
協
力
　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
光
明
山
紫
雲
寺

■
参
考
文
献
■

●「
わ
か
り
や
す
い
吹
田
の
歴
史
・
本
文
篇
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吹
田
市
立
博
物
館

●「
好
き
や
ね
ん
・
郷
土
史
論
」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
半
兵
衛

●「
近
世
の
大
坂
画
壇
」
昭
和
５６
年
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
市
立
美
術
館

●「
近
世
の
大
阪
画
人
・
山
水
・
風
景
・
名
所
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
市
博
物
館

●
大
坂
の
歴
史
と
文
化
財
１４
・
動
物
図
譜
を

め
ぐ
っ
て
」　
　
　
　
大
阪
教
育
委
員
会

●
「
大
阪
画
壇
の
絵
画
」
関
西
大
学
創
立

1
2
0
年
記
念
　
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵

●「
近
代
絵
画
史
」
藤
岡
作
太
郎
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
り
か
ん
社

●「
吹
田
市
史
第
八
巻
　
美
術
」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吹
田
市
役
所

紫雲寺

N

か
つ
て
「
山
田
千
軒
、
吹
田
千
軒
」
と
呼
ば
れ
た
吹
田

市
山
田
。
昔
か
ら
、
山
田
は
人
々
で
に
ぎ
わ
う
町
で
あ
り
、

同
時
に
、
多
く
の
寺
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
こ

の
山
田
に
、
光
明
山
紫
雲
寺
と
い
う
寺
が
あ
り
「
大
阪
府

有
形
文
化
財
」
の
指
定
を
受
け
た
森
狙
仙
の
天
井
画
を
有

し
て
い
る
。
森
狙
仙
の
描
く
「
猿
」
の
絵
は
、
本
物
の
猿

が
襲
い
か
か
っ
た
と
い
う
ほ
ど
リ
ア
ル
だ
と
言
わ
れ
る
。

そ
の
、
生
き
て
い
る
よ
う
に
リ
ア
ル
な
「
猿
」
を
ぜ
ひ
一

度
見
て
み
た
い
！
と
思
っ
た
。
今
回
は
、「
狙
仙
の
猿
」
と

の
出
会
い
の
物
語
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、森
狙
仙
の
作
品
が
い
つ
頃
、

な
ぜ
、紫
雲
寺
に
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
経
緯
を
語
る
文
書
は
な
い
の

だ
が
、安
永
2
年
（
1
7
7
3
）
か
ら
同
8

年
に
か
け
て
紫
雲
寺
本
堂
の
改
修
工
事
が

行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
そ
の
時

期
に
、
天
井
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
時
期
の
狙
仙
の
年
齢
を
彼
の

生
誕
し
た
年
（
1
7
4
7
）
か
ら
推
測
す
る

と
、
26
歳
〜
31
歳
と
な
る
。郷
土
史
家
の
池

田
半
兵
衛
さ
ん
が
「
添
景
の
花
木
に
は
ま
だ
、

狩
野
派
の
筆
致
が
残
っ
て
い
て
、後
年
、狙

仙
が
完
成
し
た
写
生
の
極
致
に
は
ほ
ど
遠

い
」
と
言
う
よ
う
に
、こ
の
天
井
画
は
狙
仙

が
30
歳
く
ら
い
の
時
に
描
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、な
ぜ
、こ
こ
に
狙
仙

の
絵
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

池
田
さ
ん
は
「
千
里
は
昔
か
ら
野
鳥
の
天

国
で
、
大
正
時
代
の
調
査
で
も
72
種
を
数

え
る
。
…
万
葉
の
秀
歌
で
名
高
い
島
熊
山

の
谷
あ
い
に
は
、野
猿
が
群
生
し
た
。
絶
壁

に
『
猿
戻
り
』
の
名
が
残
っ
て
い
る
。
狙
仙

が
写
生
行
脚
に
千
里
丘
陵
を
歩
き
、紫
雲

寺
に
逗
留
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と

書
い
て
い
る
。ロ
マ
ン
も
含
め
て
、僕
も
そ

の
説
を
支
持
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。

さ
ら
に
、
78
面
の
天
井
画
に
加
え
て
、

紫
雲
寺
の
本
尊
の
内
陣
左
右
の
障
壁
に
も

狙
仙
の
筆
に
よ
る
蓮
池
図
、
燕
子
花
に
お

し
ど
り
と
翡
翠
の
金
碧
画
四
面
が
あ
り
、「
祖

仙
」
の
落
款
が
あ
る
。
彼
は
、
還
暦
61
歳

の
時
、
獣
偏
の
「
狙
仙
」
に
改
名
し
た
と
い

う
記
録
が
あ
る
。「
狙
」
は
、「
猿
」
の
意
で
、

老
年
に
い
た
り
「
猿
の
仙
」
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

オープンな感じの紫雲寺。予約をすれば天井
画を拝観できる

蓮の絵の端に落款あり。「祖仙」
は60才の時「狙仙」に変わった。
これは、若い時の絵だ

※紫雲寺の拝観には予約が必要です。
TEL 06-6877-0126

本尊の天井に78面、星座のように鳥獣たちが踊る。
壮観である
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千
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名
神
高
速
道
路

南
千
里
駅

阪
急
千
里
線

山
田
駅

長
く
寒
い
冬
が
終
わ
り
、
よ
う
や
く
春

が
訪
れ
た
。
さ
あ
、
山
田
の
紫
雲
寺
に
行

こ
う
。
そ
し
て
、
狙
仙
の
作
品
と
ゆ
っ
く

り
向
き
合
っ
て
み
た
い
。
阪
急
「
山
田
駅
」

か
ら
、
山
田
街
道
を
東
に
15
分
く
ら
い
は

歩
い
た
だ
ろ
う
か
、
目
指
す
お
寺
が
見
え

て
き
た
。

光
明
山
紫
雲
寺
は
、
元
々
は
行
基
が
建

て
た
法
相
宗
の
寺
で
あ
っ
た
が
、
永
禄
二

年
（
1
5
5
9
）、
僧
法
忍
が
本
願
寺
の
顕

如
法
主
の
直
弟
子
と
な
っ
て
、
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
の
寺
と
な
っ
た
と
い
う
。「
こ
ん

に
ち
は
」
と
挨
拶
す
る
と
、
住
職
の
奥
様

に
本
堂
の
と
こ
ろ
で
迎
え
て
い
た
だ
い
た
。

本
堂
に
入
り
、
僕
は
、
ま
ず
本
尊
の
前
に

正
座
し
た
。
し
か
し
、
肝
心
の
森
狙
仙
の
天

井
画
が
見
当
た
ら
な
い
。
恐
る
恐
る
「
天
井

画
は
ど
ち
ら
で
す
か
」
と
訊
ね
る
と
、「
本

尊
様
の
上
で
す
」
と
い
う
返
事
。
一
瞬
驚
い

た
が
、
本
尊
の
上
を
見
る
と
、
お
お
！
そ
こ

に
び
っ
し
り
と
天
井
画
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
天
井
画
は
、
約
36
セ
ン
チ
四
方
を

一
区
画
と
し
て
78
区
画
に
描
か
れ
て
い
る
。

作
品
の
保
護
の
た
め
に
、
少
し
暗
く
し
て

あ
る
の
で
い
さ
さ
か
見
え
に
く
い
。
承
諾

を
得
て
、
近
づ
い
て
、
撮
影
を
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
雉
、
鴨
、
燕
…
そ
し
て
、
そ
の
中

に
猿
の
絵
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
伝
説
の
「
狙

仙
の
猿
」
だ
！

絵
を
見
て
ほ
し
い
。
右
側
に
い
る
猿
は
、

左
に
あ
る
桃
を
ね
ら
っ
て
カ
ッ
と
大
き
く

目
を
見
開
き
、
今
に
も
跳
び
か
か
ら
ん
ば

か
り
。
生
き
て
い
る
よ
う
だ
。
野
性
的
な

目
だ
。
猿
と
い
う
記
号
で
は
な
く
、
野
性

の
猿
そ
の
も
の
を
描
こ
う
と
す
る
気
迫
が

感
じ
ら
れ
る
。「
猿
」
の
、
こ
の
挑
も
う
と

す
る
眼
は
何
な
の
だ
ろ
う
。

18
世
紀
後
半
、
森
狙
仙
の
同
時
代
人
と

し
て
、
先
述
の
上
田
秋
成
、
池
大
雅
、
与
謝

蕪
村
ら
有
能
な
芸
術
家
が
大
坂
に
登
場
し

た
。「
天
下
の
台
所
」
と
し
て
、
優
れ
た
商

品
を
集
め
た
大
坂
の
文
化
人
た
ち
は
、
長

崎
で
外
国
文
化
を
吸
収
し
、
独
特
な
町
人

文
化
の
花
を
咲
か
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
写
生
」
と
い
う
概
念
（
コ

ン
セ
プ
ト
）
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
全
世
界
か

ら
届
く
百
科
全
書
、
植
物
図
鑑
、
動
物
図
鑑

な
ど
、
リ
ア
ル
で
精
密
な
絵
画
が
人
々
を

魅
了
し
た
。
そ
れ
は
、
芸
術
だ
け
で
は
な
く
、

人
体
を
精
密
に
描
く
解
剖
医
学
な
ど
学
問

と
も
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
し
て
い
っ
た
。「
写

生
」
は
、
幕
末
大
坂
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
幕
末
の
大
坂
画
壇
で
共
演

し
た
「
狩
野
派
」
と
「
円
山
派
」
と
「
森
派
」

は
、
ど
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
を
た
ど
っ
た
だ

ろ
う
。
森
狙
仙
は
、
案
外
、
世
渡
り
上
手
な

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
狙
仙
は
、
兄

の
子
で
あ
る
「
森
徹
山
」
を
自
分
の
養
子

と
し
、
円
山
応
挙
の
弟
子
に
さ
せ
た
。
そ

し
て
、
徹
山
は
、
応
挙
の
息
子
の
嫁
の
妹

を
妻
に
し
た
。
つ
ま
り
、
敵
と
な
る
べ
き

応
挙
と
親
類
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
狙
仙
の
二
人
の
兄
は
狩
野
派
の
画
家

の
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
幕
末
の
大

坂
画
壇
の
中
で
「
森
派
」
は
主
流
を
形
成

し
て
明
治
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
明
治
以
降
、

美
術
界
の
権
威
で
あ
っ
た
岡
倉
天
心
は
、

森
派
の
み
で
は
な
く
、
大
坂
画
壇
を
評
価

し
な
か
っ
た
。
江
戸
、
京
都
に
比
べ
、
大
坂

が
い
か
に
も
「
町
人
く
さ
く
」
見
え
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
岡
倉
は
森
狙
仙
を
見
逃

し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
叫
ん
で
お
こ
う
。

「
森
狙
仙
は
凄
い
！
」。
い
ま
、
大
阪
の
美

術
界
で
は
森
狙
仙
の
再
評
価
が
進
ん
で
い

る
と
い
う
。
今
回
、
山
田
の
紫
雲
寺
で
、
初

め
て
「
狙
仙
の
猿
」
と
出
会
っ
た
。「
お
ま

え
は
生
き
て
い
る
か
！
」
と
猿
は
迫
っ
て

き
た
。
こ
の
猿
の
リ
ア
ル
な
目
を
僕
は
一

生
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
、
狙
仙
は
猿
ば
か
り
を
描
い
た
の

か
を
考
え
て
み
た
い
。
若
い
頃
は
、
伝
統
的

な
大
和
絵
の
「
狩
野
派
」
に
学
ん
で
い
た
狙

仙
は
、
や
が
て
、
生
き
物
や
自
然
の
景
物
を

描
写
す
る
写
生
画
に
す
す
む
。
そ
の
当
時
、

上
田
秋
成
は
「
絵
は
応
挙
が
世
に
出
て
、
写

生
と
い
う
事
の
は
や
り
出
て
、
京
中
の
絵

が
皆
一
手
に
な
っ
た
」
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
、

円
山
応
挙
が
「
写
生
」
と
い
う
絵
画
の
革
命

を
起
こ
し
て
い
た
。
し
か
し
、
狙
仙
は
「
猿

を
描
い
て
は
応
挙
と
い
え
ど
も
及
ぶ
べ
か

ら
ず
」
と
世
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
。

応
挙
か
ら
も
学
び
、
や
が
て
、
猿
の
生
態
や

仕
種
を
克
明
に
描
き
出
す
「
毛
描
き
」
に
新

境
地
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
狙

仙
の
執
念
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

猿
の
絵
を
極
め
よ
う
と
、
彼
が
家
で
猿
を

飼
っ
て
写
生
に
い
そ
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、

あ
る
人
が
「
こ
れ
は
飼
わ
れ
た
猿
だ
。」
と

狙
仙
を
揶
揄
し
た
。
そ
れ
以
来
、
彼
は
山
に

入
り
、
自
然
の
中
の
猿
を
写
生
し
始
め
た

と
い
う
。
あ
る
い
は
、
厳
島
神
社
の
絵
馬
に

狙
仙
が
猿
の
絵
を
描
い
て
奉
納
し
た
と
こ

ろ
、
た
ま
た
ま
そ
こ
に
い
た
本
物
の
猿
が

怒
り
、
飛
び
か
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
あ
る
。
ま
さ
に
「
狙
仙
の
猿
」
そ
の
も

の
で
あ
る
。

森狙仙の「写生」は
凄かった
森狙仙の「写生」は
凄かった

こ
れ
が
森
狙
仙
の
幻
の
天
井
画

森
狙
仙
の
写
生
の
凄
さ
に
注
目

な
ぜ
、
紫
雲
寺
に

　
　「
狙
仙
」
が
あ
っ
た
の
か

な
ぜ
、
狙
仙
は

　
　
猿
ば
か
り
描
い
た
の
か

「
写
生
」
と
い
う
時
代
精
神

森
狙
仙
の
再
評
価
が

日
本
の
美
術
史
を
変
え
る

吹田溺愛主義吹田溺愛主義吹田溺愛主義
二十

新山ひろし

そ せ ん

森狙仙の「写生」は
凄かった
森狙仙の「写生」は
凄かった

つ
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