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っ
て
お
り
、
中
央
や
や
上
寄
り
に
本
堂
を
ひ
と

き
わ
大
き
く
描
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
本
堂

の
中
に
は
、
ご
本
尊
の
十
一
面
千
手
観
音
菩

薩
坐
像
を
は
じ
め
と
し
た
仏
像
の
安
置
さ
れ

た
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

葛
井
寺
参
詣
曼
荼
羅
は
、
描
か
れ
た
絵
画

の
表
現
か
ら
16
世
紀
前
半
の
制
作
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
16
世
紀
前
半
と
い
え
ば
、
永

正
7（
1
5
1
0
）年
8
月
8
日
、
強
い
地
震

が
あ
り
、
葛
井
寺
も
お
寺
の
建
物
が
大
き
な

被
害
を
受
け
る
と
い
う
、
歴
史
的
な
出
来
事

が
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

地
震
後
、
お
寺
の
再
建
の
た
め
に
勧か

ん
じ
ん進
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
勧
進
と
は
、
寺
社
・
仏
像

の
建
立
・
修
繕
な
ど
の
た
め
に
金
品
を
募
る

こ
と
で
す
。

葛
井
寺
参
詣
曼
荼
羅
は
、
お
寺
の
再
建
事

業
が
進
め
ら
れ
た
時
期
に
制
作
さ
れ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
元
の
お
寺
の
姿
を
描
く
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
再
建
す
る
た
め

に
金
品
を
募
る
勧
進
を
進
め
る
手
段
と
し
て
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今
回
の
歴
史
紀
行
で
は
、
令
和
5
年
3
月

に
大
阪
府
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
、
葛

井
寺
参さ

ん
け
い詣
曼ま

ん

荼だ

ら羅
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
藤
井

寺
市
内
で
は
、
他
に
、
工
芸
品
、
考
古
資
料

と
い
っ
た
6
件
が
大
阪
府
有
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
お
り
、
葛
井
寺
参
詣
曼
荼
羅
は
7

件
目
に
な
り
ま
す
。

皆
さ
ん
、
参
詣
曼
荼
羅
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、ご
存
じ
で
す
か
。参
詣
曼
荼
羅
と
は
、

寺
院
や
神
社
な
ど
霊
場
へ
の
参
詣
や
信
仰
を

促
す
目
的
で
作
成
さ
れ
た
絵
図
の
こ
と
で
、

通
常
は
お
寺
な
ど
の
建
物
の
境
内
、
参
詣
道

と
い
っ
た
景
観
や
、
霊
場
に
集
う
宗
教
者
、

巡
礼
者
、
参
詣
者
、
霊
場
に
関
わ
り
生
活
を

営
む
多
様
な
人
々
な
ど
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に

描
い
て
い
ま
す
。

で
は
、
葛
井
寺
参
詣
曼
荼
羅
を
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
縦
1
3
5
・
6
㎝
、

横
59
・
8㎝
の
縦
長
で
、
掛か

け
じ
く軸
に
仕
上
げ
、
巻

い
て
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
画
面
は
境

内
を
南
側
の
上
空
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
に
な

制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
制
作
事
情
と
と
も
に
、
葛
井

寺
参
詣
曼
荼
羅
は
現
存
す
る
参
詣
曼
荼
羅
の

中
で
も
最
初
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

絵
画
史
上
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

描
か
れ
た
多
様
な
人
物
や
装
束
な
ど
を
細
か

く
見
る
と
、
当
時
の
風
俗
な
ど
を
知
る
こ
と

が
で
き
、
い
に
し
え
の
歴
史
を
身
近
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
も
の
な
の
で
す
。

（
文
化
財
保
護
課
　
新
開
義
夫
）

▶
大
阪
府
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
、

葛
井
寺
参
詣
曼
荼
羅（
葛
井
寺
所
蔵
）

葛井寺参詣曼荼羅　
大阪府有形文化財に指定
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