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どのはし。あきお 1948

年、宮山県生まれ。神戸大

学教授。日本・東洋古代美術

史。著書に『仏教美術史論』、

共著に『列島の古代史5専

門技能と技術』など。

招提寺■扉の購隷漏叢鞠

｀
唐招提寺金堂の扉に取 り付け られていた金具の
下か ら姿を現 した創建当時の宝相華の彩色文様

『七
大
寺
巡
礼
私
記
』
か
ら
知
ら
れ
て
い

た
。

そ
の

用
述
か
ら
、

唐
招

耀
寺
の
外
の

扉
に
あ
る
蓮
を
図
案
化
し
た
蛮
絵
は
特
記

さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

の
蛮
絵
」
す
な
わ
ち
宝
相
華
支
様
は
、

唐

招
提
寺
の
大
き
な
特
色
で
あ

っ
た
こ
と
に

な
る
。

朱
塗
り
の
扉
に
大
き
な
宝
相
華
支

が
ぴ

っ
し
り
と
描
か
れ
る
様
は
、

戒
往
の

寒
、

す
べ
て
の
庫
に
は
当
初
か
ら
２
種
類

の
宝
相
華
が
１
段
ず
つ
交
互
に
鵜
か
れ
て

い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。

し
か
し
、

残

念
な
が
ら
長
年
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た

正
面
扉
の
ゆ
え
か
彩
色
の
残
る
も
の
は
な

く
、

創
建
時
の
彩
色
復
原
は
困
難
で
あ

っ

た
。当

初
か
ら
扉
に
彩
色
支
様
が
あ

っ
た
こ

と
は
、

平
安
時
代
後
期
の
大
江
親
通
が
、

南
部
首
寺
巡
礼
し
た
時
の
著
述
で
あ
る

奈
良
時
代
の
寺
院
の
堂
塔
の
、

し
か
も

正
面
外
側
の
醇
に
お
い
て
は
、

彩
色
支
様

が

一
般
的
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

唐
招

提
寺
よ
り
古
い
東
大
寺
大
仏
殿
正
面
の
朱

塗
り
の
扉
に
は
彩
色
支
様
は
な
い
。

そ
れ

は
、

平
安
時
代
末
に
兵
火
に
よ

っ
て
焼
亡

す
る
前
の
大
仏
殿
を
描
い
た
と
さ
れ
る

『
信
景
山
縁
起
絵
巻
』
に
鵜
か
れ
て
い
る

の
で
明
ら
か
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、

正
面
扉
の
大
き
な
「
蓮

寺
と
し
て
知
ら
れ
る
質
素
な
イ
メ
ー
ジ
と

は
大
き
く
異
な
り
、

療
壮

・
華
麗
な
外
観

で
あ

っ
た
。

宝
相
華
支
と
は
、

蓮
華
文
を
中
心
に
唐

草
支
と
組
み
合
わ
せ
て
大
き
な
団
花
文
を

形
成
し
た
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
植
物

で
、

想
像
上
の
装
飾
支
様
で
あ
る
。

中
国

唐
代
に
お
い
て
発
展
し
、

や
が
て
日
本
で

も
奈
良
時
代
に
大
い
に
流
行
し
た
。

し
か

も
そ
の
彩
色
は
西
域
風
な
経
綱
や
、

寒
色

系
の
青
や
緑
、

そ
し
て
暖
色
系
の
赤
に
黄

（種
）
、

な
い
し
は
紫
を
組
み
合
わ
せ
た

色
彩
対
比
豊
か
な
豪
華

・
華
麗
な
支
様

で
、

正
倉
院
宝
物
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

新
た
に
発
見
さ
れ
た
扉
上
部
の
彩
色
支

様
は
、

大
山
氏
が
明
ら
か
に
し
た
２
種
類

の
宝
相
華
支
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
て
お

り
、

そ
の
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

扉
に
大

き
く
描
か
れ
た
２
種
類
の
支
様
は
宝
相
華

を
平
面
的
に
捉
え
て
お
り
、

奈
良
時
代
末

期
の
傾
向
が
強
い
。

し
か
し
、

今
回
の
宝

相
華
支
は
大
き
さ
も
小
さ
く
、

葉
が
う
ね

り
、

や
や
立
体
感
の
あ
る
異
種
な
支
様
で
、

む
し
ろ
奈
良
時
代
盛
期

（中
期
）
の
正
倉

院
宝
物
な
ど
に
近
い
。

色
の
組
み
合
わ
せ

も
、

明
度
の
高
い
華
麗
な
色
彩
対
比
で
、

盛
期
の
特
徴
を
示
し

て
お
佑

し。

じ

官
営
工
房
で
あ
る
造
東
大
寺
司
で
は
、

東
大
寺
大
仏
殿
の
造
営
や
他
の
官
立
寺
院

の
造
営
に
多
く
の
工
人
や
画
師
を
大
動
員

し
て
、

堂
塔
内
の
彩
色
に
当
た
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

官
立
寺
院

で
は
な
い
唐
招
提
寺
の
造
営
に
関
し
て
は

不
明
な
点
が
多
い
。

金
堂
は
、

鑑
真

（６
８
８
？
～
７
６
３

年
）
の
在
世
時
に
す
で
に
あ

っ
た
と
い
う

見
解
も
あ
る
が
、

多
く
は
奈
良
時
代
末
か

ら
平
安
時
代
初
め
と
す
る
。

鑑
真
の
在
世

時
の
特
徴
を
示
す
彩
色
支
様
が
発
見
さ
れ

た
が
、

こ
れ
は
必
ず
し
も
金
堂
の
建
立
時

期
を
早
め
る
も
の
で
は
な
い
。

鑑
票
は
中

国
か
ら
日
本
に
来
朝
し
た
時

（
７
５
４

年
）
、

多
く
の
弟
子
や
二
人
を
伴

っ
て
き

た
。

彼
ら
が
鑑
真
の
死
後
、

師
の
故
郷
揚

州
の
寺
院
を
再
現
す
べ
く
独
自
の
努
力
を

傾
け
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

極
彩
色

イ
メ
ー
ジ
覆
す

平
成
１０
年
か
ら
始
ま

っ
た
奈

″

良
市

・
唐
招
提
寺

↑

５
９
年

創
建
）
の
金
堂
解
体
修
理
が
佳

境
を
迎
え
る
中
、

鷲
く
べ
き
ニ
ュ
ー
ス
が

飛
び
込
ん
で
き
た
。

金
堂
正
面
に
取
り
付

け
て
あ
っ
た
５
枚
の
扉
の
う
ち
、

両
端
に

あ
る
扉
の
上
部
の
金
具
を
は
ず
し
た
と
こ

ろ
、

そ
の
下
か
ら
創
建
当
初
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
彩
色
文
様
が
発
見
さ
れ
た
の

だ
。

　

　

　

　

　

　

に

い

色
鮮
や
か
な
朱
色
、

橙

色
を
里
す
る

発
色
の
よ
い
丹
、

や
や
赤
紫
色
を
帯
び
た

ベ
ン
ガ
ラ
と
思
わ
れ
る
瑞
廓
練

、
顔
料
の

粒
子
も
き
れ
い
な
緑
青
、

経
綱

（同
じ
色

の
濃
鞍
乾
嘱
状
に
繰
り
返
す
彩
色
法
）
を

な
お
宝
相
華
の
葉
な
ど
、

そ
の
鮮
や
か
さ

は
舷
し
い
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

金
堂
内
の
天
丼
板
な
ど
に
残

っ
て
い
た

唐
草
や
宝
相
華
の
彩
色
支
様
は
わ
ず
か
で

あ
り
、

そ
の
保
存
と
彩
色
復
原
に
は
苦
心

し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、

解
体
修
理
に
あ
た

っ
て
、

当
初
の
彩
色
顔

料
の
発
見
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
た
だ

け
に
、

関
係
者
の
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
あ

ろ
う
。

銑

厳

藁

諜

禁

知
諭

機

動

（丸
い
花
の
文
様
）
の
風
食
跡
に
斜
光
線

を
あ
て
て
、

忍
耐
強
く
ト
レ
ー
ス
し
た
結


