る
普
通
の

人
々
の
姿
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。

現
在
は
重
要
な
考
古

学
遺
跡
が
世
界
遺
産
に

登
録
さ
れ
る
な
ど
し
て
お
り
、
多
く
の

人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
遺
跡
を
ど
の
よ
う
に
活

用
し
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
の
か
も

大
き
な
課
題
で
す
」

一
つ
ひ
と
つ
は
歴
史
の
断
片
に
過
ぎ
な

い
文
物
で
あ
っ
て
も
、そ
れ
を
拾
い
上
げ
、

人
類
が
営
ん
で
き
た
歴
史
を
紡
い
で
い
く

と
い
う
作
業
は
、
大
き
な
意
義
を
持
つ
。

そ
う
し
た
長
い
歴
史
を
経
て
き
た
文
物
を

後
世
に
残
し
て
い
く
こ
と
は
、
現
代
に
生

き
る
我
々
の
責
務
な
の
だ
。

ま
た
、
日
本
は
そ
の
国
の
成
り
立
ち
か

ら
中
国
大
陸
と
深
く
関
わ
り
、
文
化
的
、

政
治
的
な
影
響
を
受
け
て
き
た
経
緯
が
あ

る
。
現
在
、
国
際
的
に
も
中
国
の
存
在
感

河南省の龍門石窟・賓陽中洞にて。北魏の時代に造営されたもので、� �
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が
増
し
て
き
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
中
国
と
関
わ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き

て
い
る
。

「
今
の
中
国
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た

め
に
も
、
中
国
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
肝

心
で
す
。
考
古
学
は
文
献
に
は
書
か
れ
な

か
っ
た
歴
史
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
、

よ
り
立
体
的
な
歴
史
像
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
異
文
化
交
流
は
現
代
特
有
の
問

題
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
の
中
で
常
に
行

わ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
文
化
交
流
の
歴

史
を
知
る
こ
と
は
、
他
者
と
う
ま
く
付
き

合
う
た
め
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
」
と
、
異
文
化
理
解
に
も
考
古
学
が

果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
語
る
。

そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
留
学
経
験
や

発
掘
調
査
な
ど
で
、
多
く
の
外
国
人
と
接

し
て
き
た
篠
原
先
生
は
、
異
文
化
理
解
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
力
説
す
る
。

「〝
私
の
常
識
は
か

れ
ら
の
非
常
識
〟
と

い
う
こ
と
は
絶
対
に

理
解
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
自
分
が
生
き
て

き
た
文
化
的
背
景
と

い
う
も
の
も
、
歴
史

的
な
流
れ
の
中
に
あ

る
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
理
解
し
て
い
れ

ば
、
相
手
か
ら
指
摘

さ
れ
た
こ
と
で
理
解

で
き
な
い
こ
と
で

も
、
そ
の
存
在
そ
の

も
の
を
否
定
し
て
は

い
け
な
い
。
相
手
の
言
う
こ
と
を
何
で
も

か
ん
で
も
受
け
入
れ
る
の
は
難
し
い
と
思

う
の
で
す
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の

が
存
在
す
る
の
は
当
然
だ
し
、
ど
こ
ま
で

受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
の
を
、
交
渉

し
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。

お
互
い
違
っ
て
当
然
と
い
う
い
う
前
提

か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」高

校
生
の
皆
さ
ん
へ

大
学
生
は
研
究
者
の
卵
で

す
。
そ
の
卵
か
ら
何
が
孵
る

か
は
、
大
学
４
年
間
で
ど
の

よ
う
な
栄
養
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い

ま
す
。
な
り
た
い
自
分
の
明

確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
れ
ば
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
向
か
っ
て

進
ん
で
く
だ
さ
い
。
明
確
な

ビ
ジ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
、
と

に
か
く
何
で
も
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

総
合
政
策
学
部
に
は
各
分

野
で
活
躍
し
て
い
る
研
究
者
が
そ
ろ
っ
て

お
り
、
多
く
の
選
択
肢
を
用
意
し
て
い
ま

す
。
道
は
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず

あ
な
た
に
合
っ
た
道
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

大
学
生
に
な
っ
た
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
、
主
体
的
な
学
び

の
姿
勢
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
自
分
の
目
で
見
て
、
自
分
の
頭
で
考

え
て
、
自
分
の
足
で
歩
け
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
、
そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て
何
よ

り
も
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ロンドンの大英博物館。世界最大ともいわれる博物館であり、� �
洋の東西を問わず数多くの文化財を収蔵展示している。

古建築調査。


