
154

　
今
回
は
、
高
岡
に
あ
る
臨り

ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
の
古こ

さ
つ刹

法

雲
寺
で
出
土
し
た
室
町
時
代
の
瓦
と
、
そ
の

中
で
も
文
字
が
刻
ま
れ
た
珍
し
い
瓦
を
紹
介

し
ま
す
。

　
法
雲
寺
に
お
け
る
中
世
の
瓦
は
、
ほ
と
ん

ど
が
現
在
の
境
内
西
側
の
墓
地
周
辺
か
ら
出

土
し
て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
こ
の
付
近
に
中

世
の
瓦
葺
き
の
建
物
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

瓦
に
は
様
々
な
種
類
や
形
が
あ
り
ま
す
が
、

屋
根
の
先
端
部（
軒の

き
）に
使
う
瓦
は
最
も
近
く

師
を
敬
う
気
持
ち
～
法ほ

う
う
ん雲
寺じ

出
土
の
銘
瓦
か
ら
～

目
に
触
れ
や
す
い
た
め
、
文
様
を
つ
け
て
装

飾
し
ま
す
。
軒
先
の
瓦
は
丸
い
形
状
を
軒の

き
丸ま

る

瓦か
わ
ら、
横
に
平
た
い
形
状
を
軒の

き
平ひ

ら
瓦か

わ
らと
呼
び
ま

す
。
軒
丸
瓦
の
文
様
に
は
水
の
中
の
渦
巻
き

に
似
た
三み

つ
ど
も
え
も
ん

巴
文
、
軒
平
瓦
の
文
様
に
は
唐
草

を
上
下
に
対
照
的
に
配
置
し
た
唐か

ら
草く

さ
文も

ん
、
３

条
ま
た
は
４
条
の
波
文
様
を
左
右
に
数
点
配

置
し
た
波は

じ
ょ
う
も
ん

状
文
が
あ
り
ま
す
。

　
瓦
の
文
様
は
、
主
に
木
で
作
っ
た
型
を
瓦

の
粘
土
に
押
し
付
け
て
作
り
ま
す
。
型
は
何

十
、
何
百
と
同
じ
瓦
を
作
る
過
程
で
摩
滅
し

た
り
、
傷
が
つ
い
た
り
し
ま
す
。
こ
の
瓦
文

様
の
大
き
さ
と
、
跡
と
し
て
残
っ
た
摩
滅
や

傷
の
広
が
り
具
合
を
観
察
し
、
遠
隔
地
で
出

土
し
た
瓦
同
士
を
調
べ
ま
す
。
文
様
が
ぴ
っ

た
り
合
え
ば
同
じ
型
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
分

か
り
、
同
じ
型
作
り
で
も
傷
が
あ
れ
ば
長
年

使
わ
れ
た
型
で
作
っ
た
新
し
い
瓦
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

県
内
の
室
町
時
代
の
瓦
を
調
査
し
た
結

果
、
桜
川
市
の
松ま

つ

田だ

こ古
墳ふ

ん
ぐ
ん群

の
ほ
か
、
つ

く
ば
市
の
上う

え

野の

古ふ
る

屋や

敷し
き

遺い

跡せ
き

、
東
海
村
の

村む
ら
ま
つ
し
ら

松
白
根ね

遺い

跡せ
き

と
い
っ
た
大
規
模
な
集
落
遺

跡
か
ら
も
法
雲
寺
と
同
じ
型
作
り
の
瓦
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
型
の
摩
滅
具
合
か
ら
、
つ

く
ば
市
と
東
海
村
の
瓦
は
法
雲
寺
の
後
で
、

桜
川
市
の
瓦
は
法
雲
寺
の
前
に
作
ら
れ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
後
者
で
は
出
土
瓦
の

数
が
少
な
く
、
他
に
墓
地
な
ど
も
見
つ
か
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
集
落
に
伴
う
墓
地
に
伴

う
小
さ
な
お
堂
に
瓦
を
用
い
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
法
雲
寺
出
土
瓦
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き

資
料
に
、「
敬

け
い
し
た
て
ま
つ
る
奉
」と
軒
丸
瓦
の
文
様
の
裏

面
に
ヘ
ラ
で
文
字
を
書
い
た
瓦
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
瓦
に
文
字
を
刻
む
例
は
、
鎌
倉
時
代

か
ら
室
町
時
代
の
初
め
に
か
け
て
は
非
常
に

少
な
く
、
室
町
時
代
の
中
頃
か
ら
安
土
桃
山

時
代
に
か
け
て
急
激
に
増
加
し
ま
す
。
そ
の

多
く
は
、
瓦
作
り
の
職
人
が
自
分
の
姓
名
を

記
す
例
や
、
建
物
や
瓦
が
作
ら
れ
た
年
号
を

記
す
も
の
で
、
漢
字
と
か
な
文
字
を
併
用
し

て
い
ま
す
。
今
回
の
例
は「
敬
意
を
表
す
る
」

と
い
う
文
意
か
ら
、
自
分
よ
り
も
上
位
の
人

へ
の
感
謝
を
意
図
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
漢
文
的
な
読
み
方
や
文
字
の
書
き

▲法雲寺出土瓦（左上：波状文、右上：三巴文、下：唐草文）

▲「敬奉」銘瓦

▼「敬奉」瓦の表面(三巴文）

方
が
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
職
人
よ
り
も

僧
侶
の
手
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

法
雲
寺
は
、
復ふ

く
あ
ん
そ
う

庵
宗
己き

に
よ
っ
て
文ぶ

ん
な和

３
年（
１
３
５
３
）に
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た

正し
ょ
う
じ
ゅ
あ
ん

受
庵
を
改
め
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
復
庵

は
か
つ
て
中
国
天て

ん
も
く
さ
ん

目
山
で
修
行
し
た
時
の
師

の
中

ち
ゅ
う
ほ
ん
み
ん
ほ
ん

峰
明
本
和
尚
を
尊
敬
し
、
そ
の
法
を
継

い
で
法
雲
寺
の
第
１
世
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
瓦
は
法
雲
寺

が
創
建
さ
れ
た
時
に
作
ら
れ
た
瓦
で
、「
敬

し
奉
る
」対
象
は
中
峰
和
尚
、
刻
ん
だ
人
物

は
復
庵
和
尚
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
ま

す
。
寺
が
完
成
し
た
時
点
で
、
中
国
で
既
に

没
し
た
師
を
思
い
出
し
、
敬
う
気
持
ち
を
瓦

に
こ
め
て
建
物
に
用
い
た
。
そ
の
よ
う
な
気

持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
法
雲
寺
出
土
の
瓦
は
、
５
月
６
日
ま
で
開

催
中
の
テ
ー
マ
展「
古
代
の
む
ら
と
中
世
寺

院
」で
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
以
外

に
も
様
々
な
貴
重
な
発
見
例
や
出
土
資
料
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
お

運
び
く
だ
さ
い
。

問
上
高
津
貝
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