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西
大
寺
工
芸
調
査
概
要

南
都の
名
利
に
は
どの
く
らい
、
ま
た
、
ど
ん
な
作
品
が所
蔵
さ
れて
い
る
か

と
い
うこ
と
は予
想
も、予
測
も出
来
な
い
。一
般に
は南
都の
名
刹
の
もっ
作

品
は、
全て
に
おいて
調
査
がな
されて
い
ると
思
いこ
ま
れて
い
る
よ
う
だ
が
、

実
態
は違
う
。知
ら
れて
い
る
もの
は
各寺
の
看
板
的
な
も
の
气
何
時
、訪
れ

て
も
容易
に拝
見
で
き
る作
品
に
限
ら
れて
いて
、
寺
の
所
蔵
品
全
般
に
わ
たっ

て
の
調
査
は
な
さ
れて
い
な
い現
状で
あ
る
。

い
まｘ
で
に
、
部分
的の
調
査
は
散発
的
に行
わ
れ
たこ
と
は
あっ
て
も、
総

合
調
査
は
実
施
さ
れ
な
かっ
た
。こ
れ
に
は理
由の
あ
るこ
とで
短時
間
、
短日

月で
は
とて
も
出
来
る
もの
で
は
ない
とい
うこ
とで
あ
る
。そ
れ
ほ
どに
作
品

の
数
も
種
類
も
多
く、
複
雑で
あ
る
。

研
究
所
創
立以
来、
美術工
芸研
究
室
の
絵画
、
彫
刻
、工
芸三
室
は
、名
刹

の
美
術工
芸
品
の
調
査
に
あ
だっ
て
き
た
。
昭
和
2
9
年
の
唐
招
提
寺
調
査
を最
初

とし
て
毎
年調
査
をつｙ
けて
い
る。

建
造
物研
究室
、
歴
史研
究室
の
文
書班
と
協
力
して
の
調
査
態
勢
も
な
さ
れ

て
き
た
。優
品
、
名
作
の
み
の
調
査
な
ら
ば短
時日
で
可
能
か
もし
れ
な
卜
が
、

蔵品
の
全部
をこ
とこ
ま
かに
実
測
調
査
す
るこ
と
は
、
点
数
が
多け
れ
ば
多
い

ほ
ど
短
時日で
は
出
来
な
い
。

美
術工
芸研
究
室
は昭
和
3
0
年７
月
、８
月
に
わ
たっ
て
西
大
寺
調
査
を
おこ

美
術
工
芸
研
究
室

なっ
た
。
こ
の
時
は
西
大
寺
の
叡
尊
を
中
心
と
し
て
、
と
卜
う
焦
点
に
し
ぼっ
た

た
め
全
部
に
わ
た
る
こ
と
は
出
来
な
かっ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ご
全
般
に
わ
た

る
計
画
を
たて
な
が
ら
も
実
現
出
来
な
かっ
た
が
、
3
6
年
に
西
大
寺
絵
画
調
査
を

実
施
し
て
西
大
寺
の
絵
画
作
品
の
全
貌
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
、
卜
く
っ
か

の
未
知
の
作
品
を
発
見
し
た
。
そ
の一
部
を
3
6
年
度
の
年
報
に
公
表
し
た
の
で
あ

る
。3

7年度
は
、
絵
画
調
査
にっ
、Ｘ
き工
芸
作
品
の
調
査
を
冥
施
し
、
にに
件
、点
数

回
口点
を
数
え
る
作
品
を
調
査
し
た
。
品
種
別
に
こ
れ
を
み
る
と
、
漆工
6
9
件
、陶

瓷
8
6
件
、
木
竹
甲
角５
件
、
金工
↑品
件
、石
製
品
７
件
、
染
織
６
件
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
3
0
年
調
査
の
工
芸
作
品
の
8
9
件
を
加
え
る
と
、
そ
の
件
数
点
数

と
も
に
増
加
す
る
が
、
3
7
年
度
の
調
査
作
品
の
み
に
と
ど
め
、
そ
の一
部
の
紹
介

に
お
よ
び
た
い
。

現
在
、
南
都
に
お
い
て
春
の
行
事
に
数
え
ら
れ
る一
つ
に
西
大
寺
の
大
茶
盛
が

あ
る
。
毎
年
４
月
1
3
、
1
4
日
の
両
日
愛
染
堂
の
客
間
で
行
わ
れ
る
が
、
高
さ
旨・つ

・
ヨ、
口
径３５
.５ｃｍ
の
大
茶
碗
で
５
人
１
組
と
なっ
て
飲
み
廻
す
茶
宴
、
こ
の
茶
宴

が
叡
尊
よ
り
は
じ
ま
る
と
さ
れ
、
今
日
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
史
実
の
確

否
は
と
も
か
く
、
今
回
調
査
し
た
陶
瓷
8
6
件
の
う
ち
、
大
茶
盛
に
関
連
し
た
作
品

が
4
0
件
を
数
え
る
こ
と
は
興
味
を
ひ
く
し
、
そ
の
茶
宴
が
卜
か
に
盛
大
に
な
さ
れ
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て
き
た
か
を
物
語
る
も
の
と
云
え
よ
う 。

呉
州
赤
絵
鉢
（
国
箇
の
内）

高
さ
HN・ιロヨ

丙
大
寺
工
芸
調
査
概
要 （

第
1

図）

】0
．0ロヨ

「
呉
1州
赤
紅
茶
碗
十
八
之
内
」

保I]
－「

一戸
i回

大 は
寺

年
預」刀

呉HI赤絵小鉢

箱
の一
美
底
に

－
文
化
ヒ
民

主成

四
月

新
羽州

当
年一
規仲央

音一一

第Hsi

当
奉
行高

芋I]

の
墨
書
が
あ
る
箱
と 、
同
じ
く

蓋
表 、
側
面 、
底
裏
に

「
呉
洲
赤
絵
茶
碗
十
八
之
内

』

当
年
預

尊
璃

当
奉
行

尊
識

宝
暦
九己卯
歳

正
月
吉
日

新
調
之
一

の
墨
書
の
あ
る
箱
が
あ
る 。
墨
書
の
年
代
は
お
そ
ら
く
箱
を
新
調
し
た
時
の
年
代

で 、
作
品
の
年
代
で
は
あ
る
ま
い 。
呉
川m
赤
松
は
肘
木
に
一福
連
あ
る
い
は
広
東
の

地
方
窯
で
日
本
放
び
南
方
向
げ
に
大
量
生
ぽ
さ
れ
た
粗
維
な
貿
易
品
と
さ
れ
て
い

る
が 、
あ
の
貯
川崎
あ
る
柏
色
や
赤
松
の
拍
手
に
茶
人
達
が
ひ
か
れ 、
茶
人
間
に
人

気
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る 。

有l到焼小鉢

日
箇
の
赤
絵
鉢
は
殊
に
優

れ
た
作
品
と
は
云
え
な
い
が 、

赤
絵
特
有
な
味
を
よ
く
表
出

し
て
い
る 。
茶
人
達
の
寄
進

に
よ
るJU
の
で
は
hD
る
ま
い

ムH

口
径

回・
o
s

底
径

同
箇
現
存
す
る
が
日
箇
と
も
法
量
は
ほ
ぼ
同
じ
で 、
文
様
も
同
系
の
も
の
で
あ

る 。
日
箇
江 、
見
込
み
に
－
魁一
の
字
を
か
き 、
他
の
7
箇
は 、
見
込
み
に
花
井

文
憶
を
出
し 、
日
箇
と
も
い
づ
れ
も
外
側
面
乙
ユ
化
治
文
係
を
描
く c
い
わ
ゆ
る

赤
絵
で 、
鉢
で
あ
る 、か 、
西
大
寺
に
お
い
て
コ
茶
仰
と
し
て
明
治
の
中
頃
主
で 、

毎
年
催
さ
れ
る
た
茶
盛
肘
の
茶
耐
と
し
て
使
肘
さ
い
て
い
た －

こ
れ
ら
を
納
め
る
箱
が
あ
る
が 、
そ
の
蓋
表
二 、

有
田
焼
鉢（
二
箇
の
内）

江
戸
時
代
（
第
2
図）

第2図

古
向
え

L
N
・
ヘ｛

口
ヨ

口
径NA・
4ロヨ

底
径
5・M
g

こ
れ
も
鉢
と
思
わ
れ
る
が

赤
絵
鉢
と
同
様
に
大
安
出

使
用
し
た
茶
碗
と
さ
れ
て
い

n 

る 。
見
込
み
に 、
侮
に
芭
蕉
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を
描
き、

外
側
に
は
牡
丹、

あ
や
め
の
文
様
を
純
白
の
素
胎
に
赤、

緑、

藍
に
金

を
加
え
て
賦
彩
し
た
美
し
い
磁
器。

2
箇
あ
る
が、

1
箇
は
諸
所
に
破
損
が
あ
り

修
補
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
あ
る
。

前
述
の
赤
絵
鉢
と
共
に
こ
の
鉢
も
茶
碗
と
し
て、

大
茶
盛
に
使
用
し
た
と
寺
で

は
口
伝
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
ば
か
り
で
は
な
く、

染
付
の
鉢
も
大
茶
盛
の
茶

碗
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
染
付
鉢
も
現
存
す
る
が、

こ
れ
ら
の
作
品
は

西
大
寺
の
大
茶
盛
を
研
究
す
る
新
資
料
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

天
白
盆

木
製
朱
漆
塗

室
町
時
代
（
口
絵、

第
3
図
）

高
さ

己－
M
g

口
径
最
大

邑・
∞ロ
ヨ

八
花
弁
を
か
た
ど
っ
た
ま
こ
と
に
堂
々
た
る
作
風
を
も
っ
盆
で、

脚
も
八
花
弁

で
形
成
し、

一

弁
の
巾
は
ニ・
ωロ
ヨ、

脚
の
高
さ
吋・
0
2。

根
来
塗
と
よ
ば
れ
る
も

の
で
、

根
来
塗
特
有
の
朱
漆
の
美
し
さ
は
見
事
な
も
の
で
あ
る
。

盆
の
底一
美
に
朱

天目盆底朱漆銘

漆
銘
が
み
ら
れ、

「
享
徳
四
年
乙
亥
正
月
日

西
大
寺
沙
弥
方
天
目
盆

沙
弥
知
事
実
明一
房
」

と
記
さ
れ
て
あ
る
。

寺
で
は
茶
穏
に
使
用
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

第3図

が、

必
ず
し
も
そ
れ
の
み

に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
も

あ
る
ま
い
。

他
に、

根
来

芯
ヘ

内

塗
の
盆
は
大
小
の
差
は
あ

る
が
3
点
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し

か
し、

こ
の
作
品
と
同
じ
作
品
は

な
く、

た
だ
1
箇
し
か
伝
わ
ら
な

レ
が、

損
傷
は
な
く
見
事
な
作
風

を
も
っ
盆
で、

室
町
時
代
の
根
来

塗
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

天
目
台、

木
製
朱
漆
塗

室
町
時
代

（
第
4
図
）

古
同
支」
由・
∞ロ
ヨ

口
径
∞・
吋
ロ
ヨ

底
径
吋・
ム
ロ
ヨ

根
来
塗
と
称
さ
れ
る
も
の
で
金

箔
押
し
が
施
さ
れ
た
気
品
の
あ
る

作
品
で
あ
る
。

台
う
け
に
は
六
弁

花
形
を
出
し、

成
形
に
美
し
い
調
子
を
出
し
た
作
品
で、

享
徳
4
年
在
銘
の
天
目

盆
と
一

連
の
感
が
深
い
。

こ
れ
は
茶
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で、

工大
目
台
は

こ
の
他
に
3
点
伝
え
ら
れ
て
い
る
U

2
点
は
こ
の
作
品
と
成
形
も
異
り
作
風
も
同

一

で
な
く、

時
代
も
少
し
降
る
と
思
わ
れ
る
が、

－
点
は
こ
の
作
品
と
同
一

系
統

の
作
で
あ
る
が
金
箔
が
押
さ
わ
て
い
な
い
。

堆
黒

室
町
時
代

（
第
5
・

6
図
）
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香
合高

さ

子
日
ロ
ヨ

身
口
径
］
ω・
o
s

蓋
縁
は
破
損
し
て
い
る
が、

全
面
に
牡
丹
花
文
様
を
堆
黒
に
し
た
香
合
で、

西

大
寺
に
お
い
て
は、

最
大
の
法
会、

光
明
真
言
会
の
時
に
の
み
限
っ
て
使
用
さ
れ

た
香
合
で
あ
る
。

作
風
の
ま
こ
と
に
優
れ
た
も
の
と
云
う
べ

き
作
品
で
は
な
い
が、

本
格
的
な
堆
黒
の
作
品
と
い
え
よ
う。

残
念
な
が
ら
紋
損
が
ひ
ど
く
取
扱
い
も
危
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推黒

験
で
あ
る
が 、

そ
の
た
あ
却
っ
て

手
法
な
ど
よ
く
研
究
出
来
る
現
状

で
も
あ
る 。

蓋一
美
の
朱
漆
銘
に 、

一

奉
施
入
賞
雅

西
大
寺
光
明
真
言
名
合
器

永
正
十
二
乙

亥
八
月
日
一

と
あ
り 、

身
の
底
に
は 、

同
じ
く

朱
漆
で 、

一

奉
寄
進

西
大
寺
光
明
真
言
方

小
年
預
寛
雅

一

と
あ
り 、

身
の
底一
実
に
も
朱
漆
で 、

一
光
明
真
言
名
合
器－

と
記
さ
れ
て
あ
る c

破
損
の
ひ
と
い
作
品
で
あ
る
が 、

当
時
の
堆
黒
を
知
る
一
つ
の
資
料

で
あ
ろ
う 。

ま
た 、

こ
の
香
合
を

納
め
る
容
器
は
同
時
代
の
曲
物
で 、

雅
味
豊
か
な
作
品
で
あ
る c

う
ち
な
ら
し 、

銅
製

鎌
倉
時
代
（
第
7
・
8
図）

高
さ
∞－
O
S

径

町・
0
2

銅
板
の
打
出
し
に
よ
る
も
の
で 、

小
形
で
は
あ
る
が
安
定
感
の
あ
る

作
品
で
あ
る 乙

仕
上
げ
も
美
し
く

香合第51司蓋裏朱i奈銘第61司

L 

な
さ
れ
て 、

音
も
い

に

光
明
真
言
会
に

使
用
さ
れ
る
仏
具
で 、

低
に
針
刻
銘
が
み
ら

れ
る c

一
奉
寄
進
西
大
寺

右
為
毎
年
八
月
七

箇
日

不
断
光
明
真一一
面
修

法所
奉
寄
進
如
件

元
符
三
年
辛

長
八
月

仁
日

ら
ふ－

d ムちう第71可｜

施
主
浄
住
寺
崎
山相一

針
銘
に
よ
り
浄
住
奇

尊
民械
の
寄
進
と
知
ら

れ
る
が 、

こ
の
類
の

仏
具
に
年
紀
が
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
ユ
全

く
貴
重
な
こ
と
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
の
類
品
の
作
風
を

知
る
一
つ
の
基
準
作

品
と
も
云
え
よ
う c

光
明
真
言
会
は
西
大

キ
の
車
も
重
要
な
法

13 
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会
で
あ
る
た
め 、

こ
の
修
法
に
使
用
さ
れ
た
仏
具
類
法
吟
味
さ
れ
て
作
品
が
え
ら

ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

c

こ
の
仏
具
を
み
て
も
そ
の
こ
と
が
察
せ
ら
れ
よ
う 。

獅
子
丸

銅
製

鎌
倉
時
代
（
第
9
図
）

古
向

さ

5・
0

2

径
A
0・
0

2

奈
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J:L 

銅
板
の
打
出
し

で
鍍
銀
さ
れ
た
打

鳴
し
で
あ
る
が 、

獅
子
丸
の
名
称
は

何
に
由
来
す
る
の

か
わ
か
ら
な
い

。

薄
手
で
元
徳
3
年

在
銘
の
う
ち
な
ら

し
と
同
系
の
作
風

を
も

っ
か 、

堂
々

た
る
作
風
を
も
ち 、

安
定
感
と
一

種
の

圧
迫
感
さ
え
も
つ

仏
具
で
あ
る 。

叡
尊
が
異
賊
降

伏
の
祈
祷
を
行
う

と
き
に
常
に
使
用

し
た
と
伝
え
ら
y

九 、

』
」
れ
を
納
め
る
箱

の
蓋
表
に
も 、

一

獅
7
丸

子抑P第9図

文
永
元
年
異
賊

降
伏
祈
祷
之
時

亀
山
院
御
寄
附
」

と
墨
書
さ
れ
て
あ
る 。

し
か
し 、

文
永
元
年
に
叡
尊
が
異
賊
降
伏
の
祈
祷
を
行
っ

た
記
録
は
み
あ
た
ら
な
い

。

外
敵
襲
来
に
対
し
て
叡
尊
が
詔
を
奉
じ
て 、

そ
の
修

法
を
行
っ
た
の
は
文
永
日
年
叩
月
に
天
王
寺
と
教
興
寺
に
於
て
で
あ
り 、

そ
の
時

は 、

亀
山
天
皇
の
行
幸
が
あ
っ
た

。

そ
の
前
年 、

文、
氷
山
年
に
も
勅
を
奉
じ 、

伊

勢
太
神
宮
に
参
寵
し
て
国
家
安
穏
の
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
が 、

こ
の
場
合 、

外
敵

に
対
し
て
の
祈
祷
も
な
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う 。

そ
の
ご

、

弘
安
3
年
春
3
月 、

勅
願
に
よ
っ
て
叡
尊
は
ふ
た
た
び 、

伊
勢
太
神

宮
に
参
詣
し
て
異
賊
退
散
の
祈
り
を
捧
げ
て
い
る 。

弘
安
4

年
に
は 、

教
興
寺 、

男
山
八
幡
宮
に
お
い
て
異
賊
降
伏
の
た
め
の
法
会
が
大
々
的
に
行
わ
れ
た

。

叡
尊

が
勅
を
奉
じ
て 、

文、
氷 、

弘
安
の
蒙
古
襲
来
に
対
し
て
退
散
祈
祷
を
行
っ
た
の
は

事
実
で
あ
り 、

そ
の
際 、

種
々
の
仏
器
仏
具
を
使
用
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る 。

し
か
し 、

こ
の
獅
子
丸
が
そ
の
仏
具
類
に
直
結
し
う
る
記
録
は
見
出
せ
な
い

。

今 、

試
み
に
こ
の
御
子
丸
を
打
っ
て
み
よ
う 。

表
現
し
難
い
異
様
な
音
響
は 、

妖
気
を
ふ
く
む
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
ふ
ん
い
き
を
か
も
し
出
す 。

数
百
人
の
僧
侶

達
が
非
常
時
突
破
を
願
つ
て
の
祈
願
読
経
を
一

段
と
盛
上
げ
る
に
効
果
的
な
音
調

を
蔵
し
て
い
る 。

獅
子
肌
に
あ
や
か
つ
て
獅
子
丸
の
名
称
が
生
れ
た
の
か
も
し

れ

よ
な
い

。獅
子
丸
の
も
つ
作
風
と 、

音
響
の
効
果
性
か
ら
λ
て 、

寺
伝
の
叡
尊
使
用
説
は

肯
定
し
て
も
差
支
え
あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る 。

音
を
発
す
る
仏
器
仏
百六
の
研
究
は 、

そ
の
様
式 、

作
風
を
研
究
す
る－
」
と
よ
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が 、

音
調
の
効
果
が
計
算
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
な
ら
ば 、

そ
の
音
調
研
究
は
今
後 、

一

段
と
深
め
ら
れ
な
汁
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う 。

（
守

田

公

夫〉

14 


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5

