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本
年
は
、
四
国
霊
場
開
創

一
二
〇
〇
年
と
さ
れ
、
四
国

八
十
八
ヶ
所
霊
場
で
は
納
経
を

さ
れ
る
お
遍
路
さ
ん
を
多
く
見

か
け
ま
す
。

　

四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
の
道

は
、
い
つ
も
何
事
も
な
か
っ
た

よ
う
に
お
遍
路
さ
ん
を
迎
え
て

く
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
道
も
平

穏
な
道
で
な
か
っ
た
時
期
が
あ

り
ま
す
。
明
治
時
代
の
初
年
に
、

政
府
の
神
道
国
教
化
政
策
に
よ

る
仏
教
の
排
斥
や
破
壊
運
動
が

起
こ
り
、
仏
堂
や
仏
像
、
無
声

の
説
法
者
と
も
い
え
る
仏
具
な

ど
の
破
壊
や
撤
去
な
ど
が
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
所
謂
、
廃
仏
毀

釈（
排
仏
毀
釈
と
も
書
き
ま
す
）

で
す
。
土
佐
も
例
外
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
人

間
の
信
仰
心
に
も
深
い
影
響
を

与
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

  

さ
て
、
高
知
市
の
北
東
部
に
一い

っ

宮く

と
い
う

地
名
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
志し

那な

祢ね

さ

ま
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
土
佐
神
社
が
あ
り

ま
す
。
か
つ
て
の
土
佐
一
宮
で
す
。
そ
の
東

に
小
道
を
隔
て
て
四
国
霊
場
第
30
番
札
所

百ど

ど々

山ざ
ん

東と
う

明み
ょ
う

院い
ん

善
楽
寺
が
あ
り
ま
す
。
江

戸
時
代
の
『
南な

ん

路ろ

志し

』
に
は
「
高
賀
茂
大
明

社････

○
別
当
善
楽
寺　

神
宮
寺
」
と
み

え
て
い
ま
す
。
明
治
の
初
年
に
二
寺
と
も
廃

寺
と
な
り
ま
し
た
が
、
善
楽
寺
の
み
再
興
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
両
寺
に
存
在
し
て
い
た
仏

像
や
仏
具
な
ど
の
一
部
は
、
南
国
市
の
国
分

寺
や
室
戸
市
の
最
御
崎
寺
な
ど
に
納
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
国
分
寺
の

本
堂
の
外
陣
壁
面
に
は

径
２
・
１
５
５
ｍ
の
室

町
時
代
と
推
定
さ
れ
る

板
絵
両
界
光
明
真
言
曼

荼
羅
（
胎
蔵
界
）
と

写
真
の
「
文
化
十
四

年
（
１
８
１
７
）」
の

紀
年
銘
を
も
つ
径
２
・

７
１
５
ｍ
の
板
絵
両
界

光
明
真
言
曼
荼
羅
板
絵

（
金
剛
界
）
が
あ
り
ま

す
。
大
日
如
来
の
廻
り

に
は
光
明
真
言
を
配
し

て
い
ま
す
。
板
絵
の
裏

に
は
、「
本
尊
金
剛
界

大
日
如
来･･

」、「
金

色　

光
明
大
曼
荼
羅
」、

「
南
無
四
国
八
十
八
ヶ

所
惣
霊
場
為
奉
灌
請

當
國
」、「
南
無
四
國

八
十
八
ヶ
所
霊
場
當
國

一
ノ
宮
奉
納
金
色
光
明
真
言
」
な
ど
と
あ
り

ま
す
。
も
と
は
土
佐
神
社
に
懸
け
ら
れ
て
い

た
も
の
で
、
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
撤
去
さ
れ
、

国
分
寺
で
守
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

板絵両界光明真言曼荼羅（金剛界）　四国霊場第29番札所　国分寺蔵

　　
国
分
寺
の
板
絵
両り

ょ
う

界か
い

光こ
う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

曼ま
ん

荼だ

羅ら

（
金こ

ん

剛ご
う

界か
い

）と

　　廃は
い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

岡
本　

桂
典
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高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
夏
期

企
画
展
と
し
て
「
マ
ン
ダ
ラ
―
チ
ベ
ッ
ト
・

ネ
パ
ー
ル
の
仏
た
ち
―
」
を
開
催
し
ま
す
。

  

こ
の
展
示
は
、
今
夏
、
高
知
県
立
美
術

館
を
会
場
に
開
催
す
る
、
四
国
霊
場
開
創

１
２
０
０
年
記
念
「
空
海
の
足
音　

四
国
へ

ん
ろ
展
」
高
知
編
（
会
期
：
８
月
23
日
（
土
）

～
９
月
23
日
（
祝
・
火
））
の
プ
レ
企
画
展

と
し
て
開
催
す
る
も
の
で
す
。

　

マ
ン
ダ
ラ
は
、イ
ン
ド
で
生
ま
れ
、ネ
パ
ー

ル
・
チ
ベ
ッ
ト
・
中
国
を
経
て
、
９
世
紀
の

初
頭
、
唐
に
渡
り
、
密
教
を
学
ん
だ
空
海
に

よ
っ
て
、
正
式
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し

た
。
日
本
に
お
け
る
マ
ン
ダ
ラ
の
歴
史
は
こ

こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
日
本
に

入
っ
て
く
る
以
前
の
マ
ン
ダ
ラ
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

本
展
示
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ネ
パ
ー
ル
の

マ
ン
ダ
ラ
を
国
立
民
族
学
博
物
館
の
全
面
協

力
に
よ
り
紹
介
し
ま
す
。
各
地
で
創
造
さ
れ
、

展
開
し
て
い
っ
た
マ
ン
ダ
ラ
を
展
示
し
ま
す
。

マ
ン
ダ
ラ
の
表
現
す
る
根
源
的
意
味
を
考
え

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

密
教
に
つ
い
て

　

マ
ン
ダ
ラ
と
密
教
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ

な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
密
教
に
つ

い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

密
教
は
、
４
、５
世
紀
に
大
乗
仏
教
の
新

し
い
か
た
ち
と
し
て
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
ま
し

た
。
密
教
で
は
シ
ン
ボ
ル
と
ヨ
ー
ガ（
観
想
）

を
重
視
し
ま
す
。
シ
ン
ボ
ル
の
意
味
を
表
現

す
る
た
め
に
儀
礼
も
重
ん
じ
ま
す
。

  

悟
り
を
ひ
ら
く
た
め
に
、
密
教
で
は
こ
と

ば
や
論
理
の
み
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
ま
し

た
。
各
人
の
感
覚
器
官
を
フ
ル
活
用
し
て
自

己
と
神
、
仏
、
宇
宙
（
世
界
）
と
い
っ
た
超

越
的
な
存
在
を
直
接
把
握
し
、
そ
れ
ら
と
一

体
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

密
教
は
体
得
的
・
神
秘
的
で
あ
る
と
い
わ
れ

ま
す
。

マ
ン
ダ
ラ
の
意
味

　

マ
ン
ダ
ラ
と
き
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
も

の
は
人
そ
れ
ぞ
れ
か
と
思
い
ま
す
が
、
一
般

に
日
本
で
知
ら
れ
る
マ
ン
ダ
ラ
と
い
え
ば
、

「
金こ

ん

剛ご
う

界か
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

」、「
胎た

い

蔵ぞ
う

曼
荼
羅
」
な
ど

絵
画
の
マ
ン
ダ
ラ
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
多
数
の
仏
が
描
か

れ
た
仏
画
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
で
き
ま

す
が
、
マ
ン
ダ
ラ
と
は
い
っ
た
い
、
何
を
示

す
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

ヒ
ン
ト
は
マ
ン
ダ
ラ
の
ふ
る
さ
と
、
イ
ン

ド
に
あ
り
ま
す
。
マ
ン
ダ
ラ
と
は
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
（
梵ぼ

ん

語ご

・
古
代
イ
ン
ド
の
言
語
）

の
音
写
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
マ
ン

ダ
は
「
中
心
あ
る
い
は
、
心し

ん

髄ず
い

」
を
意
味
し
、

ラ
は
所
有
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
マ
ン
ダ
ラ
は

「
悟
り
を
有
す
る
場
、
聖
な
る
空
間
」
を
意

味
し
ま
す
。

  

密
教
の
特
徴
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
マ

ン
ダ
ラ
は
本
来
の
目
的
で
あ
る
悟
り
を
得
る

た
め
の
シ
ン
ボ
ル
の
装
置
で
あ
り
、
儀
礼
を

お
こ
な
う
際
の
道
具
と
も
い
え
ま
す
。

　

次
に
、
仏
教
の
発
展
と
と
も
に
密
教
と
マ

ン
ダ
ラ
が
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
っ
て
き

た
の
か
、少
し
紐
解
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
の
発
展
と
派
生
す
る
仏
た
ち

　

紀
元
前
５
世
紀
頃
、
ブ
ッ
ダ
が
悟
り
を
ひ

ら
い
て
そ
の
教
え
を
人
々
に
伝
え
、
仏
教
が

お
こ
り
ま
し
た
。
１
世
紀
以
降
、
大
乗
仏
教

が
さ
か
ん
に
な
る
と
と
も
に
、
ブ
ッ
ダ
が

も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
数
多
く
の
働
き
や
能

力
を
分
け
持
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
が
イ
ン
ド

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
が
人
間

の
姿
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏
像
が
つ

く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
５
、６
世

紀
以
降
、
イ
ン
ド
で
仏
教
の
一
派
と
し
て
密

教
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、
さ
ら
に
数
多
く
の

仏
た
ち
が
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
相
関
関
係
の
組

織
に
な
ぞ
ら
え
て
「
仏
教
パ
ン
テ
オ
ン
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

マ
ン
ダ
ラ
の
仏

  

マ
ン
ダ
ラ
は
密
教
が
台
頭
す
る
な
か
で
、

重
要
な
役
目
を
担
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

マ
ン
ダ
ラ
に
は
多
く
の
仏
た
ち
が
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

次
に
「
仏
教
パ
ン
テ
オ
ン
」
に
お
い
て
グ

ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
た
仏
た
ち
を
順
に
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

  

第
１
の
グ
ル
ー
プ
は
仏ぶ

つ

、
如に

ょ

来ら
い

で
す
。
如

来
と
名
前
が
付
く
釈し

ゃ

迦か

如
来
や
薬
師
如
来
が

日
本
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
五ご

仏ぶ
つ

と
呼
ば
れ
る
大
日
如
来
、
阿あ

閦し
ゅ
く

如
来
、
宝ほ

う

生し
ょ
う

如
来
、
阿あ

弥み

陀だ

如
来
、
不ふ

空く
う

成じ
ょ
う

就じ
ゅ

如
来

が
密
教
で
も
っ
と
も
重
要
な
仏
と
さ
れ
、
金

剛
界
マ
ン
ダ
ラ
の
中
心
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

写
真
の
五
仏
は
と
て
も
よ
く
似
た
姿
で
表
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
た
位
置

曽
我　

満
子

に
よ
せ
て

平
成
26
年
６
月
28
日（
土
）～
７
月
31
日（
木
）

主
催
：
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、国
立
民
族
学
博
物
館
、一
般
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団
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に
い
ま
す
。
ま
た
、
手
を
よ
く
見
る
と

違
う
印い

ん

を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

五
仏
の
他
に
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
、

へ
ー
ル
カ
と
い
う
仏
も
い
ま
す
。
怖
い

外
見
を
し
て
い
て
、
妃
を
抱
い
た
姿
で

表
さ
れ
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
や
ネ
パ
ー
ル

で
人
気
の
あ
る
仏
た
ち
で
す
。

　

第
２
の
グ
ル
ー
プ
は
、
菩ぼ

薩さ
つ

（
如
来

に
な
る
た
め
に
修
行
中
の
仏
）
で
す
。

こ
の
世
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
、
迷
っ
た

り
、
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
人
び
と
を

導
こ
う
と
し
ま
す
。
生
き
と
し
生
け
る

も
の
を
救
う
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
３
の
グ
ル
ー
プ
は
、
女じ

ょ

神し
ん

で
す
。

チ
ベ
ッ
ト
・
ネ
パ
ー
ル
で
は
女
神
は
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
存
在
で
す
。
柔
和
な
女
神

も
い
れ
ば
、
魔
女
的
な
女
神
も
い
ま

す
。
ブ
ッ
ダ
は
悪
魔
が
使
わ
し
た
美
し

い
女
性
の
誘
惑
に
打
ち
勝
っ
て
悟
り
を

得
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
で
は
元

来
、
異
性
と
の
接
触
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
以
外
の

密
教
で
は
血
、
骨
、
皮
な
ど
「
不
浄
な

も
の
」、「
隠
し
て
お
く
べ
き
も
の
」
の

要
素
が
悟
り
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し

て
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
髑ど

く
ろ髏

や
妃
と
と
も
に
表
さ
れ
た

仏
の
マ
ン
ダ
ラ
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

  

第
４
の
グ
ル
ー
プ
は
、
護ご

法ほ
う

神し
ん

で
す
。

男
神
た
ち
で
、
仏
教
の
教
え
を
護
る
た

め
、
教
え
に
従
わ
な
い
者
た
ち
を
恐
ろ

し
い
姿
で
威
嚇
し
な
が
ら
導
く
役
割
を
担
っ

て
い
ま
す
。

　

第
５
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に

起
源
を
も
つ
神
々
で
、
方
位
を
護
る
神
や
星

神
で
す
。
マ
ン
ダ
ラ
の
空
間
を
護
る
よ
う
に

マ
ン
ダ
ラ
の
一
番
外
側
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

マ
ン
ダ
ラ
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

マ
ン
ダ
ラ
は
円
、
正
方
形
な
ど
の
幾
何
学

的
な
形
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
円
や
直

線
で
区
画
さ
れ
た
中
に
仏
た
ち
の
姿
が
整
然

と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
の
マ
ン
ダ

ラ
を
例
に
３
つ
に
分
け
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

１　

外
周
部
（
一
番
外
の
円
の
部
分　

内

側
が
聖
な
る
空
間
で
あ
る
と
い
う
結

界
。）

　

２　

楼ろ
う

閣か
く

（
次
の
正
方
形　

仏
た
ち
の
住

む
宮
殿
。
宮
殿
は
須し

ゅ

弥み

山せ
ん

の
頂
上
に
建

て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。）

　

３　

内な
い

陣じ
ん

（
楼
閣
の
内
部
に
あ
る
仏
た
ち

を
描
い
た
部
分
。）

　

以
上
、
マ
ン
ダ
ラ
展
を
ご
覧
い
た
だ
く
際

宝生如来像
大日如来の南に位置する

阿弥陀如来像
大日如来の西に位置する

不空成就如来像
大日如来の北に位置する

阿閦如来像
大日如来の東に位置する 五仏像　ネパール　国立民族学博物館蔵

大日如来像
金剛界マンダラの中心に位置する
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五
ご

護
ご

陀
だ

羅
ら

尼
に

マンダラ　ネパール　国立民族学博物館蔵

  陀羅尼とは除災や招福などのために唱えられる呪術的な言葉。このマンダラでは陀羅尼が神格化され、女神の姿をとる。

の
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
説
明
い
た

し
ま
し
た
。
展
示
は
、
次
の
と
お
り
２
部
構

成
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

１　

仏
教
の
パ
ン
テ
オ
ン

　

マ
ン
ダ
ラ
に
住
す
る
多
様
な
仏
を
前
述
の

と
お
り
、
大
き
く
５
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
紹

介
し
ま
す
。

　

２　

仏
た
ち
の
住
む
宮
殿

　

ネ
パ
ー
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
・
日
本
の
絵
画
・

立
体
マ
ン
ダ
ラ
を
紹
介
し
ま
す
。

宝
マ
ン
ダ
ラ　

ネ
パ
ー
ル　

国
立
民
族
学
博
物
館
蔵

   

マ
ン
ダ
ラ
は
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
で

は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
展
示
を
ご
覧

に
な
っ
て
、
宇
宙
の
縮
図
で
あ
り
、
同
時
に

自
己
の
心
の
図
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
マ
ン

ダ
ラ
と
は
何
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
自
己
の
内

な
る
世
界
と
自
己
を
と
り
ま
く
宇
宙
を
一
体

化
し
て
捉
え
る
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
知
り
、
自
己
を
見
つ
め
直
す
機
会
と
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
新
た
な
世
界
観
が
芽
生
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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昨
年
、
古
書
市
場
に
現
れ
た
の
は
、
鯨
の
よ
う
な
大
物
、
土
佐
の
捕
鯨
資
料
で
し
た
。
当
館

の
資
料
収
集
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
高
知
県
文
化
財
団
が
こ
れ
を
購
入
し
ま
し
た
。「
捕
鯨

図
下
絵
」
と
「
鯨
鯢
十
種
畧
圖
」
の
２
部
構
成
の
資
料
で
、
前
半
の
「
捕
鯨
図
下
絵
」
は
安
政

２
年
（
１
８
５
５
）、
土
佐
の
鯨
組
、
津
呂
組
の
奥
宮
氏
が
讃
岐
の
金
刀
比
羅
宮
に
奉
納
し
た

捕
鯨
絵
馬
と
構
図
が
似
て
お
り
、
そ
の
下
絵
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
安
政
癸
丑
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
安
政
に
癸
丑
は
な
く
嘉
永
６
年
癸
丑
（
１
８
５
３
）
の
よ
う
で
す
。

　

同
絵
馬
は
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
絵
師
、
河
田
小
龍
が
奥
宮
氏
か
ら
依

頼
さ
れ
て
描
い
た
捕
鯨
図
で
す
。
室
戸
に
招

か
れ
て
捕
鯨
の
様
子
を
見
聞
し
、
写
生
し
た

と
い
う
小
龍
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
い
て
い

ま
す
。
そ
の
下
絵
と
さ
れ
る
本
資
料
に
は
「
こ

の
鯨
の
姿
い
ま
少
し
見
せ
た
る
方
よ
ろ
し
」
な

ど
の
メ
モ
が
あ
り
、
よ
り
良
い
表
現
を
求
め

る
絵
師
の
心
が
し
の
ば
れ
ま
す
。
同
じ
く
下

絵
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
資
料
よ
り
完
成

度
の
高
い
『
津
呂
組
奥
宮
捕
鯨
絵
図
』（
室
戸

市
教
育
委
員
会
蔵
）
を
経
て
、
同
絵
馬
へ
と

昇
華
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

生
の
情
報
が
豊
か
な
の
は
、
下
絵
な
ら
で

は
。
本
資
料
の
勢せ

子こ

船
や
銛も

り

な
ど
道
具
の
図
解

か
ら
も
土
佐
捕
鯨
の
特
徴
が
み
え
て
き
ま
す
。

　

後
半
部
の
、「
鯨
鯢
十
種
畧
圖
」
に
は
、
ザ

ト
ウ
ク
ジ
ラ
や
セ
ミ
ク
ジ
ラ
な
ど
10
種
の
鯨

が
描
か
れ
、
そ
の
後
に
土
佐
の
捕
鯨
の
始
ま

り
な
ど
、
明
治
20
年
（
１
８
８
７
）
の
小
龍

の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

突
然
で
す
が
、
甲か

っ

冑ち
ゅ
う

っ
て
ど
の
よ
う
に
し
て
着
用
す
る
の
で
し
ょ

う
か
？
意
外
と
パ
ー
ツ
が
多
く
て
…
一
体
ど
れ
か
ら
身
に
着
け
た

ら
良
い
の
だ
ろ
う
？
当
館
で
は
子
ど
も
向
け
の
体
験
学
習
と
し
て
甲

冑
を
着
る
メ
ニ
ュ
ー
も
あ
り
ま
す
が
、
最
初
は
皆
と
ま
ど
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
現
在
で
は
戦
国
武
将
を
取
り
上
げ
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
甲

冑
姿
の
人
を
目
に
す
る
機
会
も
増
え
ま
し
た
が
、
実
は
す
で
に
江
戸

時
代
に
は
武
士
で
す
ら
着
用
法
を
知
ら
な
い
人
が
大
勢
い
た
の
で
す
。

そ
れ
は
泰
平
の
世
の
中
に
な
り
、
甲
冑
を
着
用
す
る
機
会
が
な
く

な
っ
た
か
ら
。

　

で
も
武
士
た
る
も
の
、
甲
冑
も
着
ら
れ
な
い
よ
う
で
は
…
と
い
う

こ
と
で
出
版
さ
れ
た
の
が
甲
冑
の
故こ

実じ
つ

や
着
用
法
に
つ
い
て
記
し
た

指
南
書
。
写
真
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
単
騎
要
略
』
と
い
う
書
の
挿さ

し
絵
で
す
。
先
日
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
資
料
群
の
中
に
入
っ
て
い
ま

し
た
。
下
着
・
足
袋
か
ら
臑す

ね

当あ
て

・
籠こ

手て

、
そ
し
て
甲
冑
を
つ
け
る
と

こ
ろ
ま
で
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
全
５
巻
の

う
ち
第
２
巻
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
両
刀
を
差
し
、
喉の

ど

輪わ

・

鉢は
ち

巻ま
き

・
面め

ん

頬ぽ
お

を
つ
け
て
兜か

ぶ
と

を
か
ぶ
る
所
作
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　

戦
国
時
代
の
人
々
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
の
準
備
を
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
10
月
11
日
か
ら
始
ま
る
特
別
展
「
長
宗
我
部
氏
と
宇
喜

多
氏
―
天
下
人
に
翻
弄
さ
れ
た
戦
国
大

名
―
」
で
も
多
数
の
甲
冑
・
武
具
を
展

示
し
ま
す
。
中
に
は
高
知
初
公
開
と
な

る
も
の
も
！
実
際
に
誰
か
が
身
に
着
け

て
い
た
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
鑑
賞
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。                                       

兜をかぶる

面頬をつける 鉢巻をする  喉輪をつける  刀を差す

　
　

捕
鯨
図
下
絵 

甲
冑
の
着
方
を
知
ら
な
い
武
士
へ
の
指
南
書

『
単た

ん

騎き

要よ
う

略
り
ゃ
く

』

中
村　

淳
子

大
黒　

恵
理

『捕鯨図下絵』部分

最
近
の
収
蔵
資
料
か
ら

最
近
の
収
蔵
資
料
か
ら
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学 芸 員 の 机 か ら
学
芸
員
の
机
か
ら

武
将
イ
ベ
ン
ト
花
盛
り

考
古

歴
史

民
俗

　

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
造
立
さ
れ
た
石
造

塔と
う

婆ば

の
一
つ
に
板
碑
（
板
石
塔
婆
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
板

碑
は
、
供
養
塔
、
逆ぎ

ゃ
く

修し
ゅ
う

塔
と
し
て
造
立
さ
れ
も
の
で
、
一

観
面
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

　

東
国
の
武
蔵
国
で
は
、
約
二
万
基
以
上
の
緑り

ょ
く

泥で
い

変へ
ん

岩
製
の

板
碑
が
造
立
さ
れ
ま
し
た
。
四
国
に
も
同
じ
緑
泥
変
岩
を
用

い
た
も
の
が
、
徳
島
県
に
分
布
し
て
お
り
阿
波
型
板
碑
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
板
碑
の
中
に
曼
荼
羅
を
彫
出
し
た

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
埼
玉

県
朝あ

さ

霞か

市
根
岸
台
八
丁
目
、
金
子
家
に
あ
る
板
碑
の
中
に
有

名
な
不
動
曼
荼
羅
板
碑（
高
さ
１
５
６
㎝
、幅
37
㎝
、厚
4.5
㎝
）

が
あ
り
ま
す
。板
碑
に
は「
三
弁
宝
珠
／
弥
陀
一
尊
種
子
」「
不

動
曼
荼
羅
」
を
刻
し
、
そ
の
下
に
左
記
の
よ
う
に
彫
出
し
て

い
ま
す
。
正
安
三
年
（
１
３
０
１
）
に
造
塔
さ
れ
た
も
の
で
、

同
一
板
碑
が
も
う
一
基
あ
り
、
対

を
な
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
板
碑
の
彫
出

に
は
、
専
門
僧
が
関
わ
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。　
　
（
岡
本
）

　
　
　
　
「（
梵
字
五
輪
塔
）」

　
　
　
　
「
正
安
三
年
辛丑  

月
日
」

　
　
　
　
「（
梵
字
五
輪
塔
）」

　

大
坂
の
陣
か
ら
数
え
て
お
よ
そ
４
０
０
年
。
各
地
で
記
念

イ
ベ
ン
ト
が
目
白
押
し
で
す
が
、
特
に
主
戦
場
と
な
っ
た
地

域
で
の
取
り
組
み
が
目
立
ち
ま
す
。
今
回
縁
あ
っ
て
大
阪
府

八
尾
市
の
イ
ベ
ン
ト
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

慶
長
19
年
（
１
６
１
４
）、
京
の
宿
所
を
密
か
に
脱
出
し

た
牢
人
長
宗
我
部
盛
親
は
、
豊
臣
方
と
し
て
大
坂
城
に
入
城
。

大
名
家
返
り
咲
き
を
も
く
ろ
み
、
徳
川
方
と
戦
い
ま
し
た
。

翌
年
の
夏
の
陣
で
は
八
尾
方
面
に
出
撃
。
徳
川
勢
の
藤
堂
高

虎
隊
と
激
突
し
、
激
し
い
戦
闘
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
八
尾

市
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
の
戦
い
を
取
り
上
げ
た

も
の
で
す
。

　

八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
お
け
る
企
画
展
で
専
門
知

識
を
得
た
あ
と
、
古
戦
場
跡
を
歩
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

出
発
。
さ
ら
に
藤
堂
・
長
宗
我
部
両
軍
に
分
か
れ
て
の
模
擬

行
軍
と
腕
相
撲

対
決
な
ど
で
頭

を
弛し

緩か
ん

さ
せ
、

最
後
に
常
光
寺

位
牌
堂
で
の
寺

宝
特
別
観
覧
と

い
う
バ
ラ
ン
ス

の
良
さ
。
歴
史

を
学
ぶ
だ
け
で

な
く
、
楽
し
む

こ
と
の
大
切
さ

を
教
え
て
い
た

だ
い
た
気
が
し

ま
す
。（
野
本
）   

　

３
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
高
知
市
史　

民
俗
編
／
地
方
都
市

の
暮
ら
し
と
し
あ
わ
せ
』
が
発
刊
以
来
市
内
の
書
店
の
売
り

上
げ
ベ
ス
ト
１
を
何
週
間
も
制
覇
し
、
ヒ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
明
治
時
代
の
食
生
活
、
昭
和
初
期
の
高

知
繁
華
街
の
様
子
、
闇
市
と
バ
ラ
ッ
ク
、
商
店
街
の
歴
史
な

ど
市
民
に
と
っ
て
興
味
深
い
内
容
が
目
白
押
し
で
す
。

  

市
町
村
史
の
民
俗
編
は
、
衣
食
住
な
ど
分
類
別
に
民
俗
を

記
述
す
る
ス
タ
イ
ル
が
普
通
で
す
が
、
本
書
で
は
、
ラ
イ
フ

ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
個
人
の
人
生
史
を
中
核
に
据
え
て
い
ま

す
。
主
婦
の
買
い
物
や
工
場
の
町
・
旭
の
変
化
、
引
揚
者
の

戦
後
な
ど
個
人
の
視
点
か
ら
時
代
や
暮
ら
し
が
生
き
生
き
と

描
か
れ
て
い
ま
す
。
取
り
上
げ
て
い
る
時
代
は
ま
さ
に
読
者

と
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
本
書
は
今
を
生
き
る
高

知
市
民
の
「
自
画
像
」
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。
個
々
の

人
間
に
寄
り
添
う
民
俗
学
の
本
領
発
揮
と
言
う
べ
き
で
、
下

手
す
れ
ば
バ
ラ
バ
ラ
な
印
象
に
な
り
か
ね
な
い
内
容
を
一
冊

の
書
物
に
ま
と
め
あ
げ
た
編
者
の
高
岡
弘
幸
氏
を
中
心
と
す

る
執
筆
メ
ン
バ
ー
の
力
量
は
た
い
し
た
も
の
で
す
。

　

た
だ
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
内
容
が
高
知
市
の
民
俗

や
歴
史
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
。
本
書
を

ひ
と
つ
の
里
程
標
と
し
て
、
さ
ら
に
調
査
研
究
が
進
む
こ
と

を
期
待
し
て
い

ま
す
。　
　

　
　
　
（
梅
野
）

埼
玉
県
朝
霞
市
・
県
指
定
文
化
財

　
　
　
　
　
　
不
動
曼
荼
羅
板い
た

碑び

高
知
市
史
　
民
俗
編

不動曼荼羅板碑部分
（朝霞市根岸台金子家）

（『板碑の総合研究』1984年より）

大坂夏の陣　甦る八尾の戦い　常光寺

金子家板碑
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当
館
歴
史
分
野
の
収
蔵
品
（
近
代
）
と
い
え
ば
、戦
時
中
の
軍
関
係
資
料
が
多
数
を
占
め
ま
す
。

そ
ん
な
な
か
、
女
学
校
時
代
の
資
料
を
中
心
と
す
る
山
本
昭
子
（
旧
姓
秦
泉
寺
）
さ
ん
の
資
料

は
際
立
っ
て
い
ま
す
。
山
田
高
等
女
学
校
時
代
の
教
科
書
類
や
、
習
字
・
美
術
作
品
な
ど
か
ら
、

当
時
の
女
子
教
育
の
有
り
様
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
兵
庫
県
の
工
場
に
学
徒
動
員

さ
れ
た
時
の
資
料
な
ど
も
貴
重
で
す
。
ち
ょ
っ
と
当
時
の
尞
の
献
立
表
を
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

三
食
と
も
、
主
食
は
米
麦
、
漬
物
は
大
根
菜
、
副
食
は
大
根

を
中
心
と
し
た
煮
物
か
味
噌
汁
と
な
っ
て
い
ま
す
。
育
ち
盛

り
の
女
学
生
の
た
め
で
し
ょ
う
か
、
昼
食
時
に
は
、
ラ
イ
ス

カ
レ
ー
・
ハ
ヤ
シ
ラ
イ
ス
・
五
目
寿
司
な
ど
が
出
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
ご
く
希
に
、
ま
ん
じ
ゅ
う
＋
コ
ー
ヒ
ー
の
サ
ー

ビ
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和
20
年
に
し
て
は
意
外
な
気

が
し
ま
し
た
が
、
実
は｢

材
料
が
悪
く
、
食
中
毒
を
起
こ
す

人
も
い
ま
し
た
…｣

（
山
本
さ
ん
の
手
記
）
と
い
う
の
が
実
態

で
し
た
。
近
代
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
こ
う
い
っ
た
山
本
さ
ん
の

資
料
を
中
心
に
戦
時
下
の
コ
ー
ナ
ー
を
一
新
し
ま
す
。
是
非

一
度
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）

　

当
館
で
は
、
毎
年
、
中
学
校
職
場
体
験
の
受
入
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
本
年
度
は
、
南
国
市
立
北
陵
中

学
校
、
高
知
市
立
潮
江
中
学
校
、
南
国
市
立
香
長
中

学
校
の
３
校
か
ら
お
申
し
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。

　

４
月
23
日
・
24
日
の
２
日
間
、
北
陵
中
学
校
３
年

生
１
名
が
当
館
に
て
、
業
務
体
験
を
行
い
ま
し
た
。

当
館
学
芸
課
は
企
画
展
「
椿
姫
の
里
・
三
原
」
の
直

前
準
備
中
で
し
た
の
で
、
中
学
生
に
は
、
主
に
企
画

展
の
パ
ネ
ル
準
備
作
業
な
ど
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
５
月
３
日
の
「
歴
民
の
日
」（
開
館

記
念
日
・
入
館
無
料
）
に
実
施
の
ク
イ
ズ
問
題
作
成

に
も
、
意
欲
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
料
を
よ
り
深
く
、

興
味
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
の
こ
と
で
す
。
ク
イ
ズ
の
一
部
は
実
際
の
問
題
に
採

用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
我
）

　

昨
年
に
続
い
て
、
今
年
も
５
月
24
日
（
土
）・

25
日
（
日
）
に
、
い
ざ
な
ぎ
流
と
物
部
川
流
域

の
文
化
を
考
え
る
会
主
催
の
「
神
々
と
精
霊
の

物
語
―
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
の
世
界
―
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
初
日
は
、
山
本
ひ
ろ
子
先
生
、

小
松
和
彦
先
生
、
斎
藤
英
喜
先
生
ら
豪
華
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
講
演
会
と
保
存
会
に
よ
る
湯ゆ

神か
ぐ

楽ら

再
現
。
２
日
目
は
御ご

幣へ
い

切
り
体
験
の
後
、
影か
げ

仙せ
ん

頭ど
う

や
塩し
お

ヶが

峯み
ね

公く

士じ

方か
た

神
社
な
ど
を
巡
り
ま
し
た
。

１
日
目
は
約
１
１
０
名
、
２
日
目
は
約
50
名
が

参
加
し
、
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
野
）

　

当
館
に
来
館
の
学
校
団
体
体
験
学
習
指
導
を
高
知
県
立
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー（
以
下
、埋
文
セ
ン
タ
ー
）と
連
携
し
て
行
い
ま
し
た
。

　
「
勾
玉
を
つ
く
ろ
う
」
で
５
月
１
日
に
高
知
市
立
介
良
小
学
校
、

５
月
２
日
に
高
知
市
立
朝
倉
小
学
校
の
２
校
が
春
の
遠
足
で
来

館
し
ま
し
た
。
体
験
学
習
の
前
に
、
多
目
的
ホ
ー
ル
に
て
埋
文
セ

ン
タ
ー
調
査
員
に
よ
る
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
画
像
を
織
り
交
ぜ

て
の
内
容
は
、
各
学
校
の
周
辺
の
遺
跡
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
、

続
い
て
勾
玉
に
つ
い
て
の
説
明
と
作
り
方
に
つ
い
て
で
す
。
校
区

内
の
自
分
た
ち
の
生
活
圏
内
に
古
い
時
代
の
遺
跡
が
あ
る
と
説
明

を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
は
、
遺
跡
・
出
土
遺
物
、
ひ
い
て
は
歴
史

に
つ
い
て
、
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
し
た
。

　

中
庭
に
移
動
後
は
、
蝋ろ
う

石せ
き

を
削
り
、
紐
通
し
の
孔
を
開
け
る
作

業
を
埋
文
セ
ン
タ
ー
調
査
員
、
当
館
職
員
・
カ
ル
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
タ
ー
が
一
緒
に
指
導
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
協
同
授
業
に
よ
り
、
体
験
学
習
の
材
料
・
道
具
、
団
体
対
応
方
法
な
ど
の
ノ
ウ
ハ

ウ
に
つ
い
て
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
も
両
施
設
の
連
携
に
つ
い
て
試
行
を
重
ね
、

来
館
・
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
つ
な
げ
た
い
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
。　
　
　
（
曽
我
）

れきみんニュース
近
現
代
コ
ー
ナ
ー
の
展
示
替
え 

平
成
26
年
９
月
１
日
～

中
学
生
の
職
場
体
験

神
々
と
精
霊
の
物
語

高
知
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
と
協
同
授
業
を
初
め
て
実
施
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岡
豊
風
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（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
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号

平
成
26
年
6
月
30
日

編
集
・
発
行　

(

公
財)

高
知
県
文
化
財
団

　
　
　
　
　
　

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

〒
783

－

0044　

南
国
市
岡
豊
町
八
幡
１
０
９
９

－

１

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
８
８(

８
６
２)

２
２
１
１

　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
８
８(

８
６
２)

２
１
１
０

開
館
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

休
館
日　

年
末
年
始
12
月
27
日
～
１
月
１
日　

　
　
　
　
　

臨
時
休
館
あ
り

観
覧
料　

通
常
期[

常
設
展]

大
人(

18
才
以
上)

　
　
　
　
　

460
円
・
団
体 (

20
人
以
上)

360
円

　
　
　
　
　
〔
特
別
展･

企
画
展
〕常
設
展
示
込
510
円

　
　
　
　
　

団
体(

20
人
以
上)

410
円

無
料
：
高
校
生
以
下
、高
知
県
及
び
高
知
市
長
寿
手

帳
所
持
者
、療
育
手
帳･

身
体
障
害
者
手
帳

･

障
害
者
手
帳･

戦
傷
病
者
手
帳･

被
爆
者

健
康
手
帳
所
持
者
と
そ
の
介
護
者(

１
名)

　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
・
川
北
印
刷
株
式
会
社

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp

平成26年 6月～10月の催し

インドで生まれ、唐で密教を学ん
だ空海によって日本にもたらされた
マンダラ。本展示では、国立民族
学博物館の所蔵品からチベットや
ネパールのマンダラを展示します。

6月28日(土)～7月31日(木)

◦要予約・観覧料要

◦申込不要・観覧料要（講師:担当学芸員）

講 演 会

展示室トーク

7月5日(土）14:00～16:00　
「マンダラとは何か」  
　講師：立川 武蔵氏
　　　 （国立民族学博物館名誉教授）

7月19日(土）14:00～15:00

企画展

ブッダ・マンダラ
ネパール　国立民族学博物館蔵

仮名手本忠臣蔵（七段目）
香南市深渕神社蔵

小尉　掛花入

深渕神社の芝居絵屏風

特別展

長宗我部氏と宇喜多氏

琥
こ

珀
はく

で勾
まが

玉
たま

を作ろう
８月30日（土）10:00～12:00
要予約（先着30名）、材料費要

深渕神社（香南市野市
町）より寄託された芝居
絵屏風の公開も今回で
３回目。今年は「仮名手
本忠臣蔵」を題材にし
た２点を展示します。謡
本とあわせて、“描かれ
た忠臣蔵”をお楽しみく
ださい。 　

信長・秀吉など、天下人に翻弄された地方の戦国大
名２氏を同時に取りあげる特別展です。
ゆかりの画像や甲冑・刀剣類の他、古文書も充実さ
せて、その盛衰を詳しくご紹介します。

8月1日（金）～8月31日（日）

10月11日（土）～12月7日（日）

コ
ー
ナ
ー
展

高知・岡山文化交流事業Ⅲ

県内札所の貴重な仏像や
絵画を中心に、四国内外
の空海ゆかりの宝物を一
挙公開。
国宝・重要文化財を含む
多彩な作品により、遍路
文化をご紹介します。

承応２年（1653）に高知城北、尾戸で始まった尾戸焼の
資料、「小

こ

尉
じょう

　掛
かけ

花
はな

入
いれ

」「掛花入」の２点を総合展示室
近世コーナーへ追加展示しました。

会場：高知県立美術館
会期：８月23日（土）～９月23日（火・祝）
観覧料：大人1,200円（前売1,000円）
　前売券販売所：高知県立歴史民俗資料館/高新プレイガイド/
　高知大丸プレイガイド/ローソンチケット（Lコード62700）他

企画･運営：　　 高知県立歴史民俗資料館

土佐の藩窯 尾
お

戸
ど

焼

高知編

高知･岡山文化交流事業Ⅰ･Ⅱ特別展

平成24年度 特別展
刀 武士の魂
－備前の名刀と土佐ゆかりの刀剣－
Ａ４版　　114頁
価　格　  1,000円
送　料　　350円

平成25年度 特別展
備 前焼
－薪と炎が織りなす土の美－
Ａ５版　　104頁
価　格　  1,000円
送　料　　300円

図録
販売中

予告

ワクワク
ワーク

常設展示へ資料追加展示（３階総合展示室）


