
一

は
じ
め
に

佛
陀
寺
は
河
内
と
大
和
を
画
す
る
二
上
山
の
西
方
、
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子

（
�
）

町
大
字
山
田
二
九
〇
〇
番
地
に
所
在
す
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
で
あ

る
。
こ
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
境
内
に
遺
存
す
る
佛
陀
寺
古
墳
が
終
末
期
古
墳

と
し
て
の
重
要
性
か
ら
考
古
学
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
寺
院

そ
の
も
の
の
歴
史
や
文
化
財
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
ま
り
進
展
し
て
お
ら
ず
、

（
�
）

上
野
勝
己
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
河
陽
盛
光
山
仏
陀
寺
縁
起
』
が
知
ら
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
度
、
偶
然
の
機
会
に
佛
陀
寺
の
新
た
な
版
木
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
、
上
野
氏
の
驥
尾
に
付
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

佛
陀
寺
に
つ
い
て

山
田
村
仏
陀
寺
に
つ
い
て
は
、
享
保
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
地

（
�
）

誌
『
河
内
名
所
圖
會
』
二
（
河
二
ノ
卅
七
ウ
ラ
〜
卅
八
オ
モ
テ
）
に
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

山
田
麿
墓

山
田
村
佛
陀
寺
の
境
内
に
あ
り
又
西
の
方
に
荒
塚
壱
ケ
所
あ
り

塚
上
に
八
幡
社
在
す

親
鸞
聖
人
御
腰
懸
石

山
田
村
佛
陀
寺
に
あ
り
聖
人
む
か
し
上
宮
太
子
の

御
墓
山
に
詣
し
た
ま
ふ
時
こ
こ
に
憩
ひ
た
ま
ふ
御
旧
跡
也

此
寺
の
開
基
は
秦
盛
光
に
て

今
本
願
寺
御
門
主
御
来
寺
な
り

す
な
わ
ち
、
佛
陀
寺
の
境
内
に
は
山
田
麿
墓
が
あ
り
、
親
鸞
が
太
子
廟
に
参

籠
さ
れ
た
折
、
山
田
で
ご
休
息
さ
れ
た
時
の
御
腰
懸
石
が
残
る
御
旧
跡
で
あ

（
�
）

る
。
開
基
は
秦
盛
光
で
、
本
願
寺
の
門
主
が
下
向
さ
れ
る
由
緒
正
し
い
寺
院
で

科
長
佛
陀
寺
旧
蔵
の
版
木
に
つ
い
て

竹

谷

俊
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あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。

こ
れ
と
は
別
に
二
上
岳
を
背
景
と
し
た
絵
図
（
河
二
ノ
卅
八
ウ
ラ
）
の
中
央

に
は
、
東
か
ら
西
に
伸
び
る
丘
陵
上
に
佛
陀
寺
本
堂
の
大
屋
根
が
描
か
れ
、
そ

の
右
側
に
「
山
田
丸
塚
」（
山
田
麿
墓
）、
左
側
に
「
カ
ミ
ツ
カ
」（
荒
塚
）
の

名
が
見
え
る
。
ま
た
、
佛
陀
寺
の
上
方
に
「
孝
徳
天
皇
陵
」、
下
方
に
は
「
推

古
天
皇
陵
」
と
「
二
子
塚
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
聖
人
む
か
し
上
宮
太
子
の
御
墓
山
に
詣
し
た
ま
ふ
」
と
す
る
根
拠
は
、
正

（
�
）

徳
五
年
（
一
七
一
五
）
刊
行
の
『
高
田
開
山
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
親
鸞
の
御
参
詣
は
二
度
あ
り
、
一
度
目
は
、
建
久
二
年
（
一
一
九

一
）
十
九
歳
の
と
き
、「
同
年
九
月
十
二
日
、
河
州
石
川
郡
東
條
磯
長
聖
徳
太

子
の
御
廟
へ
参
詣
ま
し
ま
は
、
十
三
日
よ
り
十
五
日
ま
で
三
日
間
御
参
籠
な

り
。
第
二
の
夜
夢
想
を
蒙
り
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
二
度
目
は
、
建
仁
二

年
（
一
二
〇
二
）
三
十
歳
の
と
き
、「
同
月
二
十
一
日
河
州
磯
長
聖
徳
の
御
廟

に
三
日
三
夜
御
参
籠
、
終
日
終
夜
の
念
誦
也
。
蓋
し
昔
年
霊
告
の
密
恩
を
謝

し
、
亦
す
べ
て
佛
法
興
隆
の
廣
徳
を
報
ぜ
ら
る
ヽ
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
河
内
名
所
圖
會
』
の
他
に
、
佛
陀
寺
を
知
る
資
料
と
し
て
版
木
『
河
陽
盛

光
山
佛
陀
寺
縁
起
』
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
表
と
裏
の
両
面
に
わ
た
っ
て
縁
起

が
刻
ま
れ
、
親
鸞
の
二
度
に
わ
た
る
磯
長
聖
徳
太
子
の
御
廟
へ
の
参
籠
の
折
、

佛
陀
寺
に
立
寄
ら
れ
、
秦
川
勝
の
後
裔
と
さ
れ
る
秦
盛
光
が
屋
敷
で
親
鸞
の
教

え
を
受
け
、
佛
陀
寺
を
創
建
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
野
勝
己
氏
は
『
高

田
開
山
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』
の
記
事
を
よ
り
脚
色
し
た
縁
起
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
と
指
摘
し
、
版
木
の
製
作
年
代
を
本
堂
再
建
の
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）

（
�
）

頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
上
野
氏
の
翻
刻
で
あ
る
。

【
表
面
】

河
陽
盛
光
山
仏
陀
寺
縁
起

み
ず
し

あ
ん
ち
し
た
て
ま
つ

ご
ほ
ん
ぞ
ん

そ
し
し
や
う
に
ん
お
ん
と
し

御
厨
に
安
置
奉
る
御
本
尊
ハ
祖
師
聖
人
御
歳
三
十
一
才
乃
こ
ろ

と
う
ざ
ん
か
ひ
き
は
た
か
ハ
か
つ

な
ん
も
り
ミ
つ

こ
う
い
ん
も
り

し
や
う

当
山
開
基
秦
川
勝
之
男
盛
光
之
後
胤
盛
光
之
請
ニ
よ
っ
て

ま

れ
い
ち

ら
い
ゆ

た
つ
ね

御
ち
ゃ
う
こ
く
在
し
ま
す
な
り
当
山
霊
地
の
来
由
を
尋
る
に
聖
人

あ
き
こ
ろ
な
ん
と
せ
き
と
く
こ
う
し
ゆ
ん
り
つ
し
ほ
う
り
う
じ
か
く
う
ん
そ
う
づ

あ
う

十
九
才
秋
頃
南
都
碩
徳
光
俊
律
師
法
隆
寺
覚
運
僧
都
に
値

ほ
う
そ
う
と
う

お
う
し

き
ハ

し
ゑ
ん
そ
う
し
や
う

め
ん
き
よ

か
ふ
む

て
法
相
等
乃
奥
旨
を
極
め
ん
と
て
慈
円
僧
正
に
免
許
を
蒙
り

す
な
ハ
ち
し
や
う
せ
ん
ぼ
う
め
し
つ
れ

か
く
う
ん
そ
う
づ
ミ
も
と

た
ま
ひ
則
正
全
坊
召
連
た
ま
ひ
て
覚
運
僧
都
御
所
へ
き
た
り
て

い
ん
ミ
や
う
お
う
し

ま
な

た
ま

く
ハ
う
し
ご
び
や
う
さ
ん
ら
う

因
明
乃
奥
旨
を
学
び
給
ひ
し
こ
ろ
上
宮
皇
子
御
廟
参
籠

お
も

た
た

す
な
ハ

ご
さ
ん

お
り
ふ
し
は
か
ら

そ
う
あ
ん

と
思
ひ
立
せ
ら
れ
即
ち
御
参
ろ
う
の
折
節
計
ざ
る
ニ
草
庵
ニ

そ
ん
が
ん

は
ひ

こ
と

し
ん

た
ち
よ
り
た
ま
ひ
盛
光
尊
顔
を
拝
し
つ
ら
つ
ら
縡
の
参

し

き

い

こ
よ
ひ

差
を
あ
ん
ず
る
に
奇
異
の
思
ひ
あ
り
こ
ひ
ね
が
わ
く
ハ
此
夜

そ
う
あ
ん

ご
と
う
り
う

あ
り
が
た
し

こ
の
草
庵
に
御
逗
留
ま
し
ま
さ
バ
難
有
と
あ
れ
ば
聖
人

ご
た
い
り
う

ご
ほ
う
ハ

志
を
か
ん
じ
即
ち
御
滞
留
あ
り
て
御
法
話
に
あ
ふ
て
盛
光

よ
ろ
こ
び
は
な
ハ
だ

い
ま
よ
り
の
ち

わ
が
し

も
し
き
そ
う
い
づ

よ
う
ほ
う

乃
悦

甚
し
今
来
後
ハ
我
師
は
ん
な
る
べ
し
若
貴
僧
何
れ
要
法

ひ
ろ

お
ん
こ
こ
ろ

し
た
が

こ
れ

を
弘
め
給
ふ
共
御
心
に
随
ハ
ん
と
や
く
し
奉
な
り
是
聖
人
初
め

ち

お
ん
た
ち

よ
り
し
ば
�
�
ご
と
う

ま

て
当
地
に
御
立
よ
り
給
ひ
て
来
数
ゝ
御
逗
り
う
在
し
ま
す

２



ご
き
う
ち

あ
る

し
や
う
せ
ん
ぼ
う

ご
び
や
う
ら
う

と
き
た
ひ
し

御
旧
地
な
り
或
と
き
正
全
坊
申
さ
れ
し
ハ
御
廟
篭
乃
時
太
子

【
裏
面
】

た
い

れ
い
げ
ん

お
も

ゆ
め
さ
め

た
つ
ね

聖
人
へ
対
し
霊
言
あ
る
と
思
ひ
て
夢
覚
て
聖
人
に
尋
奉
れ
共

か
た

そ
の
ゝ
ち

た
い
し

び
や
う

何
事
も
談
り
た
ま
ハ
じ
と
霊
異
別
記
云
々
其
後
盛
光
太
子
乃
御
廟
ニ

つ

や

き

か
な
ひ
や
う
ち
う

つ
げ

い
わ

さ
き

き
や
く
そ
う

通
夜
申
せ
し
か
奇
な
る
哉
廟
中
よ
り
告
て
曰
く
先
の
客
僧

こ
れ
た
ゞ
ひ
と

む

か
ん
じ

か
く
べ
つ
そ
ん
ぢ
う

お
も

是
凡
人
に
あ
ら
す
と
の
霊
夢
を
感
し
よ
り
格
別
尊
重
乃
思
ひ

ふ
か
ゝ

は
た

ろ
く
か
く
ど
う

れ
い
げ
う
こ
れ
て
ん
か

し

と
こ
ろ
そ
の

深
り
し
に
果
し
て
六
角
堂
の
霊
告
是
天
下
に
知
る
処
其
と
き

ね
ん
ぶ
つ

し
て
い
け
ひ
や
く
も
う
し

盛
光
聖
人
に
し
た
が
ひ
て
念
佛
門
に
入
り
師
弟
契
約
申
法
名

し
や
う
く
ハ
ぼ
う
ゆ
う
げ
ん

た
ま
ハ
す
な
ハ
ち

ミ
や
う
が
う
て
う
だ
い

盛
光
房
祐
元
と
賜
る
即
十
字
名
号
頂
戴
仕
る
な
り
其
後
聖
人

か
の
お
ん
も
く
ぞ
う
ね
が
い

き
ゝ

三
十
一
才
乃
と
き
彼
御
木
像
願
奉
り
し
か
御
聞
い
れ
た
ま
ハ
ざ
れ

お
し

さ
く
ぶ
つ
ま

ゝ
あ
ん
ち
た
て
ま

ま
た
ち
か

□
押
て
上
宮
太
子
の
御
作
仏
間
々
安
置
奉
る
聖
人
亦
近
く
ハ

し
ら
と
ふ

う
え
ん

と
う
き
や
う
こ

や
く

お
も
し
め
し

□
等
遠
く
は
有
縁
乃
同
行
御
化
益
と
思
召
て
御
ち
ゃ
う

や
む
こ
と

へ

あ
ら
き
づ
く

□
く
給
ハ
ら
ば
難
有
と
あ
れ
バ
聖
人
止
事
を
得
ず
荒
木
作
り

□
て
御
ち
ゃ
う
こ
く
あ
り
し
御
本
尊
な
り
か
く
の
霊
地
ゆ
へ
覚

□
上
人
御
滞
留
あ
り
て
六
字
乃
尊
号
を
の
こ
し
ま
た
蓮
如

か
く
べ
つ
こ
と
さ
ら
ゆ
う
か
ん

こ
あ
い
で
し

□
人
ハ
格
別
殊
更
祐
閑
ハ
御
愛
弟
た
り
し
が
御
り
ん
じ
ゅ
う

ご
ち
や
う
ほ
う

そ

し

お
ん
こ
つ

の
た
ま
ハ

わ
が
こ
つ

□
ハ
御
重
宝
の
祖
師
聖
人
御
骨
ゆ
づ
り
給
ひ
て
曰
く
吾
骨
も

お
さ

ご
ゆ
ひ

だ
い
�
�

□
も
に
納
む
べ
し
と
の
御
遺
げ
ん
に
よ
つ
て
代
々
御
骨
ち
ゃ
う

□
ひ
仕
る
な
り

三

新
発
見
の
版
木
（
第
１
〜
４
図
）

版
木
は
縦
二
三
・
七
㎝
、
横
九
・
〇
㎝
の
短
冊
形
を
呈
し
、
厚
さ
一
・
六
㎝

あ
る
。
材
は
広
葉
樹
と
思
わ
れ
る
が
樹
種
は
不
明
で
あ
る
。
文
字
は
版
木
の
両

面
に
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
個
人
蔵
。

【
Ａ
面
】河

州
石
川
郡
科
長
郷
山
田
邑佛

陀
寺

高
祖
聖
人
御
舊
跡

縁
起
霊
宝
略
之

一
行
目
の
「
河
州
石
川
郡
科
長
郷
山
田
邑
」
は
所
在
地
で
、
現
在
の
大
阪
府

南
河
内
郡
太
子
町
山
田
に
あ
た
る
。
二
行
目
は
下
方
に
「
佛
陀
寺
」
と
寺
名
が

刻
ま
れ
る
。
三
行
目
に
は
大
き
な
文
字
で
「
高
祖
聖
人
御
舊
蹟
」
と
記
さ
れ
、

聖
人
す
な
わ
ち
親
鸞
と
の
関
わ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
四
行
目
に
縁
起
霊
宝

を
略
す
と
あ
る
。

文
字
は
整
っ
た
楷
書
体
で
あ
る
が
、
輪
郭
は
丸
く
摩
耗
し
、
長
年
に
わ
た
っ

て
使
い
込
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
行
間
に
は
約
一
㎝
幅
の
鑿
痕
が
縦
方
向
に

認
め
ら
れ
る
。

３ 科長佛陀寺旧蔵の版木について



【
Ｂ
面
】

祖
師
御
旧
跡

御
佛
飯
志佛

陀
寺

一
行
目
は
真
ん
中
や
や
上
方
か
ら
下
方
に
向
か
っ
て
「
祖
師
御
旧
跡
」
と
刻

ま
れ
る
。
祖
師
と
は
親
鸞
聖
人
の
こ
と
で
あ
る
。
二
行
目
は
上
方
に
や
や
大
き

な
文
字
で
「
御
佛
飯
志
」
と
あ
り
、
佛
飯
を
乞
う
た
め
の
版
木
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
三
行
目
は
下
方
に
「
佛
陀
寺
」
と
記
さ
れ
る
。
版
木
に
刻
ま
れ
た
文

字
は
全
体
に
均
整
を
欠
き
、
右
上
が
り
の
癖
字
で
あ
る
。
行
間
に
は
約
二
㎝
幅

の
荒
々
し
い
鑿
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
、
鑿
痕
か
ら
推
定
す
る
に
版
木
を
彫
る
た

め
の
専
用
の
鑿
を
使
用
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
版
木
の
上
方
に
彫
り
残
し
が

あ
り
、
右
上
に
「
御
□
」、
左
上
に
も
墨
書
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の

意
味
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

さ
て
版
木
Ａ
面
と
Ｂ
面
の
新
旧
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
Ａ
面
は
均
整
の
取

れ
た
楷
書
体
の
文
字
が
、
短
冊
形
の
板
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
、
鑿
痕
も

乱
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
Ｂ
面
の
文
字
は
均
整
を
欠
き
、
右
上
が
り
の

癖
字
で
バ
ラ
ン
ス
も
悪
い
。
鑿
痕
も
雑
で
専
門
家
が
彫
っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
Ｂ
面
の
上
方
に
残
さ
れ
た
墨
書
は
Ａ
面
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
要
す
る
に
、
版
木
Ａ
面
は
専
門
家
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
Ｂ
面
は
時
を
置

い
て
佛
陀
寺
の
関
係
者
に
よ
っ
て
追
彫
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

第 4図 版木 B
面拓影（反転）

第 3図 版木 B 面 第 2図 版木 A
面拓影（反転）

第 1図 版木 A 面
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四

山
田
麿
墓
（
第
５
図
）

河
内
名
所
図
会
に
見
え
る
「
山
田
麿
墓
」
は
、
佛
陀
寺
の
境
内
に
あ
る
。
大

正
時
代
に
歴
史
学
者
の
喜
田
貞
吉
氏
が
踏
査
し
、『
歴
史
地
理
』
に
紹
介
し
て

（
�
）

い
る
。「
長
さ
四
間
、
横
三
間
高
さ
三
尺
ば
か
り
の
土
饅
頭
で
、
其
の
上
に
石

棺
が
露
出
し
て
い
る
」。
石
棺
は
「
軽
墓
の
掘
抜
石
棺
式
で
、
屋
根
も
身
も
一

石
か
ら
出
来
て
い
る
」。「
穴
の
奥
行
が
六
尺
四
寸
一
分
、
外
の
長
さ
が
七
尺
三

寸
、
幅
が
四
尺
と

云
ふ
見
当
だ
」
と

的
を
得
た
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。

本
墳
は
そ
の
重
要

性
か
ら
、
昭
和
四

七
年（
一
九
七
二
）

に
大
阪
府
の
史
跡

に
指
定
さ
れ
た
。

上
野
勝
己
氏
に
よ

れ
ば
、
石
棺
は
凝

灰
岩
を
刳
り
抜

き
、
前
面
に
口
を

開
け
た
横
口
式
石

棺
で
、
長
さ
二
・
五
ｍ
、
幅
一
・
二
ｍ
あ
る
。
大
正
時
代
に
長
さ
三
三
・
〇

㎝
、
幅
二
四
・
五
㎝
の
須
恵
質
の
塼
が
出
土
し
た
。「
石
棺
は
お
そ
ら
く
石
室

に
入
れ
ら
れ
ず
、
石
棺
を
直
接
土
中
に
埋
め
、
こ
れ
ら
の
塼
が
石
棺
を
保
護
乃

至
周
囲
と
区
画
す
る
形
で
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
」
と
の
卓
見
を
披
露
さ

（
�
）

れ
、
七
世
紀
中
頃
の
築
造
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
地
元
で
は
所
在
地
名

の
「
山
田
」
か
ら
蘇
我
倉
山
田
石
川
麿
の
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

五

ま
と
め

今
回
、
紹
介
し
た
版
木
は
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
『
河
陽
盛
光
山
仏
陀

寺
縁
起
』
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
の
佛
陀
寺
の
宗
教
活
動
の
一
端
を
知
る
た
め

の
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
佛
陀
寺
に
参
詣
す
る
人
々
に
縁
起
の

刷
物
を
配
布
し
、
親
鸞
聖
人
か
ら
教
え
を
受
け
た
秦
川
勝
の
後
裔
で
あ
る
盛
光

に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
由
緒
正
し
い
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
説
き
な
が
ら
、
寺
を

維
持
す
る
た
め
の
布

施
を
求
め
た
の
で
あ

ろ
う
。

佛
陀
寺
の
北
側
に

は
日
本
最
古
の
官
道

で
あ
る
竹
内
街
道
が

通
り
、
地
元
の
人
々

だ
け
で
は
な
く
、
街

第 5図 山田麿墓（佛陀寺古墳）

第 6図 井関に立つ道標

５ 科長佛陀寺旧蔵の版木について



道
を
往
来
す
る
人
々
を
佛
陀
寺
へ
と
導
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
佛
陀
寺
の
北

東
八
〇
〇
ｍ
の
井
関
に
は
天
保
年
間
に
建
立
さ
れ
た
「
左

親
鸞
聖
人
御
旧

蹟
」
と
刻
し
た
道
標
（
第
６
図
）
が
今
も
残
っ
て
い
る
。
道
標
の
近
く
に
は
孝

徳
天
皇
陵
が
あ
り
、
佛
陀
寺
の
近
く
に
は
推
古
天
皇
陵
や
二
子
塚
も
あ
る
。
江

戸
時
代
の
み
な
ら
ず
、
日
清
、
日
露
戦
争
に
勝
利
し
て
民
族
主
義
的
傾
向
が
台

頭
し
て
い
く
時
代
に
も
皇
陵
や
歴
史
上
の
人
物
の
墳
墓
を
訪
ね
歩
く
人
々
が
多

く
い
た
。
そ
う
し
た
人
々
に
縁
起
の
刷
物
や
集
印
、
史
跡
の
絵
葉
書
な
ど
が
恰

好
の
記
念
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
佛
陀
寺
（
秦
秀
和
氏
）
は
、『
大
阪
府
宗
教
法
人
名
簿
』
に
よ
れ
ば
、
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
に
属
し
、
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
大
字
山
田
二
九
〇
〇
番
地

に
所
在
す
る
。

（
２
）
上
野
勝
己
「
高
僧
の
御
廟
参
籠
伝
承
」（『
聖
徳
太
子
伝
│
太
子
信
仰
の
世
界

│
』、
平
成
八
年
度
企
画
展
図
録
、
太
子
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
、
一
九

九
六
年
八
月
）、
二
四
〜
二
五
頁
。

（
３
）
秋
里
籬
島
『
河
内
名
所
圖
會
』
二
（
大
坂
河
内
屋
喜
兵
衛
ほ
か
、
一
八
〇
一

年
〔
享
和
元
年
〕）。

（
４
）
里
上
龍
平
「
門
主
の
御
骨
の
寺

誓
願
寺
」（『
藤
井
寺
市
史
』
第
二
巻

通

史
編
二

近
世
、
藤
井
寺
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
一
月
）、
六
二

〇
〜
六
三
一
頁
。
佛
陀
寺
の
開
祖
秦
盛
光
は
藤
井
寺
市
大
井
に
あ
る
誓
願
寺

（
盛
光
寺
）
の
開
祖
で
も
あ
る
。

（
５
）
『
高
田
開
山
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』
は
、
佐
々
木
月
樵
編
『
親
鸞
伝
叢
書
』（
無

我
山
房
、
一
九
一
〇
年
七
月
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
三
三
〜
一
三
五
・

一
六
八
〜
一
六
九
頁
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
。

（
６
）
註
（
２
）
前
掲
書
に
同
じ
。

（
７
）
喜
田
貞
吉
「
南
河
内
の
珍
ら
し
い
石
棺
（
中
）」（『
歴
史
地
理
』
第
一
九
巻
第

三
號
、
日
本
歴
史
地
理
學
會
、
一
九
一
二
年
三
月
）、
三
二
〜
三
八
頁
。

喜
田
貞
吉
氏
の
紹
介
以
外
に
、
次
の
文
献
が
あ
る
。

岩
井
武
俊
「
南
河
内
地
方
旅
中
の
見
聞
」（『
歴
史
地
理
』
第
一
九
巻
第
五
號
、

日
本
歴
史
地
理
學
會
、
一
九
一
二
年
五
月
）、
五
三
〜
六
七
頁
。

南
河
内
郡
東
部
教
育
會
編
『
郷
土
史
の
研
究
』（
南
河
内
郡
東
部
教
育
會
、
一

九
二
六
年
六
月
）、
一
八
三
頁
。

岩
井
好
一
ほ
か
編
『
太
子
町
誌
』（
太
子
町
役
場
、
一
九
六
八
年
四
月
）、
六

四
〜
六
五
頁
。

山
本
彰
「
河
内
仏
陀
寺
古
墳
と
そ
の
年
代
」（
菅
谷
文
則
編
『
王
権
と
武
器
と

信
仰
』、
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）、
三
八
四
〜
三
八
九
頁
。

（
８
）
上
野
勝
己
『
王
陵
の
谷
・
磯
長
谷
古
墳
群
│
太
子
町
の
古
墳
墓
│
』（
太
子
町

立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
、
一
九
八
四
年
三
月
）、
二
六
〜
二
八
頁
。
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