
仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

三
三

は
じ
め
に

　

あ
た
か
も
現
前
に
い
ま
す
よ
う
な
ホ
ト
ケ
、
単
な
る
仏
像
で
は
な
く
、
意
志

を
持
つ
よ
う
な
ホ
ト
ケ
、
直
接
的
な
御
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
ホ
ト
ケ
。
生
身

の
定
義
は
難
し
い
が
、
通
常
の
ホ
ト
ケ
以
上
の
な
に
か
を
持
つ
ホ
ト
ケ
が
生
身

の
ホ
ト
ケ
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

彫
刻
に
お
い
て
は
、
奥
健
夫
氏
が
一
連
の
論
考
の
中
で
、
耳
孔
や
歯
牙
と

い
っ
た
技
法
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
、
味
深
く
、
単
な
る
木
彫
で
は
な
い
生
身

性
を
付
加
さ
れ
た
作
例
に
つ
い
て
重
要
な
点
を
示
唆
し
て
い
る（

（
（

。
近
年
で
は
塩

澤
寛
樹
氏
が
『
鎌
倉
大
仏
の
謎
』
の
中
で
、
大
仏
の
生
身
性
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
（
（
（

、
古
幡
昇
子
氏
も
快
慶
が
中
心
と
な
っ
て
制
作
し
た
、
兵
庫
・
浄
土
寺
蔵
の

二
十
五
菩
薩
面
に
も
生
身
性
を
見
出
さ
れ
る
な
ど（

（
（

、
彫
刻
史
で
は
生
身
の
観
点

は
重
き
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る（

（
（

。

　

生
身
と
い
え
ば
、
三
国
伝
来
（
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
（
で
栴
檀
瑞
像
と
さ
れ

た
京
都
・
清
凉
寺
の
釈
迦
像
や
同
じ
く
三
国
伝
来(

天
竺
・
百
済
・
本
朝
（
の

長
野
・
善
光
寺
阿
弥
陀
三
尊（

（
（

、
因
幡
か
ら
橘
行
平
を
追
っ
て
飛
来
し
た
と
い
う

京
都
・
因
幡
薬
師
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
と
も
に
鎌
倉
時
代
に
は
そ
の
姿
の
特

徴
を
も
っ
て
写
さ
れ
制
作
さ
れ
た
模
刻
像
が
流
行
し
、
釈
迦
も
し
く
は
阿
弥
陀

信
仰
そ
の
も
の
の
隆
盛
が
あ
り
、
三
国
伝
来
の
正
統
的
な
仏
像
で
あ
る
と
い
う

誇
示
に
加
え
て
生
身
と
い
う
、
二
重
の
特
筆
す
べ
き
特
徴
を
そ
な
え
た
か
た
ち

と
な
っ
て
、
造
形
的
な
継
承
が
な
さ
れ
、
格
段
の
信
仰
を
得
た
こ
と
は
周
知
で

あ
ろ
う
。

　

で
は
、
絵
画
に
お
け
る
生
身
性
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
初
期
に

空
海
が
我
が
国
に
も
た
ら
し
た
密
教
で
は
観
想
が
重
視
さ
れ
、
ホ
ト
ケ
と
一
体

と
な
る
入
我
我
入
観
が
実
践
さ
れ
た
。
ホ
ト
ケ
を
前
に
し
て
ホ
ト
ケ
の
姿
を
観

じ
、
ま
た
、
そ
の
ホ
ト
ケ
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
。
平
安
時
代
に
描
か
れ

た
美
麗
な
る
仏
画
は
截
金
や
彩
色
を
も
っ
て
ホ
ト
ケ
の
身
体
を
厳
飾
し
て
い
る

が
、
灯
明
で
こ
れ
ら
の
仏
画
を
見
れ
ば
、
虚
空
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
よ
う
に
も

見
え
る
と
い
う（

（
（

。
高
雄
曼
荼
羅
や
小
島
曼
荼
羅
、
そ
し
て
醍
醐
寺
本
の
六
字
経

仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

　
　

 

五
色
糸
と
髪
繍

内
　
田
　
啓
　
一



三
四

曼
荼
羅
や
大
勝
金
剛
曼
荼
羅
、
神
奈
川
・
龍
華
寺
本
愛
染
明
王
曼
荼
羅
な
ど
の

紺
紙
金
泥
や
銀
泥
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
仏
画
は
あ
る
種
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ

り
、
幻
影
と
も
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
を
生
身
の
ホ
ト
ケ
と
称
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
で
は
神
護
寺
本
釈
迦
如
来
画
像
（
赤
釈
迦
（
な
ど
の
よ
う

に
截
金
が
多
用
さ
れ
て
い
る
平
安
仏
画
の
諸
作
例
も
そ
う
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
仏
画
対
し
て
な
ん
ら
か
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い

る
作
例
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
に
隆
盛
し
た
阿
弥
陀
来
迎
図
の
阿
弥
陀
の
掌
に
五
色
の

糸
が
括
ら
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
括
ら
れ
て
い
た
痕
跡
を
残
す
作
例
が
あ
る
。

京
都
・
金
戒
光
明
寺
本
の
山
越
阿
弥
陀
が
好
例
で
、
加
須
屋
誠
氏
に
よ
る
詳
細

な
論
考
が
あ
る（

（
（

。
こ
の
場
合
の
阿
弥
陀
如
来
は
往
生
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く

阿
弥
陀
、
生
身
仏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
禅
林
寺
本
の

山
越
阿
弥
陀
が
結
ぶ
転
法
輪
印
の
掌
に
も
孔
が
あ
り
、
糸
の
跡
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
山
越
阿
弥
陀
で
あ
る
点
と
正
面
向
き
で
あ
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
、
髪
繍
作
例
が
あ
る
。
基
本
的
に
は
描
か
れ
た

仏
菩
薩
の
絵
像
な
の
で
あ
る
が
、
仏
菩
薩
の
頭
部
だ
け
を
人
毛
を
も
ち
い
て
刺

繍
し
た
も
の
で
、
明
か
な
意
図
を
も
っ
て
髪
繍
と
し
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ

る
。

　

本
稿
で
は
、
法
身
と
生
身
の
関
係
や
概
念
的
な
生
身
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、

実
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
作
例
の
中
で
な
ん
ら
か
の
工
夫
・
装
置
を
施
さ
れ
た

画
像
の
中
で
五
色
の
糸
と
髪
繍
に
つ
い
て
考
え
、
純
粋
な
絵
画
に
付
加
さ
れ
た

装
置
を
指
摘
し
、
絵
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

　
一
　
彫
刻
に
お
け
る
生
身
と
装
置

　

１　
種
々
の
し
つ
ら
え

　

彫
像
に
お
け
る
生
身
性
は
耳
穴
の
貫
通
・
鼻
穴
の
貫
通
、
歯
牙
の
取
り
付
け

で
あ
る
い
わ
ゆ
る
歯
吹
き
、
像
内
の
五
臓
六
腑
、
鈴
な
ど
に
よ
る
音
声
、
着
衣
、

植
毛
あ
る
い
は
貼
毛
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
通
例
の
彫
像
に
一
工
夫
が
こ

ら
さ
れ
て
お
り
、
人
間
と
共
通
す
る
特
徴
を
部
分
的
に
で
も
備
え
た
も
の
で
あ

る
。
耳
穴
・
鼻
穴
の
貫
通
作
例
は
運
慶
作
で
真
如
苑
の
大
日
如
来
像
や
興
福

寺
・
無
著
世
親
像
、
東
大
寺
の
俊
乗
房
重
源
像
、
奈
良
・
大
蔵
寺
の
地
蔵
菩
薩

像
な
ど
類
例
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
歯
牙
に
つ
い
て
は
奥
健
夫
氏
に
よ
っ

て
、
様
々
な
作
例
が
論
じ
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
筆
者
が
調
査
し
た
作
例
の
な
か
で
は

広
島
・
浄
土
寺
の
木
像
不
動
明
王
の
歯
牙
取
り
付
け
（
図
１
、
２
（
の
例
が
興

味
深
い
。
鈴
に
つ
い
て
は
同
じ
く
広
島
・
安
国
寺
の
善
通
寺
式
阿
弥
陀
三
尊
の

阿
弥
陀
像
や
個
人
蔵
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
像
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
事
例
な
ど

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

五
臓
六
腑
を
そ
な
え
た
事
例
で
著
名
な
の
は
、
清
凉
寺
釈
迦
像（

（
（

で
あ
り
、
絹

地
で
制
作
さ
れ
た
五
臓
が
像
内
に
納
入
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
歯

牙
を
納
入
し
、
瞳
に
黒
曜
石
を
嵌
入
す
る
な
ど
、
人
間
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る

試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
南
宋
時
代
の
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
の
観
音
菩

薩
像
の
像
内
に
も
五
臓
が
納
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の



仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

三
五

師
を
単
な
る
木
造
と
見
な
さ
な
い
宗
教
上
の
格
段
の
思
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場

合
、
年
中
行
事
の
中
に
衣
替
え
も
あ
り
、
我
々
と
同
様
に
庵
断
を
感
じ
る
と
い

う
意
識
が
あ
る
。
ま
た
、
着
衣
同
様
に
お
身
拭
い
も
格
段
な
信
仰
形
態
で
あ
る
。

こ
れ
も
生
身
仏
で
あ
る
が
故
の
仏
事
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
耳
孔
や
歯
牙
、
植
毛
、
あ
る
い
は
着
装
な
ど
、
視
覚
的
な
面
で
特
別

な
し
つ
ら
え
が
加
え
ら
れ
、
そ
し
て
広
島
・
安
国
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
よ
う

に
、
頭
中
に
鈴
が
籠
め
ら
れ
、
聴
覚
的
な
点
で
も
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
あ
る
種
の
装
置
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
仏
像
に
生
身
を
求
め
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
通
常
の
彫
像
に
は
備
え
ら
れ
て
い
な
い
装

置
に
よ
っ
て
、
対
す
る
者
に
と
っ
て
意
識
の
異
な
る
礼
拝
仏
と
な
る
よ
う
で
あ

る
。

　

２　
迎
講
本
尊

　

装
置
と
い
う
点
で
は
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
（、
快
慶
作
の
兵
庫
・
浄
土

彫
像
に
も
像
内
納
入
の
事
例
は
多
い
が
、
像
内
を
聖
な
る
空
間
と
み
な
し
て
お

り
（
（1
（

、
五
臓
の
類
例
は
み
ら
れ
な
い
。

　

着
衣
は
奈
良
・
伝
香
寺
の
地
蔵
菩
薩
像
や
京
都
・
広
隆
寺
の
聖
徳
太
子
像
な

ど
が
著
名
で
あ
る
。
広
隆
寺
像
に
つ
い
て
は
、
奥
健
夫
氏
に
よ
る
と
、
金
剛
三

昧
院
本
「
太
子
生
身
供
式
」
に
よ
っ
て
、
供
食
や
寒
暖
に
お
け
る
対
処
法
が
規

定
さ
れ
て
い
る
と
い
い（
（（
（

、
ま
さ
に
生
き
て
い
る
聖
徳
太
子
に
接
す
る
が
ご
と
く

奉
仕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
広
隆
寺
像
に
は
疑
似
聖
遺
物
と
し

て
、
頭
髪
が
あ
る
。
祖
師
像
の
な
か
に
着
衣
像
が
多
い
が
、
自
ら
の
宗
祖
の
祖

寺
の
阿
弥
陀
裸
形
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
迎
講
の

時
に
本
堂
の
阿
弥
陀
堂
か
ら
娑
婆
堂
ま
で
行
道

す
る
像
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
裸
形
の
阿
弥

陀
如
来
で
像
高
二
六
六
・
五
セ
ン
チ
と
い
う
行

道
像
と
し
て
大
型
で
あ
り
、
し
か
も
着
装
像
で

あ
る
。
迎
講
に
集
会
し
た
衆
庶
は
現
実
の
衣
を

着
し
た
阿
弥
陀
如
来
を
直
視
す
る
こ
と
で
自
ら

の
迎
接
を
現
実
の
も
の
と
し
て
実
感
し
た
に
違

図１　不動明王坐像　広島・浄土寺

図２　 不動明王坐像  口  広島・浄土寺



三
六

い
な
い
。

　

關
信
子
氏
が
そ
の
一
連
の
論
考
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
岡
山
・
弘
法
寺
、
迎

講
阿
弥
陀
像
は
人
間
が
阿
弥
陀
像
を
装
着
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る（
（1
（

。
木
彫

と
は
い
え
、
内
刳
を
最
大
限
に
施
し
、
超
軽
量
な
も
の
と
し
、
内
部
に
は
人
間

が
肩
の
箇
所
で
担
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
横
棒
を
前
後
に
渡
し
た
仕
組
み
が

あ
る
。
い
わ
ば
阿
弥
陀
如
来
の
着
ぐ
る
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
阿
弥
陀
如
来
像

を
着
し
た
阿
弥
陀
如
来
が
迎
講
で
浄
土
か
ら
娑
婆
へ
と
動
く
と
い
う
姿
を
参
集

し
た
人
々
は
目
の
当
た
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
今
そ
こ
に
現
前
す
る
生
身
の
阿

弥
陀
如
来
を
自
ら
の
臨
終
に
際
し
て
来
迎
す
る
阿
弥
陀
如
来
の
イ
メ
ー
ジ
と
重

ね
合
わ
せ
て
往
生
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

　

關
氏
は
こ
の
他
に
も
広
島
・
米
山
寺
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
に
人
間
が
中
に
入

る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
、
岡
山
・
誕
生
寺
に
は
か
つ
て
同
様
な
像
が
あ
り
、
迎

講
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
堂
の
本
尊
像

は
本
堂
内
陣
の
安
穏
で
聖
な
る
場
に
安
置
さ
れ
、
人
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な

い
。
本
堂
像
は
静
か
に
礼
拝
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
迎
講
像
は
担

が
れ
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
転
倒
や
な
に
か
に
接
触
に
よ
る
損
壊
、
ま
た
、
悪

天
候
な
ど
を
含
め
て
劣
化
や
破
損
の
可
能
性
は
数
段
高
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
現
存
作
例
は
稀
少
で
あ
る
が
、
迎
講
像
は
思
い
の
外
多
く
造

像
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
普
段
は
本
堂
の
中
央
奧
に
安
置
さ
れ
目
に
触
れ
る

機
会
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
迎
講
像
は
法
会
の
場
で
公
開
さ
れ
る
。
登
場
す
る

こ
と
で
衆
目
に
触
れ
る
の
で
あ
り
、
数
年
に
一
度
行
わ
れ
る
秘
仏
の
御
開
帳
に

近
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
通
常
の
仏
像
は
当
然
な
が
ら
清
浄
な
る
造
作

物
で
あ
り
、
礼
拝
者
側
か
ら
法
会
や
講
を
通
じ
て
働
き
か
け
る
。
し
か
し
、
生

身
仏
の
場
合
は
視
覚
的
も
し
く
は
聴
覚
的
に
礼
拝
者
へ
と
働
き
か
け
る
の
で
あ

る
。

　

さ
て
、
彫
刻
作
例
で
は
な
い
が
、
空
海
の
入
定
信
仰
は
生
身
信
仰
の
最
た
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
石
山
寺
淳
祐
が
高
野
山
奥
の
院
に
て
入
定
し
た
空
海
に
触
れ
、

そ
の
香
り
が
い
つ
ま
で
も
消
え
ず
に
残
る
と
い
っ
た
伝
承
や
丹
生
明
神
と
高
野

明
神
を
従
え
、
都
率
に
い
て
、
弥
勒
の
下
生
と
と
も
に
現
世
に
戻
る
と
の
信
仰

は
今
に
生
き
て
い
る
と
い
う
空
海
に
対
す
る
生
身
信
仰
で
あ
る
。
ま
た
、
四
国

八
十
八
箇
所
巡
礼
に
お
い
て
、
遍
路
が
着
す
る
白
装
束
に
記
さ
れ
た
「
南
無
大

師
遍
照
金
剛
」
と
と
も
に
み
え
る
「
同
行
二
人
」
の
文
言
は
空
海
と
二
人
と
い

う
意
で
あ
り
、
空
海
が
今
に
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
記
さ
れ
る
象
徴
的
な
も
の

で
あ
る
。
同
行
二
人
で
あ
る
が
故
に
辺
路
を
無
事
に
巡
礼
で
き
る
と
い
う
安
堵

で
あ
る
。二

　
絵
画
に
お
け
る
装
置
　
五
色
糸

　

１　
来
迎
と
五
色
糸

　

迎
接
図
（
来
迎
図
（
が
迎
講
や
臨
終
行
儀
の
一
連
の
浄
土
教
儀
礼
の
な
か
で

本
尊
画
像
と
し
て
奉
懸
さ
れ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
頭
北
面
西
の
臨

終
行
儀
に
お
け
る
横
臥
姿
勢
と
西
方
極
楽
浄
土
か
ら
来
迎
す
る
様
を
あ
ら
わ
し

た
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
の
左
斜
め
の
構
図
と
の
関
連
は
大
串
純
夫
氏
が
指
摘
さ

れ
（
（1
（

、
日
本
美
術
の
右
か
ら
左
へ
と
物
語
が
展
開
し
、
右
か
ら
左
へ
と
進
ん
で
行
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く
こ
と
は
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
と
時
間
が
推
移
す
る
と
の
大
前
提

を
ふ
ま
え
、
阿
弥
陀
来
迎
が
時
空
と
逆
行
す
る
左
か
ら
の
動
き
に
着
目
し
た
の

が
榊
原
悟
氏
の
興
味
深
い
見
解
で
あ
る（
（1
（

。
こ
れ
は
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
延
喜
加

持
の
巻
に
登
場
す
る
護
法
童
子
が
左
端
か
ら
雲
上
に
て
虚
空
を
疾
駆
す
る
構
図

に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

　

さ
て
、
赤
・
青
・
緑
（
黒
（・
黄
・
白
の
五
色
で
構
成
さ
れ
る
糸
は
臨
終
本

尊
の
彫
像
や
画
像
と
臨
終
者
が
結
ば
れ
た
証
と
な
る
。
法
然
上
人
絵
伝
な
ど
で

も
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
絵
伝
で
は
臨
終
本
尊
と

し
て
、
乗
雲
の
阿
弥
陀
如
来
来
迎
図
と
五
色
糸
に
よ
っ
て
結
縁
し
、
ま
さ
し
く

往
生
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
を
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
僧

俗
や
貴
賤
の
区
別
も
な
い
。
巻
一
の
漆
時
国
臨
終
や
巻
十
一
の
公
継
臨
終
で
の

往
生
者
は
烏
帽
子
を
被
り
、
狩
衣
を
着
た
俗
体
の
姿
で
あ
り
、
巻
四
十
三
の
湛

空
臨
終
や
、
信
寂
臨
終
、
巻
四
十
四
の
隆
寛
臨
終
は
端
坐
、
或
い
は
横
臥
し
た

僧
侶
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
心
寂
臨
終
は
雪
の
積
も
る
寒
々
し
い
日
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
粗
末
な
小
屋
で
筵
を
敷
い
た
だ
け
の
上
に
端
坐
合
掌
と
い
う
富
裕
と

は
い
え
な
い
僧
・
心
寂
の
臨
終
場
面
で
あ
る
。
し
か
も
、
阿
弥
陀
如
来
画
像
は

ど
う
み
て
も
絹
本
著
色
で
は
な
く
、
紙
本
淡
彩
の
し
か
も
紙
表
装
で
簡
素
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
極
楽
へ
の
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張

が
法
然
上
人
絵
伝
に
は
あ
る
。

　

ま
た
、
法
然
上
人
絵
伝
の
中
で
、
巻
三
十
七
の
法
然
臨
終
の
二
週
間
前
の
儀

礼
で
は
彫
像
と
結
縁
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
諸
往
生
伝
に
記
さ
れ

る
臨
終
行
儀
で
は
彫
像
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
と
の
五
色
糸
に
よ
る
往
生
も
し
ば

し
ば
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語（
（1
（

』
に
記
さ
れ
る
藤
原
道
長
臨
終
で
は

み
ず
か
ら
が
建
立
し
た
法
住
寺
九
仏
堂
で
丈
六
阿
弥
陀
に
五
色
糸
を
結
び
つ
け

て
往
生
し
た
の
で
あ
り
、
権
力
者
の
な
せ
る
力
業
で
あ
る
が
、『
法
然
上
人
絵

伝
』
に
み
ら
れ
る
法
然
も
悉
皆
金
色
の
木
造
阿
弥
陀
如
来
を
臨
終
本
尊
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
彫
像
を
臨
終
本
尊
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
絵
画
な

の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
寛
和
二
年
（
九
八
五
（
に
源
信
が
著
し
た
『
往
生
要
集
』
中
之
末（
（1
（

「
第
二
臨
終
行
儀
者
」
で
は
、『
四
分
律
鈔
』
を
引
用
し
て
、

其
堂
中
置
一
立
像
。
金
薄
塗
之
。
面
向
西
方
。
其
像
右
手
挙
。
左
手
中
繋

一
五
綵
幡
。
脚
垂
曳
地
当
安
病
者
。
在
像
之
後
。
左
手
執
幡
脚
。
作
従
仏

往
仏
浄
刹
之
意
。

と
あ
り
、
堂
中
に
仏
像
を
安
置
し
、
五
色
の
幡
を
左
手
に
繋
ぎ
、
病
者
、
す
な

わ
ち
往
生
者
の
左
手
に
幡
の
橋
を
繋
が
せ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
永

延
二
年
（
九
八
八
（
に
源
信
が
撰
集
し
た
『
横
川
首
楞
嚴
院
二
十
五
三
昧
式（
（1
（

』

に
も
、　佛

像
向
西
方
。
病
人
亦
從
後
。
佛
像
右
手
中
繋
五
色
之
幡
。
授
病
者
左
手
。

將
令
執
幡
脚
。
當
令
成
從
佛
往
生
之
思
。

と
、
往
生
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
仏
像
と
繋
い
だ
五
色
の
幡
を
用
い
る
こ
と
が

繰
り
返
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
幡
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
幅
広
の

も
の
で
は
な
い
も
の
ら
し
い
。
彫
像
の
阿
弥
陀
如
来
を
現
実
の
阿
弥
陀
如
来
と

し
て
想
定
し
、『
往
生
要
集
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
作
従
仏
往
仏
浄
刹
之
意
」、

『
横
川
首
楞
嚴
院
二
十
五
三
昧
式
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
成
從
佛
往
生
之
思
」
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と
な
り
、
極
楽
往
生
を
体
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
密
教
事
相
書
で
臨
終
儀
礼
を
み
て
み
る
と
、
興
然
『
五
十
巻
抄（
（1
（

』

第
六
「
臨
終
行
儀
」
に
、

花
厳
経
探
玄
記
四
云
。
依
西
国
法
。
有
欲
捨
命
者
。
令
面
向
西
臥
。
於
前

安
一
立
像
。
亦
面
西
。
以
一
幡
頭
掛
象
手
指
。
令
病
人
手
捉
幡
脚
。
口
称

仏
名
。
作
随
仏
往
生
浄
土
之
意
云
々

と
、
唐
代
に
て
華
厳
経
学
の
大
成
者
と
し
て
知
ら
れ
る
法
蔵
撰
『
華
厳
経
探
玄

記
（
（1
（

』
を
引
用
し
て
、
五
色
で
は
な
い
が
、
や
は
り
彫
像
の
手
指
に
播
を
掛
け
、

そ
の
末
端
を
持
ち
、
念
仏
を
称
え
る
と
浄
土
に
往
生
す
る
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
彫
像
に
何
か
を
装
着
し
て
修
法
本
尊
と
し
た
事
例
に
愛
染
明
王

像
の
左
第
三
手
に
修
法
目
的
に
応
じ
て
何
か
を
握
ら
せ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

『
瑜
祇
経（
11
（

』
第
五
品
に
説
か
れ
る
愛
染
明
王
の
像
容
が
六
臂
の
持
物
に
つ
い
て

詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
う
ち
の
左
第
三
手
の
持
物
に
つ
い

て
は
「
左
下
手
持
彼　

右
蓮
如
打
勢
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

右
手
の
蓮
華
が
打
つ
よ
う
な
勢
い
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
持
彼
」
と
の
曖
昧
な
文
言
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
後
期
の
事
相
僧

の
間
で
は
解
釈
が
拡
が
り
、
息
災
・
増
益
・
敬
愛
・
降
伏
な
ど
の
修
法
目
的
に

応
じ
て
持
物
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
息
災
法
に
は
日
輪
、
増
益
法

に
は
宝
珠
、
敬
愛
法
に
は
人
頭
も
し
く
は
蓮
華
、
そ
し
て
降
伏
法
に
は
独
鈷
と

持
物
を
違
え
て
修
法
に
臨
む
の
で
あ
る（
1（
（

。
絵
画
の
愛
染
明
王
の
場
合
は
「
持

彼
」
を
場
合
に
応
じ
て
換
え
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
以
上
、
物
理
的
に
不
可

能
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
物
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
細
見
美
術
館
本

の
愛
染
明
王
画
像
は
日
輪
、
根
津
美
術
館
本
で
は
宝
珠
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
彫
像
の
愛
染
明
王
像
の
左
第
三
手
は
軽
く
握
っ
た
拳
と
し
て
、
持
物

が
な
い
場
合
が
多
く
、
拳
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
も
の
が
握
ら
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
彫
像
の
場
合
で
も
五
色
糸
が
結
ば
れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
や
手
に
な
に

か
を
持
た
さ
れ
た
愛
染
明
王
像
は
そ
の
時
点
で
意
識
的
に
は
生
身
の
尊
像
と
な

る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
仏
像
は
入
魂
の
時
点
で
広
義
の
意
で
生
身
と
な
り
、

礼
拝
対
象
と
な
る
の
だ
が
、
改
め
て
付
加
的
な
も
の
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
一
層
の
生
身
性
が
増
長
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
五
色
の

糸
も
あ
る
種
の
装
置
と
考
え
て
も
良
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

２　
山
越
阿
弥
陀
図
と
五
色
糸

　

絵
画
作
例
の
な
か
で
、
五
色
糸
が
繋
が
れ
て
い
た
違
例
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
画
像
に
は
禅
林
寺
本（
11
（

や
金
戒
光
明
寺
本
の
山
越
阿
弥
陀
図
が
あ
る
。

　

山
越
阿
弥
陀
の
大
き
な
特
徴
は
正
面
構
図
と
い
う
点
で
あ
り
、
正
面
構
図
で

あ
る
と
往
生
者
と
ま
さ
し
く
向
か
う
の
で
あ
り
、
往
生
し
よ
う
と
す
る
者
と
迎

接
す
る
阿
弥
陀
の
相
互
の
意
志
を
確
認
し
あ
う
よ
う
な
意
図
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
法
然
上
人
絵
伝
の
湛
空
や
信
寂
が
掲
げ
た
臨
終
本
尊
阿
弥
陀
来
迎
図
は
独

尊
の
左
斜
め
構
図
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
斜
め
構
図
の
阿
弥
陀
来
迎
図
に
五
色

の
糸
が
残
る
中
世
前
期
の
作
例
は
残
念
な
が
ら
み
あ
た
ら
な
い
。

　

さ
て
、
山
越
阿
弥
陀
と
し
て
は
名
高
い
禅
林
寺
本
や
金
戒
光
明
寺
本
の
他
に

も
栃
木
・
現
聲
寺
本
や
個
人
蔵
の
山
越
阿
弥
陀
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
現
聲
寺
本
（
図
３
（
は
、
絹
本
著
色
、
縦
一
〇
一
・
○
、

横
六
十
六
・
二
の
法
量
で
、
絹
継
ぎ
は
右
か
ら
、
十
三
・
三
、
四
十
・
一
、
十

二
・
八
と
な
っ
て
い
る（
11
（

。
や
や
目
の
粗
い
絹
に
画
面
下
方
に
山
と
雲
を
描
き
、

そ
の
山
を
越
え
て
転
法
輪
印
の
正
面
向
き
阿
弥
陀
如
来
の
胸
上
を
画
面
一
杯
に

あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
大
き
さ
は
ほ
ぼ
等
身
大
で
あ
る
点

注
目
さ
れ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
衣
に
は
宝
相
華
文
や
卍
繋
ぎ
文
、
麻
の
葉
文
等

が
あ
ら
わ
さ
れ
、
衣
裏
に
は
編
み
目
文
が
統
一
し
て
み
ら
れ
、
丁
寧
な
仕
上
が

り
で
あ
る
。
や
や
退
色
著
し
い
が
、
観
察
す
れ
ば
山
に
は
松
樹
が
描
か
れ
、
下

方
に
は
水
波
が
あ
ら
わ
さ
れ
（
図
４
（（
図
５
（、
清
浄
な
る
場
と
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
画
絹
や
描
法
、
そ
し
て
彩
色
か
ら
判
じ
て
十
四
世
紀
後
半
と
判

じ
ら
れ
る
作
例
で
あ
る
が
、
山
越
と
い
う
、
そ
れ
ほ
ど
類
例
多
く
は
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
第
一
指
と
第
二
指
の
間
に
は
五
色
糸
の
跡
が
残

さ
れ
て
い
る
（
図
６
（
点
で
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
阿
弥
陀
と
と
も
に
湧
き
い

で
る
雲
は
山
を
越
え
た
か
の
よ
に
向
か
っ
て
右
か
ら
出
て
い
る
。
つ
ま
り
北
方

か
ら
流
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
往
生
者
が
阿
弥
陀
と
対
峙
す
れ
ば
、
頭
上
か
ら

雲
が
出
で
て
い
る
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
図
は
明
ら
か
に

臨
終
本
尊
と
知
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

図３　山越阿弥陀図　栃木・現聲寺

図４　 山越阿弥陀図　部分 
松樹（赤外線） 
栃木・現聲寺

図５　 山越阿弥陀図　部分 
水波（赤外線） 
栃木・現聲寺
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十
一
面
・
勢
至
三
尊
画
像
の
阿
弥
陀
如
来
頭
部
や
滋
賀
・
浄
厳
院
本
阿
弥
陀
二

十
五
菩
薩
来
迎
図
、
栃
木
・
宝
厳
寺
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
等
に
も
み
ら
れ
る
。

善
照
寺
本
の
三
尊
は
正
面
向
き
で
脇
侍
に
聖
観
音
で
は
な
く
、
十
一
面
観
音
を

配
す
る
点
で
特
異
な
作
例
で
あ
り
、
十
一
面
観
音
に
対
し
て
格
段
の
信
仰
が

あ
っ
た
者
に
よ
る
画
像
と
思
わ
れ
る
が
、
十
一
面
や
勢
至
の
頭
部
に
は
こ
の
技

法
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
浮
か
び
上
が
る
の
は
阿
弥
陀
如
来
の
頭
部
だ
け
で

あ
る
。
ま
た
、
浄
厳
院
本
の
場
合
も
二
十
五
菩
薩
に
は
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
阿

弥
陀
の
頭
だ
け
で
あ
る
。
現
聲
寺
本
は
阿
弥
陀
如
来
だ
け
の
画
像
で
あ
り
、
そ

の
阿
弥
陀
如
来
頭
部
に
金
泥
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
、
よ
り
一
層
鮮
明
に

　

こ
こ
で
興
味
深
い
点
は
阿

弥
陀
如
来
の
螺
髪
の
周
囲
が

金
泥
に
よ
っ
て
縁
取
ら
れ
、

さ
ら
に
頭
光
の
内
側
に
も
金

泥
が
刷
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
（
図
７
（。
こ
れ
は

眼
前
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
如

来
そ
の
も
の
を
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
効
果
的
な
技
法
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
聲

寺
本
同
様
に
頭
部
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
工
夫
は
和
歌

山
・
善
照
寺
本
の
阿
弥
陀
・

浮
か
び
あ
が
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
が
、
個
人
蔵
の
阿
弥
陀
如

来
画
像
に
も
み
ら
れ
る
創
意
工
夫
で
あ
り
、
尊
像
が
涌
現
す
る
よ
う
な
視
覚
的

効
果
を
期
待
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
本
図
の
場
合
、
阿
弥
陀
如
来

が
等
身
大
で
あ
る
の
で
、
往
生
者
に
親
近
感
が
覚
え
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
螺
髪
は
現
状
で
は
茶
褐
色
に
変
色
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
通
例
の

黒
や
群
青
で
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
緑
青
な
ど
金
属
変
化
に
よ
っ
て
焼
け

た
感
が
あ
る
が
、
当
初
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

五
色
糸
は
結
縁
の
た
め
の
い
わ
ば
法
具
と
で
も
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、

な
に
よ
り
も
阿
弥
陀
画
像
を
真
の
阿
弥
陀
で
あ
る
と
認
識
せ
ね
ば
意
味
が
な
い
。

絵
像
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
画
像
に
五
色
糸
が
括
ら
れ
、
往
生
者
と
結
ば
れ
た

瞬
間
に
生
身
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

図７　 山越阿弥陀図  部分  栃木・現聲寺

図６　山越阿弥陀図　部分　栃木・現聲寺



仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

四
一

二
　
絵
画
に
お
け
る
装
置
　
髪
繍

　

１　
繍
仏
と
髪
繍

　

染
織
作
例
の
な
か
に
刺
繍
に
よ
っ
て
仏
菩
薩
の
姿
や
曼
荼
羅
な
ど
を
作
成
し

た
繍
仏
が
あ
る（
11
（

。
中
将
姫
伝
説
を
も
つ
蓮
糸
綴
れ
織
り
当
麻
曼
荼
羅
が
著
明
で

あ
る
が
、
古
代
に
も
多
く
制
作
さ
れ（
11
（

、
中
世
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
如
来
図
や
阿

弥
陀
三
尊
来
迎
図
、
さ
ら
に
は
阿
弥
陀
三
尊
種
子
な
ど
の
繍
仏
作
例
が
知
ら
れ

て
お
り
、
思
い
の
外
作
例
は
多
い
。
ま
た
、
繍
仏
は
俗
に
女
性
の
発
願
者
が
作

成
し
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
点
に
つ
い
て
は
再
考
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
繍
仏
の
作
例
に
種
子
が
多
い
こ
と
は
文
字
の
力
と
い
う
意
味
を
含
め
て

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
種
子
曼
荼
羅
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
の
な
か
刺
繍
に
よ
っ
て
尊
像
を
表
現
し
た
繍
仏
に
は
人
毛
を
用
い

た
髪
繍
作
例
が
多
く
あ
る
。
①
繍
仏
の
絹
糸
の
一
部
に
織
り
交
ぜ
て
人
毛
が
混

入
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
②
種
子
曼
荼
羅
の
種
子
が
髪
繍
で
あ
る
場
合
、
そ
し

て
③
仏
菩
薩
な
ど
の
頭
髪
に
ま
さ
し
く
人
毛
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る（
11
（

。

②
の
種
子
に
頭
髪
と
い
う
作
例
は
も
多
く
、
ま
た
こ
れ
も
改
め
て
考
る
べ
き
問

題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
③
の
釈
迦
や
阿
弥
陀
の
如
来
形
の
場
合

は
、
身
体
や
衣
な
ど
は
い
わ
ゆ
る
色
絹
糸
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
髪
繍
は

螺
髪
と
し
て
渦
巻
き
状
に
整
え
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

作
例
と
し
て
、
徳
川
美
術
館
蔵
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図（
11
（

や
滋
賀
・
宝
厳
寺
蔵
阿
弥

陀
三
尊
来
迎
図
、
神
奈
川
・
龍
華
寺
蔵
伝
十
三
仏
図
な
ど
が
あ
る
。
繍
仏
の
制

作
目
的
は
故
人
の
追
善
供
養
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
人
毛
も
故
人
の
毛
髪

が
用
い
ら
れ
、
故
人
の
遺
徳
を
偲
び
な
が
ら
一
針
一
針
の
造
仏
作
善
を
行
う
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
信
二
氏
も
『
繍
仏
』
の
巻
末
に
「
付
論
髪
繍
に

つ
い
て
」
と
特
別
な
論
を
設
け
て
い
る
の
で（
11
（

、
今
後
注
目
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

中
世
に
お
い
て
毛
髪
が
故
人
を
偲
ぶ
形
見
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
鎌
倉

時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
動
乱
を
描
き
出
し
た
軍
記
物
語
『
太
平
記（
11
（

』
巻

第
二
に
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
謀
と
し
て
知
ら
れ
る
元
弘
の
変

を
み
て
み
た
い
。
首
謀
者
と
し
て
六
波
羅
探
題
に
捕
縛
さ
れ
、
護
送
さ
れ
た
鎌

倉
に
て
日
野
俊
基
の
処
刑
が
記
さ
れ
た
「
俊
基
誅
せ
ら
る
る
事
な
ら
び
に
助
光

が
事
」
で
、
斬
首
の
の
ち
家
臣
の
助
光
が
京
に
も
ど
り
、
奥
で
あ
る
北
の
方
に

会
う
と
い
う
内
容
の
な
か
に
、

い
か
に
や
、
弁
殿
（
俊
基
（
は
い
つ
頃
に
御
上
り
有
る
べ
し
と
の
御
返
事

ぞ
、
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
助
光
は
ら
は
ら
と
涙
を
こ
ぼ
し
て
、
は
や
斬
ら

れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
候
ふ
。
こ
れ
こ
そ
今
は
の
き
は
の
御
返
事
に
て
候
へ
、

と
て
鬢
の
髪
と
消
息
と
を
差
し
上
げ
て
、
声
も
惜
し
ま
ず
泣
き
け
れ
ば
…

と
亡
き
主
君
の
毛
髪
と
手
紙
を
形
見
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
髪
を
形
見
し
た
物

語
と
し
て
、
を
同
じ
く
『
太
平
記
』
の
巻
第
三
に
記
さ
れ
る
も
の
で
、
後
醍
醐

天
皇
が
都
を
脱
出
し
、
南
山
城
の
笠
置
寺
に
籠
も
り
、
謀
反
と
し
た
が
、
あ
っ

け
な
く
幕
府
軍
に
陥
落
さ
れ
、
後
醍
醐
側
の
諸
人
が
次
々
と
処
刑
さ
れ
て
い
く

「
笠
置
の
囚
人
死
罪
流
刑
の
事　

付
け
た
り
藤
房
卿
の
事
」
で
は
、
常
陸
国
に

流
さ
れ
る
藤
房
が
今
生
で
は
も
は
や
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
左
衛
門
佐
局
と
い



四
二

う
女
房
に
対
し
、

中
納
言
（
藤
房
（
鬢
の
髪
を
少
し
切
っ
て
、
歌
を
書
き
そ
え
て
ぞ
置
か
れ

け
る
。

　

黒
髪
の
乱
れ
ん
世
ま
で
な
が
ら
へ
ば
こ
れ
を
今
は
の
形
見
と
も
見
よ

こ
の
女
房
立
ち
帰
り
、
形
見
の
髪
と
歌
を
見
て
、
読
み
て
は
泣
き
、
泣
き

て
は
読
み
…

と
、
藤
房
は
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
鬢
の
髪
を
切
り
、
和
歌
を
し
た
た
め
て
形
見

と
し
て
い
る
。
身
体
の
一
部
で
あ
り
、
ま
た
、
腐
敗
も
し
な
い
と
い
う
条
件
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
毛
髪
は
ま
さ
し
く
そ
の
人
で
あ
り
、
故
人
の
代
用
品
で
あ

り
、
偲
ぶ
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
繍
仏
に
毛
髪
が
縫
い

込
ま
れ
た
髪
繍
は
追
善
供
養
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

髪
を
繍
仏
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡（
11
（

』
第
十
六
の
正
治
二
年
（
一

二
〇
〇
（
正
月
十
三
日
の
条
に
源
頼
朝
一
周
忌
に
際
し
て
、

十
三
日
庚
子
。
晴
。
入
夜
雪
下
。
殆
盈
尺
。
垸
飯
。
土
肥
弥
太
郎
沙
汰
也
。

迎
故
幕
下
将
軍
周
闋
御
忌
景
。
於
彼
法
花
堂
。
被
修
仏
事
。
北
条
殿
以
下

諸
大
名
群
集
成
市
。
仏
。
絵
像
釈
迦
三
尊
一
鋪
。
阿
字
一
鋪 

以
御
台
所
御
除
髪
。

被
奉
縫
之
。

  

経
。
金
字
法
華
経
六
部
。
摺
写
五
部
大
乗
経
。

と
あ
り
、
雪
の
積
も
る
寒
い
日
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
法
華
堂
に
お
い
て
仏
事

が
営
ま
れ
、
仏
と
し
て
釈
迦
三
尊
画
像
と
阿
字
の
そ
れ
ぞ
れ
一
幅
が
供
養
さ
れ

た
。
そ
の
阿
字
は
北
条
政
子
の
髪
を
も
っ
て
刺
繍
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
追
善

供
養
の
本
尊
と
し
て
繍
仏
が
用
い
ら
れ
、
故
人
の
縁
友
で
あ
る
妻
の
毛
髪
が
使

用
さ
れ
て
い
る
。

　

次
い
で
、
先
に
み
た
『
太
平
記
』
だ
が
、
天
正
本
『
太
平
記
』
巻
第
二（
1（
（

「
俊

基
朝
臣
誅
戮
の
事
」
に
、
俊
基
の
女
房
が
追
善
供
養
を
す
る
こ
と
で
、

七
日
七
日
の
追
善
志
を
尽
く
し
、
涯
分
の
御
弔
ひ
哀
れ
な
り
し
日
数
の
程

も
な
く
、
四
十
九
日
に
も
な
り
し
か
ば
、
今
は
誰
を
か
頼
み
、
い
つ
を
待

つ
べ
き
身
な
ら
ね
ば
、
し
ば
し
の
露
の
命
を
か
く
経
で
、
草
の
縁
だ
に
あ

れ
ど
も
尋
ぬ
べ
き
に
あ
ら
ず
と
て
、
い
ま
だ
盛
り
に
も
な
ら
ぬ
花
の
御
姿
、

墨
の
衣
に
や
つ
し
替
へ
、
御
髪
に
て
は
自
ら
三
尊
一
幅
の
来
迎
の
象
を
縫

は
せ
、
御
座
せ
し
仁
和
寺
の
傍
ら
に
柴
の
庵
を
か
り
そ
め
に
、
結
ぶ
と
も

な
き
閑
居
を
し
て
、
一
両
の
伴
侶
を
設
け
、
二
六
時
中
の
行
業
に
は
、
過

去
幽
霊
、
出
離
生
死
、
頓
証
菩
提
と
祈
っ
て
は
…

と
あ
り
、
俊
基
の
七
七
忌
の
追
善
供
養
と
し
て
、
尼
と
な
っ
て
、
自
ら
の
髪
に

て
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
の
繍
仏
を
制
作
さ
せ
、
仁
和
寺
近
く
の
庵
に
て
菩
提
供
養

の
作
善
を
重
ね
て
い
る
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
亡
者
の
髪
で

は
な
く
、
自
ら
落
飾
し
た
出
家
の
髪
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
故
人
に
せ
よ
、
自

ら
に
せ
よ
、
髪
を
用
い
る
、
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と

い
う
よ
う
り
も
、『
吾
妻
鏡
』
や
『
太
平
記
』
を
み
る
限
り
で
は
、
追
善
を
営

む
側
の
問
題
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
菩
提
を
弔
う
た
め

に
繍
仏
が
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
か
も
『
太
平
記
』
と
い

う
歴
史
物
語
で
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
た
内
容
の
一
文
に
髪
を
混
ぜ
て
繍
仏

と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
髪
繍
が
人
々
に
浸
透
し
た
造
仏
作
善
で

あ
り
、
中
世
の
人
々
に
納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る（
11
（

。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
し
ば
し
ば
、
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、



仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

四
三

『
法
苑
樹
林（
11
（

』
第
四
十
に
は
、
三
種
舎
利
と
し
て
、
骨
舎
利
と
髪
舎
利
、
そ
し

て
肉
舎
利
が
あ
る
の
で
あ
り（
11
（

、
髪
繍
に
は
格
段
の
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
形

見
で
あ
り
、
そ
の
も
の
で
あ
り
、
聖
な
る
舎
利
で
あ
る
と
い
う
、
多
面
性
を

も
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

２　
絵
画
に
お
け
る
髪
繍

　

絵
画
と
髪
繍
と
い
う
点
で
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
の
金
剛
界
曼
荼
羅
図

や
静
岡
・
伊
豆
山
神
社
の
法
華
曼
荼
羅
図
は
描
か
れ
た
種
子
曼
荼
羅
に
種
子
の

部
分
だ
け
髪
繍
と
い
う
興
味
深
い
作
例
で
、
絵
画
に
お
け
る
髪
繍
の
定
義
に
あ

て
は
ま
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
種
子
曼
荼
羅
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

絵
画
に
お
け
る
髪
繍
作
例
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
作
例
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

　

尾
道
・
浄
土
寺
に
伝
来
す
る
涅
槃
図
は
釈
迦
の
涅
槃
の
様
子
と
集
会
し
た
菩

薩
や
羅
漢
、
王
族
、
そ
し
て
様
々
な
動
物
が
描
か
れ
た
図
の
周
囲
に
、
あ
た
か

も
当
麻
曼
荼
羅
の
周
辺
形
式
を
借
用
し
た
か
の
よ
う
に
区
画
を
設
け
、
阿
闍
世

説
話
や
明
恵
撰
『
涅
槃
講
式
』
の
一
部
を
盛
り
込
ん
だ
興
味
深
い
作
例
で
あ
る

（
図
８
（。
そ
の
中
心
で
あ
る
涅
槃
に
入
り
、
宝
床
に
横
臥
す
る
釈
迦
（
図
９
（

の
羅
髪
に
は
人
毛
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
図
（0
（。
発
願
者
関
係
の
故
人
の
毛

髪
を
用
い
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
、
追
善
供
養
の
意
味
も
も
ち
ろ
ん
想
定
せ
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
生
身
性
を
み
い
だ
し
た
い
。
二
月
十
五
日
に
奉
懸

す
る
涅
槃
図
と
い
う
公
開
性
の

高
い
絵
画
の
場
合
は
、
当
然
、

衆
目
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
は

ず
で
あ
り
、
故
人
の
追
善
と
い

う
極
め
て
個
人
的
な
作
善
よ
り

も
、
髪
繍
に
よ
っ
て
な
に
か
を

図８　涅槃図　広島・浄土寺

図10　 涅槃図　釈迦頭部  
髪繍　広島・浄土寺

図９　涅槃図　釈迦　広島・浄土寺



四
四

顕
示
・
教
唆
す
る
目
的
が
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
特
に
浄
土
寺
本
の
制
作

背
景
に
は
鯨
井
清
隆
氏
に
よ
る
と
、
西
大
寺
流
の
律
僧
の
活
動
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る（
11
（

。
西
大
寺
は
周
知
の
よ
う
に
叡
尊
に
よ
っ
て
鎌
倉
時
代
中
期
に
復
興

さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
涅
槃
会
も
し
く
は
涅
槃
講
と
い
う
衆
庶
の
仏
事
参
集
が

顕
著
と
な
る
鎌
倉
時
代
と
い
う
時
代
性
を
考
慮
し
て
も
、
西
大
寺
流
の
貴
賤
を

と
わ
な
い
作
善
勧
進
が
注
目
さ
れ
、
髪
繍
に
格
別
な
る
意
図
を
見
出
す
べ
き
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
興
味
深
い
作
例
と
し
て
、
愛
知
・
宝
国
寺
本
の
阿
弥
陀
如
来

来
迎
図
（
図
（（
（
を
紹
介
し
て
み
た
い（
11
（

。
蓮
糸
綴
れ
織
り
で
制
作
し
た
と
さ
れ

る
、
奈
良
・
当
麻
寺
の
中
将
姫
の
生
髪
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
の
伝
承
を
も
つ

点
も
面
白
い
。
中
世
に
お
い
て
当
麻
曼
荼
羅
そ
の
も
の
に
対
す
る
信
仰
と
そ
の

転
写
本
の
作
成
は
縮
小
本
を
含
め
て
隆
盛
し
た
が
、
そ
れ
が
中
将
姫
の
極
楽
往

生
の
説
話
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。

　

絹
本
著
色
、
掛
幅
装
で
縦
一
〇
六
・
九
、
横
三
九
・
一
セ
ン
チ
、
阿
弥
陀
如

来
像
自
体
は
九
十
セ
ン
チ
弱
と
い
う
法
量
で
、
い
わ
ゆ
る
三
尺
阿
弥
陀
で
あ
る（
11
（

。

踏
割
蓮
華
に
立
ち
、
乗
雲
の
正
面
向
き
阿
弥
陀
来
迎
図
で
あ
る
。
飛
雲
の
尾
は

右
後
ろ
に
流
れ
て
お
り
、
正
面
構
図
で
は
あ
る
が
、
左
か
ら
の
来
迎
、
つ
ま
り

西
方
極
楽
浄
土
か
ら
の
来
迎
を
示
す
形
式
で
あ
る
。
像
容
は
悉
皆
金
色
で
来
迎

印
を
結
び
、
衣
に
は
網
文
や
二
重
斜
め
格
子
文
、
雷
文
を
み
せ
、
袈
裟
の
田
相

部
に
卍
繋
、
条
部
に
蓮
華
唐
草
な
ど
な
ど
多
彩
な
文
様
を
み
せ
る
点
で
も
同
時

期
の
阿
弥
陀
来
迎
図
と
変
わ
ら
な
い
典
型
的
な
作
例
な
の
で
あ
る
が
、
髪
繍
で

あ
る
点
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
（
図
（（
（。

　

一
見
し
た
と
こ
ろ
繍
と
い
う
よ
り
も
髪
を
数
本
束
ね
て
右
旋
と
し
て
貼
り
付

け
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
詳
細
に
観
察
す
れ
ば
、
纏
い
繍
で
縫
い
つ
け

て
い
る
の
が
わ
か
る
（
図
（（
（。
毛
髪
に
特
に
撚
り
は
な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
特

徴
的
な
点
は
面
長
の
顔
を
み
せ
る
阿
弥
陀
如
来
の
目
は
明
ら
か
に
下
方
へ
と
視

線
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
で
（
図
（（
、
（（
（、
本
図
に
対
峙
す
る
と
い
う
よ

り
も
、
崇
拝
し
拠
り
所
と
す
る
観
者
を
捉
え
て
い
る
表
情
と
な
っ
て
い
る
。
本

図
は
明
ら
か
に
往
生
せ
ん
と
す
る
者
を
迎
接
す
る
姿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

加
須
屋
誠
氏
に
よ
っ
て
諸
往
生
伝
に
み
ら
れ
る
往
生
本
尊
が
整
理
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
で
は
彫
像
や
曼
荼
羅
、
絵
像
な
ど
様
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
独

尊
阿
弥
陀
来
迎
図
は
法
然
上
人
絵
伝
な
ど
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
臨
終
本
尊
と
し

て
奉
懸
さ
れ
る
画
像
で
あ
る
。
法
然
上
人
絵
伝
に
つ
い
て
も
、
加
須
屋
氏
が
臨

終
場
面
を
詳
細
意
に
観
察
・
分
類
さ
れ
て
お
り（
11
（

、
そ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
阿

弥
陀
来
迎
図
が
臨
終
儀
礼
で
用
い
ら
れ
る
事
例
は
多
い
。

　

一
方
、
繍
仏
に
お
け
る
髪
繍
は
追
善
供
養
と
し
て
故
人
の
遺
髪
が
用
い
ら
れ

る
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
臨
終
本
尊
で
あ
る
な
ら
ば
、
髪
繍
は
追
善
供

図11　 阿弥陀如来来迎図  
愛知・宝国寺



仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

四
五

養
で
は
あ
り
え
な
い
。
阿
弥
陀
来
迎
図
が
生
前
供

養
の
逆
修
本
尊
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら

ば
頭
髪
を
髪
繍
と
し
、
視
線
を
下
方
に
投
げ
か
け

て
い
る
意
味
は
よ
り
不
鮮
明
と
な
る
。

　

ま
た
、
本
画
像
は
剥
落
に
よ
っ
て
定
か
で
は
な

い
が
、
阿
弥
陀
如
来
本
体
の
周
り
を
数
セ
ン
チ
づ

つ
群
青
に
よ
り
輪
郭
塗
り
を
し
て
お
り
、
そ
の
他

は
淡
い
色
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
如
来

を
一
層
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
よ
う
な
効
果
的

彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
（（
（。
技

法
は
異
な
る
が
、
先
に
み
た
現
聲
寺
本
の
山
越
阿

図12　阿弥陀如来来迎図　愛知・宝国寺

図13　 阿弥陀如来来迎図　髪繍 
愛知・宝国寺

図14　 阿弥陀如来来迎図（赤外線） 
愛知・宝国寺

図15　阿弥陀如来来迎図　愛知・宝国寺

図16　阿弥陀如来来迎図　愛知・宝国寺



四
六

弥
陀
図
と
同
様
な
目
的
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
視
覚
的
に
阿
弥
陀
如
来
像
を
虚
空

に
涌
現
す
る
か
の
よ
う
に
あ
ら
わ
し
、
悉
皆
金
色
で
光
り
耀
き
、
羅
髪
は
人
毛

に
よ
っ
て
黒
光
り
を
呈
示
す
る
。
臨
終
本
尊
の
装
置
と
し
て
は
巧
妙
に
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
た
作
例
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
図
（（
・
裏
面
（。

　

こ
こ
で
個
人
蔵
の
さ
ら
に
興
味
深
い
阿
弥
陀
如
来
画
像
に
つ
い
て
注
目
し
て

み
た
い
（
図
（（
（。
現
在
は
額
装
と
な
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
当
初
は
掛
幅
装

で
あ
っ
た
だ
ろ
う（
11
（

。
絹
本
著
色
、
縦
八
九
・
七
、
横
三
七
・
六
セ
ン
チ（
11
（

で
、
前

述
の
宝
国
寺
本
よ
り
も
一
回
り
小
型
で
あ
る
。

　

鎌
倉
時
代
後
期
の
作
例
で
あ
る
。
髪
繍
で
あ
る
こ
と
は
宝
国
寺
本
と
同
様
だ

が
（
図
（（
（、
頭
光
内
部
を
除
去
し
、
身
光
の
通
常
種
子
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
円

光
も
除
去
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
世
も
し
く
は
近
代
に
入
っ
て
か

図17　 阿弥陀如来来迎図 
（裏面）愛知・宝国寺

図18　 阿弥陀如来画像 
個人蔵

図19　阿弥陀如来画像　個人蔵



仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

四
七

ら
削
除
さ
れ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
が
、
後
世
に
な
っ
て
の
補
筆
や
補
彩
は
し

ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
削
除
は
あ
ま
り
に
激
し
い
改
変
で
あ
る
の
で
、
少
々
考

え
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
や
や
粗
雑
に
切
除
さ
れ
て
お
り
、
や
や
火

急
的
な
状
況
で
の
切
除
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
（
図
（0
、
（（
（。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
来
迎
印
を
結
ぶ
両
手
の
頭
指
と
大
指
に
は
明
ら

か
に
補
修
の
跡
が
認
め
ら
れ
（
図
（（
、
（（
（、
こ
れ
が
五
色
の
糸
を
結
び
つ
け

て
い
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
頭
光
や
身
光
の

一
部
を
削
除
し
て
あ
る
点
は
お
そ
ら
く
背
後
か
ら
光
を
照
射
し
、
阿
弥
陀
如
来

時
代
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
制
作
年
代

は
前
後
す
る
が
、
現
聲
寺

本
や
宝
国
寺
本
の
涌
現
化

を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
た
工

夫
で
あ
る
。

図22　阿弥陀如来画像　右手　個人蔵図23　阿弥陀如来画像　左手　個人蔵

図20　阿弥陀如来画像　個人蔵

図21　 阿弥陀如来画像  個人蔵



四
八

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
本
図
の
特
色
は
来
迎
雲
に
踏
割
蓮

華
で
は
な
く
、
蓮
台
の
下
方
に
六
角
框
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
図

（（
、
（（
（。
阿
弥
陀
如
来
独
尊
で
あ
る
と
、
多
く
は
乗
雲
に
あ
ら
わ
さ
れ
、
あ

た
か
も
極
楽
浄
土
か
ら
迎
接
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
姿
に
描
か
れ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
自
ら
の
往
生
の
確
約
と
な
る
の
だ
か
ら
、
来
迎
形
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
図
の
場
合
は
框
が
配
さ
れ
、
彫
像
写
し
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
臨
終
本
尊
と
し
て
、
彫
像
と
の
五
色
糸
に

よ
る
結
縁
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
本
図
の
場
合
も
寺
院
本
尊
を
意
図
的
に
絵
画

化
し
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
い
ま
ひ
と
つ
明
ら
か
で

は
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
髪
繍
で
し
か
も
背
後
か
ら
の
光

に
よ
っ
て
輝
く
阿
弥
陀
如
来
と
し
て
浮
か
び
上
が
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
画
像
で
あ
り
、
描
か
れ
た
阿

弥
陀
如
来
が
演
出
に
よ
っ
て
生
身
の
阿
弥
陀
如
来
へ

と
変
容
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
髪
繍
の
作
例
は
室
町
時
代
の
作
例
で
あ
る

が
、
岡
山
・
定
光
院
本
、
香
川
・
金
刀
比
羅
宮
本
な

ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
査
し
て
い
な
い
の
で
、

今
後
の
報
告
と
し
た
い
。
ま
た
、
中
世
に
お
い
て
髪

繍
作
例
は
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
さ
ら
な
る
考
究

が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
来
迎
図
、
と
く
に
山
越
阿
弥
陀
図
に
み
ら
れ
る
五
色
糸
と
阿
弥
陀
来

迎
図
に
み
ら
れ
る
髪
繍
作
例
、
そ
し
て
阿
弥
陀
如
来
を
涌
現
さ
せ
る
よ
う
な
技

法
に
つ
い
て
、
中
世
仏
画
の
な
か
か
ら
現
聲
寺
本
山
越
阿
弥
陀
図
、
宝
国
寺
本

阿
弥
陀
来
迎
図
、
個
人
蔵
阿
弥
陀
如
来
図
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
み
た
。

　

五
色
糸
は
往
生
者
と
の
関
わ
り
で
あ
り
、
髪
繍
も
人
毛
と
い
う
生
身
の
人
間

と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
涌
現
は
視
覚
の
問
題
で
あ
る
が
、
観
者
だ
け
が
体
感
す

図25　阿弥陀如来画像（赤外線）個人蔵

図24　阿弥陀如来画像　個人蔵



仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

四
九

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

彫
像
と
い
う
立
体
物
に
対
し
て
平
面
の
絵
画
で
は
そ
れ
ほ
ど
工
夫
を
凝
ら
す

こ
と
は
難
し
い
。
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
浮
絵
と
称
さ
れ
る
３
Ｄ
絵
画
や
か
ら

く
り
絵
と
い
っ
た
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
絵
画
が
制
作
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
絵
を

楽
し
む
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
絵
画
は
鑑
賞
の
対
象
物
で
あ
り
、
中
世
の
仏
画

の
よ
う
に
絵
画
が
生
身
と
な
る
も
の
で
な
は
い
。

　

彫
刻
で
生
身
と
さ
れ
る
歩
行
や
歯
吹
き
は
絵
画
に
あ
っ
て
も
そ
れ
は
生
身
と

な
ら
な
い
。
歩
行
は
文
殊
菩
薩
や
普
賢
菩
薩
、
大
威
徳
明
王
の
い
わ
ゆ
る
走
り

大
威
徳
が
描
か
れ
て
も
、
あ
る
形
式
で
し
か
な
い
。
歯
吹
き
も
阿
弥
陀
二
十
五

菩
薩
来
迎
図
の
奏
楽
菩
薩
や
維
摩
な
ど
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
生
身
で
は
な
い
。

　

絵
画
に
お
け
る
生
身
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く（
11
（

、
作
例

も
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
五
色
糸
も
髪
繍
も
数
度
の
改
装

に
よ
っ
て
補
修
さ
れ
、
現
状
で
は
判
断
し
に
く
い
場
合
も
あ
る
。
現
聲
寺
本
の

掌
に
は
わ
ず
か
な
孔
を
確
認
す
る
だ
け
で
あ
り
、
浄
土
寺
本
涅
槃
図
の
釈
迦
頭

部
の
髪
繍
も
毛
髪
は
か
な
り
の
本
数
が
脱
落
し
て
お
り
、
地
色
の
紺
が
み
え
て

い
る
状
態
で
あ
る
。

　

僧
侶
や
修
行
者
に
求
め
ら
れ
る
ホ
ト
ケ
の
観
想
や
阿
字
観
、
ま
た
、
常
行
三

昧
な
ど
高
度
な
修
練
と
経
験
を
必
要
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ホ
ト
ケ
を
観
ず
る

こ
と
は
凡
夫
に
は
難
し
く
、
ま
し
て
生
身
仏
に
ま
み
え
る
こ
と
は
凡
夫
に
は
お

お
よ
そ
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
逆
に
霊
験
譚
な
ど
を
加
え
、
な
ん

人
も
ま
み
え
る
こ
と
の
で
き
る
生
身
仏
と
し
て
の
本
尊
が
喧
伝
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
だ
ろ
う
。
誰
し
も
生
身
仏
に
逢
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
み
た
、
五
色
糸
や
髪
繍
、
そ
し
て
涌
現
を
可
能
に
す
る
技
法
は
お
そ

ら
く
凡
人
で
も
生
身
仏
を
ま
の
あ
た
り
に
体
感
で
き
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
装
置
を
備
え
た
、
方
便
と
で
も
い
え
る
仏
画
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注

（
１
（ 

奥
健
夫

「
裸
形
着
装
像
の
成
立
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
八
九
号
、
二
〇
〇
四
年
（

「
生
身
仏
像
論
」（
長
岡
龍
作
編
『
講
座
日
本
美
術
史
４
造
形
の
場
』
所
収
、
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
九
月
（

「
仏
像
の
生
身
化
に
つ
い
て
―
裸
形
着
装
像
を
中
心
に
―
」（『
説
話
文
学
研
究
』

四
十
三
号
、
二
〇
〇
八
年
七
月
（

（
２
（ 

塩
澤
寛
樹
『
鎌
倉
大
仏
の
謎
』（
歴
史
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
二
九
五
、
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
一
〇
年
五
月
（

（
３
（ 

古
幡
昇
子
「
兵
庫
・
浄
土
寺
菩
薩
面
の
制
作
者
と
造
像
背
景
―
快
慶
・
迎
講
・
精
進

信
仰
」（『
佛
教
藝
術
』
三
〇
六
号
、
二
〇
〇
九
年
九
月
（

（
４
（ 

そ
の
ほ
か
彫
刻
史
で
は

①　

 

長
岡
龍
作
「
古
代
日
本
の
『
生
身
』
観
と
造
像
」（『
美
術
史
学
』
二
十
九
号
、

二
〇
〇
八
年
三
月
（

②　

 

紺
野
敏
文
「
仏
身
と
造
像
―
法
身
・
生
身
・
カ
ミ
」（『
哲
学
』
一
二
七
号
、

二
〇
一
一
年
三
月
（

③　

 

山
本
勉
「
生
身
仏
―
仏
教
美
術
に
お
け
る
生
の
意
味
と
造
形
」（『
清
泉
女
子

大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
年
報
』
十
九
、
二
〇
一
一
年
三
月
（

な
ど
が
あ
る
。

（
５
（ 
『
佛
教
藝
術
』
三
〇
七
号
、
善
光
寺
特
集
各
論
文
参
照
（
二
〇
〇
九
年
十
一
月
（

（
６
（ 

真
鍋
俊
照
『
邪
教
立
川
流
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
一
月
（

（
７
（ 

加
須
屋
誠
『
仏
教
説
話
画
の
構
造
と
機
能
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年



五
〇

二
月
（

（
８
（ 

前
掲
奥
論
文
注
１

（
９
（ 
長
岡
龍
作
「
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
と
北
宋
社
会
」（『
國
華
』
一
二
六
九
号
、
二
〇
〇

一
年
十
二
月
（
及
び
奥
健
夫
『
清
涼
寺
釈
迦
如
来
像
』（『
日
本
の
美
術
』
№
五
一
三
、

至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
二
月
（

（
（0
（ 

拙
稿
「
仏
教
版
画
の
聖
な
る
造
形
と
納
入
空
間
の
一
特
色
」（
拙
著
『
日
本
仏
教
版

画
史
論
考
』
所
収
、
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
二
月
（
参
照

（
（（
（ 

前
掲
注
奥
論
文
注
１

（
（（
（ 

關
信
子
「
迎
講
阿
弥
陀
像
考
Ⅰ
～
Ⅳ
」（『
佛
教
藝
術
』
二
二
一
号
、
一
九
九
五
年
七

月
、
二
二
三
号
、
一
九
九
五
年
十
一
月
、
二
二
四
号
、
一
九
九
六
年
一
月
、
二
二
八
号
、

一
九
九
六
年
九
月
（

（
（（
（ 

大
串
純
夫
『
来
迎
芸
術
』（
法
藏
選
書
二
十
一
、
法
藏
館
、
一
九
六
三
年
三
月
（

（
（（
（ 

榊
原
悟
『
日
本
絵
画
の
あ
そ
び
』（
岩
波
新
書
五
七
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年

八
月
（

（
（（
（ 

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』

（
（（
（ 

『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一

（
（（
（ 

『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一

（
（（
（ 

『
真
言
宗
全
書
』
二
十
九
巻

（
（（
（ 

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
五
巻
、
№
一
七
三
三

（
（0
（ 

『
金
剛
峯
楼
閣
一
切
瑜
伽
瑜
祇
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
八
巻
、
№
八
六
七
（

（
（（
（ 

根
立
研
介
『
愛
染
明
王
』（『
日
本
の
美
術
』
№
三
七
六
、
至
文
堂
、
一
九
九
七
年
九

月
（
及
び
拙
稿
「
愛
染
明
王
画
像
二
題
―
根
津
美
術
館
本
と
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
本
」（『
佛

教
藝
術
』
二
六
八
号
、
二
〇
〇
三
年
六
月
（

（
（（
（ 

中
野
玄
三
『
悔
過
の
芸
術
』（
法
藏
選
書
十
三
、
法
藏
館
、
一
九
八
二
年
四
月
（

（
（（
（ 

絹
目
経
緯　

経
三
十
二
本　

緯
四
十
四
本
（
一
セ
ン
チ
四
方
（

（
（（
（ 

小
笠
原
小
枝
『
染
織
（
中
世
編
（』（『
日
本
の
美
術
』
№
二
六
四
、
至
文
堂
、
一
九

八
八
年
五
月
（

（
（（
（ 

古
代
の
繍
仏
に
つ
い
て
は
、
肥
田
路
美
「
勧
修
寺
繡
仏
再
考
」（『
佛
教
藝
術
』
二
一

二
号
、
一
九
九
四
年
一
月
（、
同
氏
「
繍
仏
研
究　

七
、
八
世
紀
の
二
つ
の
作
品
を
中

心
に
」（『
鹿
島
美
術
研
究
年
報
』
第
十
一
号
別
冊
、
鹿
島
美
術
財
団
、
一
九
九
四
年
十

一
月
（
及
び
沢
田
む
つ
代
「
法
隆
寺
献
納
宝
物
の
金
銅
灌
頂
幡
と
繍
仏
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ

Ｕ
Ｍ
』
五
五
四
号
、
一
九
九
八
年
六
月
（
を
参
照
。

（
（（
（ 

伊
藤
信
二
『
繍
仏
』（『
日
本
の
美
術
』
№
四
七
〇
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
七
月
（

（
（（
（ 

山
本
泰
一
「
来
迎
図
繍
仏
の
一
遺
例　

徳
川
美
術
館
阿
弥
陀
三
尊
図
繍
仏
」（『
金
鯱

叢
書
』
第
四
輯
、
一
九
七
七
年
三
月
（

（
（（
（ 

前
掲
伊
藤
著
書
注
（（

（
（（
（ 

山
下
宏
明
校
注
『
太
平
記
』
一
（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』、
新
潮
社
、
一
九
七
七
年

十
一
月
（

（
（0
（ 

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』

（
（（
（ 

長
谷
川
瑞
校
注
『
太
平
記
』
一
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
五
十
四
、
小
学
館
、

一
九
九
四
年
十
月
（

（
（（
（ 

こ
の
「
三
尊
一
幅
の
来
迎
の
象
を
縫
は
せ
」
と
の
文
言
は
天
正
本
『
太
平
記
』（
前

掲
注
（（
（
に
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
他
で
は
、
慶
長
八
年
古
活
字
本
を
底
本
と

し
た
、
山
下
宏
明
校
注
『
太
平
記
』
一
（
前
掲
注
（（
（
や
流
布
本
と
し
て
の
元
和
八
年

製
版
本
を
底
本
と
し
た
、
岡
見
正
雄
校
注
『
太
平
記
』
一
（
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
、

一
九
七
五
年
十
二
月
（
で
は
記
述
が
な
い
。
例
え
ば
、
前
者
に
は
、

四
十
九
日
と
申
す
に
、
形
の
ご
と
く
の
仏
事
営
み
て
、
北
の
方
様
を
か
へ
、
こ
き

墨
染
に
身
を
や
つ
し
、
柴
の
と
ぼ
そ
の
明
け
暮
れ
は
、
亡
夫
の
菩
提
を
ぞ
と
ぶ
ら

ひ
た
ま
ひ
け
る
。

と
な
っ
て
お
り
、
俊
基
の
七
七
忌
に
仏
事
を
営
ん
だ
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

北
の
方
も
出
家
し
た
が
、
仁
和
寺
近
辺
に
庵
を
構
え
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
阿

弥
陀
三
尊
来
迎
図
の
繍
仏
制
作
に
つ
い
て
も
み
あ
た
ら
な
い
。

（
（（
（ 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
三
巻
、
№
二
一
二
二

（
（（
（ 

『
覚
禅
鈔
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
図
像
部
』
第
五
巻
（
第
百
二
十
八
舎
利
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

三
種
舎
利



仏
画
に
お
け
る
生
身
性
に
つ
い
て

五
一

珠
林
四
十
云
。
舎
利
有
三
種
。
一
骨
舎
利
。
其
色
白
也
。
二
髪
舎
利
。
其
色
黒
。

三
是
肉
舎
利
。
其
色
赤
也
云
々

そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
が
、
髪
舎
利
の
色
は
黒
で
あ
る
と
い
う
。
髪
繍
の
人
毛
は
当

然
だ
が
漆
黒
で
あ
る
。

（
（（
（ 

鯨
井
清
隆
「
広
島
浄
土
寺
所
蔵
仏
涅
槃
図
再
考
」（『
美
術
史
』
一
七
一
号
、
二
〇
一

一
年
十
月
（
鯨
井
氏
は
旧
軸
木
の
墨
書
銘
「
文
永
十
一
年
粉
河
寺
僧
随
覚
房
生
年
四
十

也
七
月
十
日
」
よ
り
随
覚
房
鏡
恵
に
着
目
し
、
西
大
寺
の
な
か
で
、
叡
尊
の
高
弟
で
あ

る
こ
と
や
西
大
寺
と
粉
河
寺
と
の
関
係
、
そ
し
て
周
辺
区
画
の
引
用
と
特
色
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
。

（
（（
（ 

本
図
に
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
（
の
次
の
よ
う
な
監
査
状
が
付
属
す
る
。

監
査
状

第
五
九
〇
八
号　
　
　

愛
知
県
下　

宝
国
寺

一　

弥
陀
如
来
繍
像　

伝
中
将
姫
生
髪
ト
云　
絹
地

繍 

竪
三
尺
五
寸
五
分

横
一
尺
二
寸
九
分　

一
幅

右
美
術
工
芸
上
ノ
参
攷
ト
ナ
ル
へ
キ
モ
ノ
ト
認
定
ス

明
治
二
十
四
年
八
月
一
日

臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
臨
時
監
査
掛 

赤
塚　

輯 
印

臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
臨
時
監
査
掛 

山
名
貫
義 
印

臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
書
記
兼
臨
時
監
査
掛 

小
杉
温
邨 

印

臨
時
全
国
宝
物
取
調
掛
正
七
位 

黒
川
真
頼 

印

臨
時
全
国
宝
物
取
調
委
員
従
四
位 

濱
尾　

新 

印

臨
時
全
国
宝
物
取
調
委
員
長
正
三
位
勲
二
等 

九
鬼
隆
一 

印

全
国
宝
物
調
査
が
始
ま
り
、
早
期
に
価
値
あ
る
文
化
財
と
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
（ 

絹
目
経
緯　

経
四
十
本
、
緯
三
十
八
本
（
一
セ
ン
チ
四
方
（

（
（（
（ 

前
掲
加
須
屋
著
書
注
７

（
（（
（ 

次
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
。

　
　

巨
勢
公
持
筆　

天
元
年
中
ノ
人

絵
師
を
天
元
年
中
（
九
七
八
～
九
八
三
（
の
巨
勢
公
持
と
さ
れ
て
お
り
、
も
と
よ

り
画
師
比
定
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
恵
心
僧
都
源
信
が
『
往
生
要
集
』
を

著
し
、
市
聖
空
也
が
活
動
し
、
浄
土
教
と
極
楽
浄
土
が
人
口
に
膾
炙
し
は
じ
め
た

時
期
に
相
当
さ
せ
て
い
る
点
が
面
白
い
。

（
（0
（ 

絹
目
経
緯　

経
四
十
四
本
、
緯
五
十
二
本
（
一
セ
ン
チ
四
方
（

（
（（
（ 

絵
画
に
お
け
る
生
身
を
論
じ
た
も
の
に
、
梅
澤
恵
「
羅
漢
図
に
お
け
る
『
生
身
』
性

と
そ
の
図
様
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
二
二
号
、
日
本
と
《
宋
元
》
の
邂
逅
―
中
世
に
お

し
よ
せ
た
新
潮
流
―
、
二
〇
〇
九
年
五
月
（
が
あ
る
。
宋
代
絵
画
に
み
ら
れ
る
現
実
性

を
お
び
た
画
像
に
つ
い
て
述
べ
、
羅
漢
画
像
の
生
身
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
宋
代
絵
画
と
鎌
倉
絵
画
の
問
題
を
含
め
て
、
我
が
国
に
は
波
及
し
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

付
記

　

調
査
及
び
図
版
掲
載
に
つ
い
て
は
、
柴
田
全
順
氏
、
桑
原
弘
善
氏
、
関
隆
氏
、
秋
元
雄
史

氏
に
格
段
の
ご
配
慮
を
賜
り
、
栃
木
県
立
博
物
館
本
田
諭
氏
と
茨
木
恵
美
氏
に
は
調
査
に
て

協
力
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
宝
国
寺
本
、
個
人
蔵
、

現
聲
寺
本
の
調
査
及
び
写
真
撮
影
に
あ
た
っ
て
は
鯨
井
清
隆
君
の
協
力
を
得
た
。




