
     

一 

は
じ
め
に 

今
春
、
大
阪
市
立
博
物
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
特
別
展
で
数
十
点
の
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
が
一
堂

に
会
し
た
姿
は
壮
観
で
あ
っ
た
。
で
は
、
ど
の
よ

う
な
ジ
ャ
ン
ル
を
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
と
称
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
難
波
田
徹
氏
は
、
こ
れ
を
「
礼

拝
を
目
的
と
し
て
制
作
さ
れ
、
風
俗
画
的
、
説
話

画
的
な
要
素
を
多
分
に
も
り
こ
ん
だ
曼
荼
羅
図
を

総
称
す
る
概
念
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）
。 

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
」

と
い
う
こ
と
ば
は
こ
れ
ら
の
作
成
さ
れ
た
中
世
末

当
時
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昭
和

43
年
に
開
か
れ
た
京
都
国
立
博
物
館
の
「
古
絵

図
」
特
別
展
に
際
し
て
、
先
述
の
よ
う
な
概
念
規

定
に
も
と
づ
い
て
発
案
さ
れ
た
学
術
用
語
で
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
（
注
２
）
。 

参
詣
曼
荼
羅
の
研
究
自
体
も
こ
の
特
別
展
を
契

機
に
活
性
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開

に
つ
い
て
は
以
下
で
述
べ
た
い
。 

     

二 

参
詣
曼
荼
羅
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

古
絵
図
に
関
す
る
研
究
は
ど
う
し
て
も
実
物
を

眼
前
に
し
て
熟
覧
し
た
上
で
な
け
れ
ば
立
論
し
が

た
い
と
い
う
側
面
が
存
在
す
る
。
そ
の
点
か
ら
も

「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
図
」
と
い
う
一
群
の
古
絵
図

が
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
展
観
さ
れ
た
京
都
国

立
博
物
館
の
特
別
展
は
、
ま
さ
に
研
究
史
上
の
出

発
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
別
展
の
展
示
に
関
わ
ら

れ
た
故
景
山
春
樹
・
武
田
恒
夫
・
難
波
田
徹
の
三

氏
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
参
詣
曼
荼
羅
研
究
が
進

展
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
注
３
）
。 

そ
の
参
詣
曼
荼
羅
研
究
が
、
近
年
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

多
様
化
す
る
傾
向
を
み
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
流
れ
を
国
文
学
・
歴
史
学
・
地
理
学
と
い
う

三
つ
に
整
理
し
て
概
観
し
て
み
よ
う
。 

ま
ず
、
国
文
学
の
分
野
に
お
い
て
は
絵
解
き
研

究
の
一
環
と
し
て
参
詣
曼
荼
羅
研
究
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
林
雅
彦
氏
の
立
山
曼
荼
羅
研
究
は
こ
の

分
野
に
お
け
る
先
駆
的
業
績
で
あ
る
（
注
４
）
。
ま
た
、

近
年
、
徳
田
和
夫
氏
は
、
多
賀
社
、
清
水
寺
等
の

各
地
の
参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
縁
起
・
霊
験
譚
の
読

解
を
続
け
ら
れ
て
い
る
（
注
５
）
。 

た
だ
、
国
文
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
縁
起

や
伝
承
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
参
詣
曼
荼
羅
を
読
解

す
る
と
い
う
形
を
と
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
文
章

と
絵
と
の
対
応
関
係
の
考
察
に
終
始
し
が
ち
で
あ

り
、
黒
田
日
出
男
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
（
注
６
）
、

絵
そ
の
も
の
の
分
析
は
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。 

ま
た
、
口
承
文
芸
と
い
う
絵
解
き
の
性
格
上
、

時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
刻
々
と
絵
解
き
の
内
容
が

変
化
し
て
い
く
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
テ
キ
ス
ト
と
絵
図
と
の
同
時
代
性
の
考
証
が

不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
し
、
さ
ら
に
、
参
詣
曼
荼

羅
の
制
作
主
体
（
依
頼
者
）、
絵
師
、絵
解
き
法
師
、

絵
解
き
の
享
受
者
の
四
者
の
相
互
関
係
も
従
来
は

十
分
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
今
後
は

こ
れ
ら
の
関
係
を
整
理
し
な
が
ら
参
詣
曼
荼
羅
研

究
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
参
詣
曼
荼
羅
の
画
面
の
中
に
文
字

注
記
や
貼
り
紙
が
存
在
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
み

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
読
解
に
際
し
て
有
力
な
手
が

参
詣
曼
荼
羅
の
読
図
に
向
け
て 

岩
鼻
通
明 



か
り
と
な
る
が
、
逆
に
注
意
す
べ
き
点
も
多
い
。 

ま
ず
、
文
字
注
記
が
繁
雑
に
み
ら
れ
る
参
詣
曼

荼
羅
は
制
作
年
代
の
下
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
絵
解
き
の
衰
退
を
示
唆
す
る
現

象
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
口

伝
で
は
絵
解
き
が
継
承
で
き
な
く
な
り
、
や
む
な

く
画
中
に
文
字
を
記
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。 

一
方
、
文
字
注
記
や
貼
り
紙
が
参
詣
曼
荼
羅
の

制
作
当
時
で
は
な
く
、
後
世
に
追
筆
さ
れ
た
と
い

う
可
能
性
も
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
は
特
に
、
当

初
の
制
作
者
の
意
図
が
追
加
さ
れ
た
文
字
注
記
や

貼
り
紙
に
ど
れ
だ
け
反
映
し
て
い
る
か
は
疑
問
で

あ
る
。 

           

具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
徳
田
和
夫
氏
は
中
山
寺

参
詣
曼
荼
羅
に
登
場
す
る
美
丈
丸
説
話
に
つ
い
て

論
じ
て
お
ら
れ
る
が
（
注
７
）
、
二
人
の
美
丈
丸
の
う

ち
、
文
字
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
一
方
の
み

で
あ
る
（
写
真
一
、
二
）。
文
字
注
記
の
な
い
童
子

が
果
た
し
て
美
丈
丸
で
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は

文
字
注
記
自
体
が
追
筆
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と

い
っ
た
疑
問
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
か
く
の
ご
と
く
、 

                

縁
起
・
伝
承
と
参
詣
曼
荼
羅
と
の
対
応
関
係
に
し

て
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
面
が
み
ら
れ
る
が
、

参
詣
曼
荼
羅
と
対
を
な
す
縁
起
や
伝
承
は
数
多
く

存
在
す
る
た
め
、
今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
筆
者
の
理
解
に
お
い
て
は
、
参
詣
曼
荼

羅
に
描
か
れ
た
縁
起
・
霊
験
譚
は
あ
く
ま
で
も
付

随
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

次
に
、
歴
史
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

触
れ
て
み
た
い
。
当
初
、
参
詣
曼
荼
羅
研
究
は
美

術
史
的
視
点
か
ら
出
発
し
た
が
、
近
年
、
黒
田
日

出
男
氏
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
絵
画
史
料
論

と
い
う
枠
組
の
中
で
も
、
絵
巻
物
や
荘
園
絵
図
と

と
も
に
参
詣
曼
荼
羅
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。 黒

田
日
出
男
氏
は
那
智
参
詣
曼
荼
羅
の
分
析
を

手
は
じ
め
と
し
て
（
注
８
）
、
最
近
、
清
水
寺
参
詣
曼

荼
羅
に
つ
い
て
も
徳
田
説
へ
の
反
論
を
提
起
さ
れ

（
注
９
）
、
個
別
の
参
詣
曼
荼
羅
研
究
の
蓄
積
を
意
図

さ
れ
て
お
ら
れ
る
。 

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
今
春
の
大
阪
市
立
博
物
館

の
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
」
特
別
展
で
、
多
く
の
研

究
者
が
実
見
し
て
参
詣
曼
荼
羅
研
究
は
に
わ
か
に

弾
み
が
つ
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
特
別
展
が
研

究
史
上
の
大
き
な
一
里
塚
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か

写
真
一 

中
山
寺
参
詣
曼
荼
羅 

写
真
二 

中
山
寺
参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
美
丈
丸 



で
あ
る
。 

さ
て
、
黒
田
日
出
男
氏
の
那
智
参
詣
曼
荼
羅
の

分
析
に
対
し
、
西
山
克
氏
は
以
下
の
よ
う
な
反
論

を
展
開
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
黒
田
論
文
は
、
参

詣
曼
荼
羅
を
通
絵
図
的
に
分
析
す
る
視
点
、
あ
る

い
は
図
像
や
図
法
が
含
意
す
る
特
定
の
意
味
や
価

値
を
、
客
観
的
に
分
析
す
る
視
点
を
持
っ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
に
、
黒
田
論
文
は
独
善
的
で
説
得

力
を
欠
く
「
読
み
」
の
陥
穽
に
陥
っ
て
い
る
。
」（
注

10
）

と
い
う
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
個
別
絵
図
分
析
と
通
絵
図
的
分
析
は
、

い
わ
ば
車
の
両
輪
で
あ
り
、
相
互
に
補
な
い
な
が

ら
参
詣
曼
荼
羅
の
多
様
な
世
界
が
解
明
さ
れ
て
い

く
も
の
と
考
え
た
い
。
と
も
か
く
、
黒
田
日
出
男

氏
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
（
注
11
）
、
絵
画
史
料

論
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
今
後
の

方
向
性
を
定
め
る
上
で
も
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
堅
固
な
枠
組
が
構
築
さ
れ
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

最
後
に
、
筆
者
の
属
す
る
地
理
学
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
地
理
学
に
お
い
て

は
、
伝
統
的
に
古
地
図
研
究
が
古
く
か
ら
進
め
ら

れ
て
お
り
、
一
定
の
成
果
を
蓄
積
し
て
い
る
（
注
12
）
。

従
来
は
、
日
本
図
・
世
界
図
と
い
っ
た
小
縮
尺
地

図
の
研
究
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
荘

園
絵
図
等
の
大
縮
尺
地
図
の
研
究
も
盛
ん
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
（
注
13
）
。 

こ
こ
で
振
り
返
れ
ば
、
地
理
学
に
と
っ
て
は
、

昭
和
43
年
の
京
都
国
立
博
物
館
の
特
別
展
で
、
社

寺
参
詣
曼
荼
羅
が
「
古
絵
図
」
の
中
に
含
め
ら
れ

て
展
示
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
参
詣
曼
荼
羅
を
大
縮
尺
地
図
と
し
て
と

ら
え
る
分
析
の
枠
組
が
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。 参

詣
曼
荼
羅
は
西
山
克
氏
の
指
摘
の
ご
と
く

「
聖
域
の
あ
る
種
の
案
内
図
」
的
側
面
を
濃
厚
に

有
し
て
お
り
（
注
14
）
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
「
聖
な

る
空
間
」
に
対
し
て
地
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可

能
と
な
る
。
た
だ
し
、
参
詣
曼
荼
羅
に
み
ら
れ
る

空
間
表
現
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
の
範
疇
を
超
え

た
も
の
で
あ
り
、
ト
ポ
ロ
ジ
ー
（
位
相
空
間
）
の

観
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
（
注
15
）
。

筆
者
は
前
稿
で
こ
の
立
場
か
ら
西
国
霊
場
の
参
詣

曼
荼
羅
に
つ
い
て
通
絵
図
的
検
討
を
試
み
た
が
（
注

16
）
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
た
い
。 

   

三 

参
詣
曼
荼
羅
の
ル
ー
ツ 

参
詣
曼
荼
羅
の
大
部
分
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の

過
渡
期
の
産
物
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
成
立

に
関
し
て
は
諸
説
が
混
沌
と
し
て
い
る
現
状
で
あ

る
。
中
世
の
宮
曼
荼
羅
を
ル
ー
ツ
と
す
る
説
（
注
17
）
、

あ
る
い
は
縁
起
絵
を
ル
ー
ツ
と
す
る
説
（
注
18
）
、
さ

ら
に
は
そ
れ
ら
と
は
別
個
に
「
聖
域
の
あ
る
種
の

案
内
図
」
と
し
て
成
立
し
た
と
す
る
説
（
注
19
）

が

提
唱
さ
れ
て
い
る
。 

こ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
参
詣
曼
荼
羅
を
地
域
別
、

年
代
別
に
整
理
分
類
す
る
こ
と
を
試
み
て
、
そ
れ

か
ら
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
の
議
論
に
加
わ
り
た
い
。

参
詣
曼
荼
羅
に
描
か
れ
た
社
寺
を
地
域
別
に
整
理

す
れ
ば
（
表
一
）
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
西
は
兵
庫

県
、
北
は
北
陸
三
県
、
東
は
日
光
を
例
外
と
す
れ

ば
静
岡
県
に
ま
で
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
分
布
は

東
国
か
ら
西
国
巡
礼
に
参
詣
す
る
場
合
の
行
動
空

間
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
参
詣
曼
荼
羅
の

成
立
は
西
国
巡
礼
の
発
展
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

も
の
と
想
定
さ
れ
る
。 

ち
な
み
に
、
縁
起
絵
は
四
国
・
九
州
の
社
寺
に

多
く
伝
来
し
て
お
り
、
両
者
の
分
布
の
地
域
差
か

ら
し
て
も
、
縁
起
絵
が
参
詣
曼
荼
羅
の
成
立
に
直

接
的
な
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。 



 

一
方
、
宮
曼
荼
羅
を
は
じ
め
と
す
る
垂
迹
曼
荼

羅
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
西
国
巡
礼
の

第
一
番
札
所
で
あ
る
青
岸
渡
寺
の
聖
域
を
描
い
た

那
智
参
詣
曼
荼
羅
を
重
要
視
し
た
い
。
有
名
な
那

智
滝
図
を
代
表
と
し
て
、
中
世
の
垂
迹
曼
荼
羅
の

遺
品
が
多
く
熊
野
三
山
に
は
伝
来
し
て
お
り
（
注

20
）
、
そ
の
伝
統
の
上
に
那
智
参
詣
曼
荼
羅
が
成
立

し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。 

藤
沢
隆
子
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
（
注
21
）
、
那
智
参

詣
曼
荼
羅
は
他
の
参
詣
曼
荼
羅
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
。
筆
者
は
さ
ら
に
、
那
智
参
詣
曼
荼
羅

と
対
に
な
っ
て
伝
来
す
る
こ
と
の
多
い
観
心
十
界

図
が
他
の
参
詣
曼
荼
羅
に
影
響
し
て
い
る
可
龍
性

に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
観
心
十
界
図
の

「
人
生
の
階
段
」
の
部
分
で
、
童
子
や
若
者
が
手

に
梅
や
桜
の
花
、
あ
る
い
は
柳
の
枝
を
持
っ
て
い

る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
他
の
参
詣
曼

荼
羅
の
境
内
の
そ
こ
か
し
こ
に
切
り
貼
り
さ
れ
た

が
ご
と
き
描
写
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。 

こ
の
問
題
は
参
詣
曼
荼
羅
の
作
成
年
代
論
と
も

関
わ
っ
て
く
る
。
今
、
参
詣
曼
荼
羅
の
作
成
年
代

を
大
雑
把
に
三
期
に
区
分
す
る
と
、
室
町
後
期
成

立
の
前
期
の
作
例
と
し
て
、
富
士
参
詣
曼
荼
羅
（
浅

間
大
社
本
）
や
松
尾
寺
参
詣
曼
荼
羅
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
特
徴
は
人
物

図
像
が
小
さ
く
、
没
個
性
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。 

次
い
で
、
近
世
初
期
成
立
の
中
期
の
作
例
と
し

て
、
那
智
参
詣
曼
荼
羅
を
中
心
と
す
る
一
連
の
作

例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
前
述
の
よ
う
に
西

国
巡
礼
と
の
関
係
が
深
い
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
の
人
物
と
景
物
の
表
現
は
近
世

初
期
風
俗
画
に
共
通
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
江
戸
中
期
以
降
に
成
立
を
み
る
後
期

の
作
例
と
し
て
、
立
山
曼
荼
羅
や
白
山
曼
荼
羅
の

一
群
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
を
参
詣
曼
荼
羅
に
包

括
す
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
前
・
中
期
の
参
詣
曼
荼
羅
は
穀
屋
聖
の
勧

進
活
動
の
一
環
と
し
て
成
立
を
み
た
が
（
注
22
）
、
こ

れ
ら
後
期
の
参
詣
曼
荼
羅
の
多
く
は
山
岳
信
仰
に

関
わ
る
御
師
の
布
教
活
動
の
中
で
作
ら
れ
て
い
る

（
注
23
）
。
こ
の
よ
う
に
作
成
主
体
は
若
干
異
な
る
が
、

従
来
か
ら
吉
野
曼
荼
羅
は
参
詣
曼
荼
羅
に
含
め
ら

れ
て
き
た
経
緯
も
あ
る
た
め
、
立
山
・
白
山
曼
荼

羅
も
同
等
に
後
期
の
作
例
と
し
て
分
類
し
た
い
。 

さ
ら
に
、
近
世
に
は
参
詣
曼
荼
羅
に
類
似
し
た

絵
図
が
し
ば
し
ば
作
成
さ
れ
て
い
る
。
先
日
も
、

上
越
市
高
田
の
本
覚
坊
と
い
う
真
宗
寺
院
に
吉
崎

栃
木 

静
岡 

長
野 

富
山 

石
川 

愛
知 

三
重 

滋
賀 

奈
良 

兵
庫 

京
都 

大
阪 

和
歌
山 

府
県
名 

日
光
山 

富
士
山 

善
光
寺 

立
山 

白
山
・
石
動
山 

東
観
音
寺
・
熱
田
社
・
新
清
田
社
・
甚

目
寺 

伊
勢
神
宮 

長
命
寺
・
多
賀
社 

吉
野
山 

中
山
寺
・
須
磨
寺
・
道
脇
寺
・
明
要
寺
・

千
光
寺 

清
水
寺
・
善
峰
寺
・
北
野
社
・
法
観
寺
・

法
輪
寺
・
珍
皇
寺
・
祇
園
社
大
政
所
・

成
相
寺
・
松
尾
寺 

葛
井
寺
・
施
福
寺
・
瀧
安
寺 

那
智
・
紀
伊
三
井
寺
・
粉
河
寺
・
日
光

社
・
高
野
山 

社 

寺 

名 
表
一 

参
詣
曼
荼
羅
に
描
か
れ
た
社
寺 

（
太
字
は
複
数
の
所
在
を
示
す
） 



御
坊
絵
図
と
と
も
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
吉
崎
御
坊

参
詣
曼
荼
羅
と
も
い
う
べ
き
絵
図
を
実
見
し
て
き

た
ば
か
り
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
こ
れ
ら
の
絵
図

も
包
括
し
て
、
参
詣
曼
荼
羅
と
い
う
概
念
を
な
る

べ
く
広
く
適
用
し
て
い
く
方
が
、
絵
画
史
料
論
の

立
場
か
ら
も
実
り
多
い
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

以
上
、
参
詣
曼
荼
羅
の
ル
ー
ツ
に
関
し
て
検
討

を
試
み
た
が
、
筆
者
と
し
て
は
前
期
の
作
例
で
人

物
図
像
に
さ
ほ
ど
重
点
が
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と

等
か
ら
垂
迹
曼
荼
羅
か
ら
の
影
響
は
あ
る
程
度
存

在
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。「
聖
域
の
あ
る
種
の
案

内
図
」
と
し
て
の
傾
向
が
鮮
明
に
な
る
の
は
中
期

以
降
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

四 

参
詣
曼
荼
羅
の
モ
チ
ー
フ
と
デ
ィ
テ
ー
ル 

参
詣
曼
荼
羅
は
い
っ
た
い
何
を
主
題
と
し
て
描

か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
問
題
に

は
簡
単
に
結
論
を
出
し
が
た
い
面
が
あ
る
。
そ
れ

だ
け
参
詣
曼
荼
羅
の
図
中
に
は
多
様
な
世
界
が
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
前

述
の
よ
う
な
諸
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
面
は
多
様

な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
、
議
論
百
出
の
時
期
が

続
く
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
蓄
積
が
新
た
な
地
平
を 

                

 

開
拓
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

さ
て
、
参
詣
曼
荼
羅
を
ト
ポ
ロ
ジ
ー
の
観
点
か

ら
把
握
す
れ
ば
、
洛
中
洛
外
図
と
同
様
に
さ
ま
ざ

ま
の
場
面
が
雲
烟
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
ら
れ

て
全
体
像
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
個
々
の
図
像
と
い
う
デ
ィ
テ
ー
ル

の
検
討
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
参
詣 

                  

曼
荼
羅
の
全
体
像
に
迫
る
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の

分
析
手
法
た
り
う
る
。 

た
だ
、
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
興
味

深
い
デ
ィ
テ
ー
ル
の
一
、
二
を
紹
介
し
て
参
詣
曼

荼
羅
の
多
様
な
世
界
の
一
端
を
垣
間
見
る
に
と
ど

め
た
い
。 

図
一 

長
命
寺
参
詣
曼
荼
羅
ト
レ
ー
ス
図
（
注
16
）
の
拙
稿
よ
り
引
用 

写
真
三 

長
命
寺
参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
「
御
木
曳
」 



ま
ず
、
長
命
寺
参
詣
曼
荼
羅
の
一
場
面
の
紹
介

か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
図
の
下
端
中
央
、
琵
琶
湖

の
湖
岸
に
立
つ
大
鳥
居
の
右
手
に
「
御
木
曳
」
の

情
景
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
一
、
写
真
三
）。
こ
の

「
御
木
曳
」
の
描
写
は
那
智
参
詣
曼
荼
羅
の
右
上

部
に
も
存
在
す
る
た
め
、
前
述
の
よ
う
に
那
智
参

詣
曼
荼
羅
か
ら
の
影
響
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
二
例
が
伝
来
す
る
長
命
寺
参
詣
曼

荼
羅
の
う
ち
、
長
命
寺
本
で
は
那
智
参
詣
曼
荼
羅

と
同
様
、「
御
木
曳
」
の
曳
き
手
は
男
で
あ
る
の
に

対
し
、
も
う
一
方
の
フ
グ
ラ
ー
氏
本
で
は
曳
き
手

が
な
ん
と
女
性
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。 同

じ
長
命
寺
を
描
い
た
参
詣
曼
荼
羅
に
お
い
て
、

全
く
対
照
的
な
デ
ィ
テ
ー
ル
が
存
在
す
る
こ
と
を

ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
雌
雄
一

対
の
参
詣
曼
荼
羅
で
あ
っ
た
の
か
。
筆
者
も
確
た

る
解
釈
を
示
し
え
な
い
が
、
参
詣
曼
荼
羅
の
多
様

性
の
一
例
と
し
て
提
示
し
た
次
第
で
あ
る
。 

次
に
、
北
野
社
参
詣
曼
荼
羅
の
一
場
面
を
と
り

あ
げ
た
い
。
こ
の
北
野
社
参
詣
曼
荼
羅
は
初
期
の

作
例
と
さ
れ
て
き
た
が
、
洛
中
洛
外
図
と
の
比
較

に
よ
れ
ば
、
塔
や
回
廊
の
存
在
か
ら
慶
長
十
二
年

（
一
六
〇
七
）
の
豊
臣
秀
頼
に
よ
る
大
改
築
以
降

の
景
観
を
表
現
し
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
図
の
下
部
に
「
馬
の
左
、

西
宮
殿
毘
沙
門
で
は
、
女
子
が
祠
の
下
に
も
ぐ
り

込
ん
で
お
り
、
当
時
の
参
拝
方
式
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
」（
注
24
）

と
指
摘
さ
れ
た
表
現
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
に
関
し
、
故
高
取
正
男
氏
は
出
雲
大
社
の
素 そ

鵞 が
の

社
や
し
ろ

の
床
下
に
参
籠
す
る
事
例
を
紹
介
し
て
「
寺

社
の
堂
舎
や
社
殿
の
後
戸
、
あ
る
い
は
そ
の
床
下

は
、
多
く
特
別
の
霊
験
の
期
待
さ
れ
た
場
所
と
み 

て
よ
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
こ
の
北
野
社
の
床

下
参
籠
は
「
古
風
な
祭
儀
習
俗
や
宗
教
意
識
」（
注

25
）

の
絵
画
表
現
と
し
て
貴
重
な
事
例
と
い
え
よ

う
。 

 

五 

古
地
図
と
し
て
の
参
詣
曼
荼
羅 

最
後
に
、
参
詣
曼
荼
羅
を
地
理
学
的
立
場
か
ら

把
握
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
試
論
を
提
示
し
て
結

び
に
か
え
た
い
。 

近
現
代
の
測
量
に
基
づ
く
地
図
を
完
成
品
と
み

る
地
図
学
上
の
従
来
の
解
釈
か
ら
は
、
荘
園
絵
図

の
よ
う
な
中
世
絵
図
は
歪
み
の
多
い
不
正
確
な
地

図
と
し
て
過
小
評
価
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
参
詣
曼
荼
羅
な
ど
は
古
地

図
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
参
詣
曼
荼
羅
に
は
地
図
と
し
て
の
情

報
が
豊
宮
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
ト
ポ
ロ
ジ
ー

に
立
脚
し
て
、
そ
の
空
間
表
現
を
把
握
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
参
詣
曼
荼
羅
の
読
図
が
可
能
と
な
る
。 

そ
も
そ
も
、
中
世
絵
図
の
空
間
表
現
は
等
縮
尺

な
表
現
で
は
な
く
、
身
体
の
延
長
と
し
て
の
自
ら

の
生
活
世
界
を
重
点
的
に
描
く
と
い
う
特
徴
が
存

在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
画
面
の
中
心
と
周
縁
で

は
縮
尺
を
異
に
し
、
自
ら
の
生
活
空
間
で
あ
る
中

心
部
は
拡
大
し
て
描
写
さ
れ
、
周
縁
部
は
逆
に
圧

縮
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
歪
を
雲

烟
が
お
お
い
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
伊
勢
参
詣
曼
荼
羅
に
お
い
て
は
左

上
方
に
富
士
山
が
描
か
れ
、
数
百
キ
ロ
の
距
離
が

圧
縮
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
参
詣
曼
荼
羅
の
中
心
部
に
描
か
れ
る
の

は
現
世
的
宗
教
景
観
で
あ
り
、
縁
起
や
霊
験
譚
に

関
わ
る
図
像
は
周
縁
部
へ
押
し
や
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
参
詣
曼
荼
羅
は
霊
場
の
案
内

図
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
り
、
現
世
的
宗
教
景
観
の

表
現
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
い
わ
ば
、

近
世
の
名
所
図
会
類
の
先
が
け
と
な
る
絵
図
で

あ
っ
た
。 



も
と
よ
り
、
参
詣
曼
荼
羅
の
世
界
に
は
中
世
の

諸
原
理
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
世

の
身
分
制
も
構
図
の
中
心
―
周
縁
関
係
に
反
映
し

て
お
り
、
貴
人
や
高
僧
は
中
心
部
の
本
堂
付
近
に

描
か
れ
、
高
野
聖
、
あ
る
い
は
水
汲
み
や
柴
木
を

か
つ
ぐ
人
々
は
周
縁
部
に
配
置
せ
ら
れ
て
い
る
。

貴
賤
を
問
わ
ず
登
場
す
る
多
く
の
参
詣
者
は
参
詣

曼
荼
羅
特
有
の
表
現
で
あ
り
、
彼
ら
の
空
間
的
配

置
を
通
絵
図
的
に
検
討
し
て
い
け
ば
、
大
き
な
成

果
が
得
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。 

以
上
、
参
詣
曼
荼
羅
研
究
の
展
望
が
中
心
と

な
っ
た
が
、
今
後
は
諸
学
が
協
調
し
な
が
ら
論
が

展
開
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
稿
を
結
び
た
い
。 

 

〔
付
記
〕
本
論
の
骨
子
は
、
伝
承
文
学
研
究
会
昭
和
62
年
度

大
会
（
於
・
山
形
市
）
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
写
真
の
掲
載
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
長
命
寺
・
中
山

寺
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

     

注 （
注
１
） 

難
波
田
徹
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
図
に

つ
い
て
（
「
芸
能
史
研
究
」
27
、
昭
44) 

（
注
２
） 

『
古
絵
図
』
特
別
展
覧
会
図
録
、
京

都
国
立
博
物
館
、
昭
44
。 

（
注
３
） 

景
山
春
樹
『
神
道
美
術
』
雄
山
閣
、

昭
48
。
武
田
恒
夫
『
近
世
初
期
障
屏

画
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
58
。

難
波
田
徹
編
『
古
絵
図
』
日
本
の
美

術
72
、
至
文
堂
、
昭
47
。 

（
注
４
） 

林
雅
彦
「
『
立
山
曼
荼
羅
』
諸
本
攷
の

試
み
」（
「
国
語
国
文
論
集
」
７
、
昭
53
） 

（
注
５
） 

徳
田
和
夫
「
絵
解
き
と
物
語
享
受
」

（
「
文
学
」
54
―
12
、
昭
61
） 

（
注
６
） 

黒
田
日
出
男
「
絵
画
に
焦
点
を
あ
て

た
読
解
を
」
（
「
絵
解
き
研
究
」
５
、

昭
62
） 

（
注
７
） 

徳
田
和
夫
「
中
世
の
目
、
中
世
の
耳
」

（
「
国
文
学
」
32
―
７
、
昭
62
） 

（
注
８
） 

黒
田
日
出
男
「
熊
野
那
智
参
詣
曼
荼

羅
を
読
む
」（
「
思
想
」
七
四
〇
、
昭
61
） 

（
注
９
） 

黒
田
日
出
男
「
参
詣
曼
荼
羅
と
文
芸
」

（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
52
―
９
、

昭
62
） 

（
注
10
）
西
山
克
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
に
つ
い
て 

の
覚
書
Ⅱ
」（
「
藤
井
寺
市
史
紀
要
」
８
、 

昭
62
） 

（
注
11
）
黒
田
日
出
男
「
絵
画
史
料
と
そ
の
読
み 

方
」
（「
史
海
」
34
、
昭
62
） 

（
注
12
）
織
田
武
雄
『
地
図
の
歴
史
』
講
談
社
、 

昭
48
。
室
賀
信
夫
『
古
地
図
抄
』
東
海 

大
学
出
版
会
、
昭
58
。
矢
守
一
彦
『
古 

地
図
と
風
景
』
筑
摩
書
房
、
昭
59
。 

（
注
13
）
葛
川
絵
図
研
究
会
編
『
絵
図
の
コ
ス
モ 

ロ
ジ
ー
』
上
、
地
人
書
房
、
昭
62
。 

（
注
14
）
西
山
克
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
に
つ
い
て 

の
覚
書
」
（「
藤
井
寺
市
史
紀
要
」
７
、 

昭
61
） 

（
注
15
）
水
津
一
朗
「
文
化
景
観
の
コ
ー
ド
」（『
空 

間
・
景
観
・
イ
メ
ー
ジ
』
地
人
書
房
、 

昭
58
） 

（
注
16
）
拙
稿
「
西
国
霊
場
の
参
詣
曼
荼
羅
に
み 

る
空
間
表
現
」（
『
人
文
地
理
学
の
視
圏
』 

大
明
堂
、
昭
61
） 

（
注
17
）
中
村
興
二
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
の
成
立 

と
展
開
」
（『
本
地
仏
の
総
合
的
研
究
』 

科
研
費
報
告
書
、
昭
58
） 

（
注
18
）
藤
沢
隆
子
「
参
詣
曼
荼
羅
の
成
立
」（『
近 



畿
地
方
を
中
心
と
す
る
霊
場
寺
院
の
総 

合
的
研
究
』
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、 

昭
60
） 

（
注
19
）
前
掲
注
14
参
照
。 

（
注
20
）
鈴
木
昭
英
「
金
峰
・
熊
野
の
霊
山
曼
荼 

羅
」（
五
来
重
編
『
修
験
道
の
美
術
・
芸 

能
・
文
学
（
Ⅱ
）』
名
著
出
版
、
昭
56
） 

（
注
21
）
藤
沢
陵
子
「
西
国
三
十
三
所
巡
礼
寺
院 

に
お
け
る
参
詣
曼
荼
羅
図
の
成
立
と
那 

智
参
詣
曼
荼
羅
図
」（
「
元
興
寺
文
化
財 

研
究
」
24
、
昭
61
） 

（
注
22
）
前
掲
注
14
参
照
。 

（
注
23
）
拙
稿
「
参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
立
山
修
験 

の
空
間
認
識
」
（「
歴
史
地
理
学
紀
要
」 

27
、
昭
60
） 

（
注
24
）
福
原
敏
男
編
『
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
』
展 

覧
会
目
録
、
大
阪
市
立
博
物
館
、
昭
62
。 

（
注
25
）
高
取
正
男
『
民
間
信
仰
史
の
研
究
』
法 

蔵
館
、
昭
57
。 


