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大
阪
市
天
王
寺
区
に
は
、
南
北
1
キ
ロ
以
上
に
わ
た
り
約

30
の
浄
土
系
寺
院
が
伽
藍
を
並
べ
る
下
寺
町
が
あ
る
。
こ
の

寺
町
に
お
い
て
、
本
堂
が
円
形
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
っ
ぱ

な
し
と
い
う
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
寺
院
が
存
在
す
る
。
浄

土
宗
大
蓮
寺
の
塔
頭
・
應
典
院
で
あ
る
。

　

應
典
院
は
、
檀
家
制
度
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
せ
ず「
葬
式
を

し
な
い
お
寺
」と
し
て
社
会
に
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
の
文

化
拠
点
と
な
っ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
。
本
堂
は
劇
場
と
し
て

使
え
る
よ
う
音
響
・
照
明
施
設
を
持
っ
た
円
形
の
ホ
ー
ル
で

あ
り
、
個
性
の
異
な
る
2
つ
の
研
修
室
も
備
え
て
い
る
。
ま

た
、
本
堂
前
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
は
オ
ー
プ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー

と
し
て
美
術
展
や
交
流
会
に
活
用
さ
れ
る
。
来
訪
者
は
年
間

3
万
人
に
の
ぼ
り
、
演
劇
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
1
0
0

以
上
の
催
し
が
行
わ
れ
る
。

　

應
典
院
代
表
の
秋
田
光
彦
師
は
、
1
9
5
5
年
に
大
阪
市

で
生
ま
れ
、
明
治
大
学
文
学
部
演
劇
学
科
を
卒
業
後
は
映
画

製
作
の
道
を
歩
ん
で
い
た
。
や
が
て
、
事
業
に
失
敗
、
生
家

で
あ
る
寺
院
に
戻
る
が
、
日
本
仏
教
の
シ
ス
テ
ム
に
阻
ま
れ

る
こ
と
が
多
く
、
当
初
は
戸
惑
い
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
。

30
代
の
終
わ
り
頃
に
世
界
の
教
育
を
学
ぶ
た
め
、
国
際
協
力

団
体
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
を
巡
り
、

そ
こ
で
タ
イ
の
開
発
僧
と
呼
ば
れ
、
僧
侶
達
が
自
ら
社
会
開

か
ら
、
教
理
と
も
合
致
し
ま
す
。
真
光
寺
に
と
っ
て
自
然
保

護
活
動
は
宗
教
活
動
。
だ
か
ら
、
あ
え
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
を

取
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
か
わ
り
真
光
寺
が
全
面
的
に
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
自
然
学
校
が
発
展

し
寺
か
ら
出
て
独
立
採
算
に
す
る
な
ら
、
当
然
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

格
の
取
得
は
必
要
で
し
ょ
う
ね
。
企
業
と
組
む
際
や
、
助
成

金
を
受
け
る
際
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
あ
っ
た
方
が
都
合
が
良
い

で
し
ょ
う
し
ね
」

　

最
後
に
、
宗
侶
が
日
頃
か
ら
実
践
す
べ
き
こ
と
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、「
私
自
身
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
に
つ
い

て
興
味
を
持
ち
、
仏
教
徒
と
し
て
ど
う
生
き
る
か
常
に
考
え

る
こ
と
が
肝
心
な
の
だ
と
思
い
ま
す
」そ
し
て
ま
ず
坐
禅
会
か

ら
始
め
て
欲
し
い
、
と
師
は
言
う
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
ア
ド

バ
イ
ス
。「
地
元
の
同
級
生
な
ど
の
友
達
を
集
め
、
何
か
お
寺

で
で
き
な
い
か
な
と
、
思
い
切
っ
て
聞
い
て
み
た
ら
ど
う
で

し
ょ
う
？　

き
っ
と
本
音
を
語
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
中

に
は
教
育
関
係
者
や
、
地
域
の
祭
り
や
文
化
財
保
存
の
関
係

者
、
障
が
い
者
の
支
援
や
、
自
殺
防
止
の
活
動
な
ど
の
社
会

貢
献
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る
人
も
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
し

た
人
と
の
出
会
い
の
中
で
、
自
分
が
関
心
の
あ
る
分
野
で
の

ご
縁
が
あ
っ
た
ら
、
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
」

　

が
む
し
ゃ
ら
に
実
践
し
、
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
自
然
と

公
益
的
な
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
初
め

か
ら
公
益
性
を
云
々
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
飛
び
込
み
、

自
ら
学
び
、
行
動
し
て
、
縁
を
広
げ
て
い
っ
て
欲
し
い
。
師

は
そ
う
結
ん
だ
。

（
取
材
・
文　
長
岡
俊
成〈
広
報
委
員
会
委
託
委
員
〉）
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発
、
地
域
開
発
を
行
う
姿
に
出
会
う
。
日
本
で
は
見
ら
れ
な

い
僧
侶
達
に
出
会
い
、
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
。

　

帰
国
し
た
頃
、
世
は
バ
ブ
ル
で
都
市
寺
院
が
地
上
げ
の
対

象
に
な
る
な
ど
、
寺
院
の
存
在
意
義
を
問
わ
れ
る
時
代
と
な

っ
て
い
た
。
師
は
檀
信
徒
の
み
の
共
益
だ
け
で
は
存
続
で
き

な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
、
1
9
9
5
年
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
き
、

オ
ウ
ム
真
理
教
が
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
2
つ
の

出
来
事
が
師
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
。
師
は
震
災
で
被
災

し
た
人
々
の
た
め
に
支
援
活
動
を
行
う
が
、
そ
こ
で
被
災
者

に「
あ
な
た
に
は
、
ひ
と
り
の
僧
侶
と
し
て
何
が
で
き
る
の

か
？
」と
問
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
僧
侶
と
は
何
か
、
寺

院
と
は
何
を
す
る
場
所
な
の
か
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
た
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
問
題
で
、
戦
後
の
社
会
に
お
い
て

寺町で異彩を放つ円形の應典院


