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阿
弥
陀
来
迎
図
の
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間

―
―
　
阿
弥
陀
を
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に
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く
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を
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に
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一
、
は
じ
め
に

現
存
す
る
阿
弥
陀
来
迎
図
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
画
中

に
描
か
れ
る
尊
体
の
数
を
見
て
も
、
阿
弥
陀
一
尊
だ
け
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
阿
弥
陀
と
観

音
・
勢
至
を
描
く
三
尊
形
式
の
も
の
も
あ
り
、
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
の
よ
う
に
数
多

く
の
菩
薩
た
ち
を
描
く
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
来
迎
の
尊
体
を
描
く
だ
け
で
背
景
に

何
も
描
か
な
い
来
迎
図
も
あ
れ
ば
、
背
景
に
山
並
や
水
面
な
ど
山
水
の
風
景
を
描
く
来
迎
図

も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
山
水
風
景
の
一
隅
に
、
阿
弥
陀
の
来
迎
に
あ
ず
か
る
往
生
者
の
姿

を
描
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
往
生
者
を
描
か
な
い
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
多
様
な
阿
弥
陀
来
迎
図
を
、
そ
の
構
図
の
上
か
ら
大
別
す
る
と
、（
Ⅰ
）画
面
中
央

部
に
阿
弥
陀
が
正
面
向
き
に
描
か
れ
る
も
の
、（
Ⅱ
）画
面
左
上
か
ら
右
下
へ（
こ
の
逆
も
あ

る
）阿
弥
陀
が
斜
め
向
き
に
来
迎
す
る
様
子
を
描
く
も
の
、
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
１
）。

（
Ⅱ
）の
、
阿
弥
陀
が
斜
め
向
き
に
来
迎
す
る
図
で
は
、
見
る
者
は
、
阿
弥
陀
の
来
迎
の
様
子

を
側
面
か
ら
、
い
わ
ば
第
三
者
的
な
立
場
で
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し（
Ⅰ
）の
、

阿
弥
陀
が
正
面
向
き
に
描
か
れ
る
来
迎
図
に
お
い
て
は
、
見
る
者
は
、
画
面
中
央
に
描
か
れ

た
阿
弥
陀
と
、
文
字
通
り
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。（
Ⅱ
）の
来
迎
図
に
は
、
斜
め

向
き
の
阿
弥
陀
と
向
き
合
う
か
た
ち
で
往
生
者
の
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、（
Ⅰ
）の

来
迎
図
で
は
絵
の
中
に
往
生
者
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。（
Ⅰ
）の
来
迎
図
で
は
、
正
面
向

き
の
阿
弥
陀
と
向
き
合
う
の
は
絵
を
見
る
者
自
身
で
あ
り
、
絵
を
見
る
者
自
身
が
い
わ
ば
往

生
者
の
位
置
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
阿
弥
陀
来
迎
図
と
い
っ
て
も
、
阿
弥
陀
を
正
面

向
き
に
描
く
来
迎
図
と
阿
弥
陀
が
斜
め
向
き
に
描
か
れ
る
来
迎
図
、
両
者
は
か
な
り
性
格
を

異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
稿
で
は
、
阿
弥
陀
を
正
面
向
き
に
描
く
来
迎
図
に
つ
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を

取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
阿
弥
陀
来
迎
図
な
ど
仏
教
絵
画
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
従
来
の
研
究
を
、
そ
の

方
法
論
の
観
点
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。（
１
）何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
―
絵
の
主
題
を
問
う
方
法
、（
２
）ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
か
―
絵
の
造
形
的
特
徴
を
問
う
方
法
、
そ
し
て（
３
）何
の
た
め
に
描
か
れ
た
の
か

―
絵
の
宗
教
的
機
能
を
問
う
方
法
、
で
あ
る
。

（
１
）何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
―
絵
の
主
題
を
問
う
方
法
は
、
換
言
す
れ
ば
図
像
学
的
方

法
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
絵
画
の
研
究
は
こ
の
方
法
で
始
ま
り
、
い
ま
で
も
多
く
の

研
究
者
が
こ
の
方
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。
一
般
に
宗
教
画
に
お
い
て
、
そ
こ
に
何

が
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
描
か
れ
た
尊
体
が

釈
迦
で
あ
る
か
、
弥
勒
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
阿
弥
陀
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
絵
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が
作
ら
れ
た
当
時
の
人
々
の
願
い
や
信
仰
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
世
界
観
や

時
代
精
神
と
い
っ
た
も
の
を
も
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

（
２
）の
方
法
で
は
、
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
色
と
形

で
描
か
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
一
本
の
線
に
限
っ
て
見
て
み
て
も
、
太

さ
が
均
一
な
細
い
線
も
あ
れ
ば
、
太
い
細
い
の
変
化
を
含
む
線
も
あ
る
。
仏
教
絵
画
に
お
け

る
仏
や
菩
薩
な
ど
の
肉
身
は
、
太
さ
が
均
一
な
細
い
線
で
輪
郭
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
け

れ
ど
、
そ
れ
ら
の
線
も
時
代
に
よ
っ
て
微
妙
に
違
う
。
平
安
時
代
後
期
の
仏
画
の
線
が
、
の

び
や
か
で
温
雅
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
鎌
倉
時
代
の
そ
れ
は
、
や
や
硬
く
冷
た
い
感
じ

を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
造
形
的
な
特
徴
か
ら
、
た
と
え
ば「
平
安
仏
画
」か
ら「
鎌

倉
仏
画
」へ
と
い
っ
た
様
式
の
歴
史
を
語
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
様
式
史

的
方
法
は
、
図
像
学
的
方
法
と
と
も
に
、
仏
教
絵
画
の
研
究
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
２
）。

（
３
）何
の
た
め
に
描
か
れ
た
の
か
を
問
う
方
法
と
い
う
の
は
、（
１
）や（
２
）の
方
法
に
依

拠
し
な
が
ら
、
仏
教
絵
画
の
も
つ
意
味
を
、
そ
れ
が
実
際
に
使
わ
れ
た
宗
教
的
場
に
立
ち
返

っ
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
多
く
の
来
迎
図
の
な
か
に
は
、
実
際
に
、

病
者
臨
終
の
場
で
用
い
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
死
に
直
面

し
た
病
者
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
病
者
の
末
期
を
見
取
る
看
病
人
に
と
っ
て
、
来
迎
図
は
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
何
の
た
め
に
来
迎
図
が
作
ら

れ
た
の
か
。
近
年
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
多
い（
注
３
）。

こ
の
稿
で
は
、
主
と
し
て（
２
）、
絵
の
造
形
的
特
徴
を
問
う
方
法
を
と
る
。
阿
弥
陀
を
正

面
向
き
に
描
く
来
迎
図
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
こ
こ
で
は

特
に
そ
の
空
間
表
現
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、（
２
）の
方
法
を

と
る
場
合
で
も
、（
１
）の
重
要
性
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た（
２
）の
方
法
に
よ
る
考

察
は（
３
）で
扱
わ
れ
る
問
題
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
絵
画
に
お
け
る
空
間
表
現
と
い
え
ば
、
私
た
ち
は
ふ
つ
う
、
宗
教
画
よ
り
も

世
俗
的
絵
画
、た
と
え
ば
風
景
画
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
空
間
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
。

た
と
え
ば
、
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
物『
一
遍
聖
絵
』に
は
、
一
遍
の
遊
行
の
あ
り
さ
ま
が
諸
国
の

自
然
景
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
自
然
景
は
、
や
ま
と
絵
に
特
有
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
を
示
し
な
が
ら
横
長
の
画
面
に
広
が
り
、
一
遍
や
そ
の
他
の
登
場
人
物
は
、
そ
の
眺
望

の
中
の
一
添
景
と
し
て
小
さ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
絵
画
を
見
て
い
る
と
、
私

た
ち
は
、
そ
の
画
面
の
中
に
空
間
の
広
が
り
を
感
ず
る
。
画
面
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
二
次

元
の
平
面
な
の
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
そ
の
平
面
上
に
、
あ
た
か
も
実
際
の
風
景
に
見
る
よ

う
な
三
次
元
的
な
空
間
を
見
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
絵
画
に
お
け
る
空
間
と
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
の
こ
と
だ
け
を
指
す
の

で
は
な
い
。
一
般
に
、
宗
教
画
に
お
い
て
は
、
風
景
画
に
見
る
よ
う
な
空
間
と
は
か
な
り
異

質
な
空
間
が
存
在
す
る
。
宗
教
画
に
お
い
て
は
、
礼
拝
の
対
象
と
な
る
尊
像
が
画
面
中
央
に

一
体
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
た
と
え
そ
の
背
後
に
三
次
元
的
空
間
を
示
す
も
の
が
何
も
描

か
れ
て
い
な
く
と
も
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
一
種
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
独
特
な
空
間
を
感
ず
る

の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
来
迎
図
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
宗
教
画
で
あ
る
。
阿
弥
陀
来
迎
図
に
お

け
る
空
間
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
宗
教
絵
画
に
通
有
の
こ
の
よ
う

な
空
間
の
こ
と
を
、
常
に
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
法
華
寺
阿
弥
陀
幅

奈
良
の
法
華
寺
に
伝
わ
る『
阿
弥
陀
三
尊
お
よ
び
童
子
像
』と
呼
ば
れ
て
い
る
来
迎
図
は
、

阿
弥
陀
を
描
く「
阿
弥
陀
幅
」、
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
を
描
く「
菩
薩
幅
」、
一
童
子
を
描
く

「
童
子
幅
」の
三
幅
か
ら
な
り
、
こ
れ
ら
三
幅
で
も
っ
て
阿
弥
陀
来
迎
の
あ
り
さ
ま
を
表
し
た

も
の
で
あ
る（
図
１
）。
し
か
し
な
が
ら
三
幅
を
並
べ
て
見
る
と
、
阿
弥
陀
幅
で
は
阿
弥
陀
が

正
面
向
き
に
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
菩
薩
幅
と
童
子
幅
で
は
そ
れ
ら
が
左
か
ら
右
方
向
へ
の

動
き
を
示
し
て
お
り
、
阿
弥
陀
幅
と
他
の
二
幅
と
の
間
で
構
図
上
の
統
一
性
に
欠
け
る
。
ま
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た
、
描
線
の
性
質
や
彩
色
に
お
い
て
も
、
阿
弥
陀
幅
と
他
の
二
幅
と
の
間
に
は
多
少
の
違
い

が
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
阿
弥
陀
幅
は
他
の
二
幅
よ
り
先
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ

り
、
す
で
に
あ
っ
た
阿
弥
陀
幅
に
、
ほ
ど
な
く
他
の
二
幅
が
描
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
幅
を
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
当
初
の
か
た
ち
で
、
す
な
わ
ち
一
個
の

独
立
し
た
図
と
し
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。

法
華
寺
阿
弥
陀
幅
は
、
縦
横
が
約
１
８
６
×
１
４
６
セ
ン
チ
で
、
や
や
大
き
め
の
画
面
で

あ
る
。
そ
の
画
面
中
央
、
正
面
向
き
の
阿
弥
陀
が
画
面
い
っ
ぱ
い
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。

阿
弥
陀
は
、
円
い
大
き
な
光
背
を
負
い
、
蓮
華
座
上
に
静
か
に
結
跏
趺
坐
す
る
姿
で
描
か
れ

て
い
る
。
阿
弥
陀
の
肉
身
部
は
、
細
く
均
一
な
朱
線
で
も
っ
て
輪
郭
づ
け
ら
れ
、
顔
面
の
目

鼻
立
ち
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
端
正
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
阿
弥
陀
幅
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
少
し
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
阿
弥
陀
に
つ
い
て
。
画
面
い
っ
ぱ
い
に
大
き
く
描
か
れ
た
阿
弥
陀
を
、
上
か
ら
下
へ

と
順
に
見
て
み
よ
う
。

頭
部
は
顔
料
が
剥
落
し
て
い
て
不
明
瞭
だ
け
れ
ど
、
髪
の
生
え
際
の
部
分
に
は
、
緑
青
で

引
か
れ
た
の
び
や
か
な
曲
線
が
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
。
眉
の
線
は
、
そ
の
曲
線
と
呼
応
す

る
か
の
よ
う
に
、
細
く
長
く
引
か
れ
て
い
る
。
眉
に
は
、
濃
墨
の
細
い
線
に
そ
っ
て
、
緑
青

の
線
が
引
き
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
白
群（
群
青
に
胡
粉
を
加
え
た
も
の
）が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

眉
と
眉
の
あ
い
だ
、
額
の
部
分
に
、
白
毫
が
描
か
れ
て
い
る
。
白
毫
は
、
白
く
塗
ら
れ
た
小

さ
な
円
形
で
表
さ
れ
、
朱
の
線
で
く
っ
き
り
と
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
画
面
上
隅

の
色
紙
形
に
は
、「
眉
間
白
毫
相
　
猶
如
清
浄
月
」の
文
字
が
見
え
、
白
毫
が
清
浄
な
月
の
光

に
譬
え
ら
れ
て
い
る（
注
４
）。

眼
は
切
れ
長
の
目
で
、
上
瞼
の
線
は
墨
線
を
重
ね
引
い
て
ゆ
る
や
か
な
う
ね
り
を
な
し
、

下
瞼
の
線
は
淡
い
朱
線
を
も
ち
い
て
い
る
。
眼
球
の
部
分
は
、
瞳
孔
を
墨
色
、
虹
彩
を
茶
褐

色
、
白
目
を
白
色
と
塗
り
分
け
て
お
り
、
白
目
に
は
目
頭
と
目
尻
に
白
群
の
ぼ
か
し
を
入
れ

て
い
る
。
眼
窩
が
朱
の
弧
線
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
鼻
は
鼻
梁
を
表
す
線
は
な
く
、
鼻
頭
と

小
鼻
だ
け
が
朱
線
で
表
さ
れ
て
い
る
。
唇
に
は
濃
い
朱
が
塗
ら
れ
、
唇
の
上
下
に
見
ら
れ
る

口
髭
と
顎
鬚
は
、
い
ず
れ
も
墨
と
緑
青
の
線
で
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
。

顔
面
や
胸
、
腕
な
ど
の
肉
身
部
に
は
、
立
体
感
を
示
す
よ
う
な
陰
影
は
一
切
な
く
、
黄
土

色
の
顔
料
が
平
面
的
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
黄
土
色
の
肉
身
部
は
、
所
々
い
く
ぶ
ん
白
み

を
帯
び
て
見
え
、
あ
た
か
も
か
す
か
な
輝
き
を
発
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
裏
彩
色（
う
ら
ざ
い
し
き
）の
技
法
で
、
白
い
顔
料
を
絵
絹
の
裏
側
か
ら
塗
り
、
表
に

黄
土
色
の
顔
料
を
塗
っ
た
も
の
で
あ
る（
注
５
）。
絵
絹
を
通
し
て
ほ
ん
の
り
と
浮
き
あ
が
る
か

の
よ
う
な
繊
細
な
色
調
は
、
肉
身
部
を
輪
郭
づ
け
る
細
く
均
一
な
朱
線
と
と
も
に
、
独
特
の

趣
を
呼
び
起
こ
す
。

胸
の
中
央
に
は
、
火
炎
に
包
ま
れ
た
卍
の
か
た
ち
の
文
様
が
、
朱
線
で
大
き
く
丹
念
に
描

か
れ
て
い
る
。
胸
前
に
捧
げ
ら
れ
た
両
手
は
、
親
指
と
薬
指
の
指
先
を
合
わ
す
か
た
ち
の
手

印
を
結
び
、
両
手
と
も
掌
が
前
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
掌
に
は
輪
宝
文
、
す
な
わ
ち

車
輪
を
か
た
ど
っ
た
文
様
が
、
こ
れ
も
朱
線
で
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
。

阿
弥
陀
は
、
朱
の
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
。
衣
の
表
面
に
は
、
卍
繋
ぎ
の
文
様
が
全
面
に
わ

た
っ
て
び
っ
し
り
と
施
さ
れ
て
お
り
、
襞
を
示
す
衣
文
線
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
上
か
ら
朱
が
刷
か
れ
て
い
る
た
め
、
文
様
も
衣
文
線
も
ほ
と
ん
ど
目
立
た
ず
、
衣
全
体

が
朱
色
の
平
面
的
な
広
が
り
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
衣
が
肩
や
膝
を
包
む
部
分
に
は
、

そ
の
輪
郭
に
そ
っ
て
、
白
の
顔
料
を
う
す
く
刷
い
て
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
作
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
照
隈（
て
り
ぐ
ま
）の
技
法
で
あ
る
が
、
こ
の
絵
の
場
合
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
の
身
体
の
立
体

性
を
示
す
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
阿
弥
陀
の
身
体
を
画
面
の
広
が
り
の
中
に
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

結
跏
趺
坐
す
る
脚
部
は
、
上
半
身
に
比
し
て
か
な
り
小
さ
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
脚
部

か
ら
腰
部
に
か
け
て
の
奥
行
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
両
足
の
足
裏
だ
け

は
脚
部
に
比
し
て
大
き
く
描
か
れ
、
や
や
上
方
か
ら
見
下
ろ
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
表
さ
れ
て

阿
弥
陀
来
迎
図
の
空
間
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い
る
。
そ
の
足
裏
に
は
、
薬
師
寺
に
伝
わ
る
仏
足
石
に
見
る
よ
う
な
千
輻
輪
相
の
文
様
が
、

足
指
の
一
つ
一
つ
に
至
る
ま
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
阿
弥
陀
が
負
う
光
背
と
、
阿
弥
陀
が
坐
す
蓮
華
座
に
つ
い
て
。
阿
弥
陀
が
負
う
光

背
は
、
頭
光
と
身
光
か
ら
な
る
二
重
円
相
の
光
背
で
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
頭
光
の
円
相
は
、
阿
弥
陀
の
眉
間
の
白
毫
を
中
心
点
と
し
、
身

光
の
円
相
は
、
阿
弥
陀
の
胸
の
卍
文
あ
た
り
を
中
心
点
と
す
る
。
円
相
は
、
頭
光
、
身
光
そ

れ
ぞ
れ
、
同
心
円
が
三
つ
重
な
っ
た
形
で
表
さ
れ
、
同
心
円
の
境
の
部
分
を
白
い
顔
料
で
や

わ
ら
か
に
暈
か
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
光
背
全
体
は
、
阿
弥
陀
の
発
す
る
光
で
や
わ
ら
か

く
輝
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
光
背
全
体
の
外
縁
に
も
白
色
の
暈
か
し
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
輝
き
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
光
背
は
こ
こ
で
は
、
そ
の
原
義
ど
お
り
、

阿
弥
陀
の
身
体
か
ら
発
す
る
光
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
が
坐
す
の
は
、
花
弁
を
大
き
く
開
く
紅
蓮
華
の
蓮
華
座
。
魚
鱗
状
に
並
ぶ
花
弁
は

一
つ
一
つ
、
そ
の
外
縁
部
に
濃
い
朱
を
塗
り
、
内
部
へ
と
薄
く
暈
か
し
て
い
る
。
そ
の
花
弁

の
、
淡
い
朱
色
の
部
分
に
は
、
濃
い
朱
線
で
引
か
れ
た
脈
が
く
っ
き
り
と
見
え
る
。
蓮
肉
部

は
緑
青
が
塗
ら
れ
、
花
弁
と
蓮
肉
部
の
あ
い
だ
に
は
白
い
蕊
も
見
ら
れ
る
。
蓮
華
座
の
周
囲

に
は
白
雲
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
阿
弥
陀
が
来
迎
の
阿
弥
陀
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
し
か
し
白
雲
は
、
画
面
下
方
か
ら
湧
き
立
つ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、

阿
弥
陀
の
飛
来
の
動
き
を
ま
っ
た
く
示
さ
な
い
。

阿
弥
陀
、
光
背
、
蓮
華
座
、
白
雲
、
そ
れ
ら
の
全
体
を
み
る
と
、
阿
弥
陀
の
上
半
身
と
光

背
が
、
正
面
か
ら
の
水
平
の
視
線
で
表
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
阿
弥
陀
の
下
半
身
と
蓮
華

座
や
白
雲
は
、
や
や
上
方
か
ら
の
視
線
で
俯
瞰
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
絵
を
見
る
者
は
、
阿

弥
陀
の
尊
容
を
正
面
に
拝
し
な
が
ら
、
蓮
華
座
や
白
雲
を
や
や
見
下
ろ
す
か
た
ち
と
な
り
、

自
分
が
蓮
華
座
や
白
雲
に
包
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
か
れ
た
正
面
向
き
の
阿
弥
陀
。
そ
の
光
背
の
背
後
に
は
何
も

描
か
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
虚
空
に
紅
白
の
蓮
弁
が
静
か
に
舞
い
下
り
る
の
み
で
あ
る
。
白
雲

も
阿
弥
陀
の
飛
来
の
動
き
を
示
さ
な
い
。
こ
の
法
華
寺
阿
弥
陀
幅
は
、
阿
弥
陀
の
来
迎
を
描

く
図
と
し
て
の
性
格
よ
り
も
、
む
し
ろ
阿
弥
陀
を
観
想
す
る
た
め
の
図
と
し
て
の
性
格
の
方

が
強
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
往
生
要
集
』の
中
で
、
源
信
は
、
極
楽
浄
土
に
往
生
す

る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
阿
弥
陀
の
観
想
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
観
想
と
は
、
念

仏
行
の
一
種
で
、
阿
弥
陀
の
相
好
の
一
つ
一
つ
を
は
っ
き
り
と
心
に
想
い
浮
か
べ
、
阿
弥
陀

の
尊
容
を
ま
の
あ
た
り
に
観
じ
よ
う
と
す
る
行
法
で
あ
る
。
源
信
は
、
阿
弥
陀
の
観
想
を

「
別
相
観
」「
総
相
観
」「
雑
略
観
」
の
三
つ
に
分
け
て
詳
述
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち「
別
相
観
」

で
は
、
ま
ず
阿
弥
陀
が
坐
す
蓮
華
座
を
観
ず
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
次
に
阿
弥
陀
の
相
好
を

観
ず
る
こ
と
を
説
く
。
阿
弥
陀
の
相
好
を
、
頭
頂
の
肉
髻
相
か
ら
足
裏
の
千
輻
輪
相
に
至
る

ま
で
四
十
二
の
相
に
別
け
、
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
相
を
つ
ぶ
さ
に
観
ず
る
こ
と
を
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
ひ
き
続
き「
総
相
観
」で
は
、
同
じ
く
蓮
華
座
に
坐
す
阿
弥
陀
を
観
ず
る
の
で

あ
る
が
、「
溢
目
之
者
、
但
是
弥
陀
仏
相
好
、
云
々
」と
あ
る
よ
う
に
、
今
度
は
そ
の
尊
容
全

体
を
総
括
的
に
観
想
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
ま
た「
雑
略
観
」で
は
、
も
っ
ぱ
ら
眉
間
の
白

毫
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
白
毫
が
発
す
る
光
を
観
想
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
（
注
６
）
。
阿
弥

陀
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
き
、
眉
間
の
白
毫
を
は
じ
め
、
頭
頂
の
肉
髻
相
か
ら
足
裏
の
千
輻

輪
相
に
至
る
ま
で
、
そ
の
相
好
の
一
つ
一
つ
を
丹
念
に
描
き
出
す
こ
の
阿
弥
陀
幅
は
、
い
か

に
も
観
想
の
対
象
に
相
応
し
い
。

な
お
、
こ
の
阿
弥
陀
幅
と
一
具
を
な
す
菩
薩
幅
と
童
子
幅
も
、
そ
れ
ぞ
れ
白
雲
に
乗
る
二

菩
薩
と
一
童
子
を
描
く
の
み
で
、
そ
の
背
後
に
は
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
菩
薩
や
童
子
は
、

あ
た
か
も
虚
空
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
描
か
れ
、
あ
た
り
に
は
一
面
に
蓮
弁
が
舞
い
下
り
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
二
幅
に
は
、
幡
や
天
蓋
の
垂
れ
飾
り
、
冠
帯
や
条
帛
な
ど
が
風
に
な

び
く
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
白
雲
も
左
か
ら
右
へ
の
動
き
を
示
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
を
観

稲
　
次
　
保
　
夫
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想
す
る
た
め
の
図
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
幅
に
、
ほ
ど
な
く
他
の
二
幅
が
描
き
加
え
ら
れ
、
三
幅

で
も
っ
て
阿
弥
陀
来
迎
の
あ
り
さ
ま
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う（
注
７
）。

三
、
高
野
山
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図

次
に
、
高
野
山
の
有
志
八
幡
講
十
八
箇
院
所
蔵『
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
』（
図
３
）を
見
て
み

よ
う
。
こ
の
来
迎
図
は
、
現
在
三
幅
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
が
、
使
用
さ
れ
て
い
る
絵
絹
の

絹
巾
の
つ
な
が
り
か
ら
考
え
て
、
当
初
は
全
体
が
一
幅
仕
立
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る（
注
８
）。
す
な
わ
ち
現
在
の
三
幅
を
あ
わ
せ
た
寸
法
、
縦
約
２
・
１
メ
ー
ト
ル
、

横
約
４
・
２
メ
ー
ト
ル
が
当
初
の
画
面
の
大
き
さ
で
あ
り
、
か
な
り
の
大
画
面
の
図
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
画
面
全
体
を
眺
め
て
み
よ
う
。
大
画
面
の
中
央
部
に
、
来
迎
印
を
結
ぶ
阿
弥
陀
が
、

正
面
向
き
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
阿
弥
陀
を
中
心
に
、
阿
弥
陀
を
楕
円

状
に
大
き
く
取
り
囲
む
よ
う
に
、
観
音
・
勢
至
や
奏
楽
菩
薩
な
ど
多
く
の
聖
衆
た
ち
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
阿
弥
陀
聖
衆
た
ち
は
、
大
き
な
一
団
と
な
っ
て
白
雲
に
乗
り
、
白
雲
は

尾
を
上
方
へ
と
な
び
か
せ
て
い
る
。
画
面
は
そ
の
ほ
ぼ
全
体
が
、
白
雲
上
の
こ
の
阿
弥
陀
聖

衆
た
ち
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
白
雲
の
下
方
、
画
面
下
辺
部
に
は
、
さ
ざ
な
み

の
立
つ
水
面
や
岩
山
な
ど
の
山
水
風
景
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
蔽
う
か
の

よ
う
に
、
三
幅
の
画
面
全
体
に
わ
た
っ
て
一
面
に
、
紅
白
の
蓮
弁
が
舞
い
下
り
て
い
る
。

以
下
、
い
ま
見
た
視
線
の
動
き
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
、
阿
弥
陀
を
と
り
ま
く
聖

衆
た
ち
、
山
水
風
景
の
順
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

阿
弥
陀
に
つ
い
て
。
阿
弥
陀
は
、
画
面
中
央
や
や
上
方
寄
り
に
、
二
重
円
相
の
光
背
を
負

い
蓮
華
座
上
に
結
跏
趺
坐
す
る
姿
で
も
っ
て
、
他
の
聖
衆
た
ち
よ
り
も
一
段
と
大
き
く
描
か

れ
て
い
る
。
正
面
を
向
き
静
止
す
る
そ
の
姿
勢
は
、
奏
楽
菩
薩
な
ど
他
の
聖
衆
た
ち
が
示
す

動
き
に
富
ん
だ
姿
勢
と
対
照
的
で
あ
る
。
阿
弥
陀
の
肉
身
部
に
は
、
黄
土
色
の
上
に
う
す
く

金
泥
が
刷
か
れ
、
ま
た
阿
弥
陀
が
身
に
つ
け
る
衣
の
文
様
に
は
截
金
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

阿
弥
陀
が
負
う
光
背
や
、
阿
弥
陀
が
坐
す
蓮
華
座
も
金
色
に
表
さ
れ
、
光
背
の
外
周
に
は
金

泥
の
暈
か
し
が
廻
ら
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
は
、
他
の
聖
衆
た
ち
に
比
べ
て
ひ
と
き
わ
壮
麗

に
表
さ
れ
、
ま
た
そ
の
光
背
や
蓮
華
座
と
と
も
に
、
周
囲
か
ら
く
っ
き
り
と
際
立
つ
よ
う
に

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
注
９
）。
こ
の
図
を
見
る
者
は
、
ま
ず
、
こ
の
阿
弥
陀
、
大
き
く

壮
麗
に
描
か
れ
た
こ
の
阿
弥
陀
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。

阿
弥
陀
の
周
囲
に
は
、
三
幅
の
画
面
全
体
に
わ
た
っ
て
、
紅
白
の
蓮
弁
が
静
か
に
舞
い
下

り
て
い
る
。
蓮
弁
の
舞
い
下
る
空
間
の
中
に
正
面
向
き
の
阿
弥
陀
が
描
か
れ
る
と
い
う
、
図

の
基
本
的
な
構
造
は
、
先
に
見
た
法
華
寺
阿
弥
陀
幅
と
変
わ
ら
な
い
。

次
に
、
阿
弥
陀
を
取
り
囲
む
聖
衆
た
ち
に
つ
い
て
。
こ
の
来
迎
図
に
は
、
画
面
中
央
の
阿

弥
陀
を
楕
円
状
に
大
き
く
と
り
ま
き
、
都
合
三
十
二
体
も
の
多
く
の
聖
衆
た
ち
が
描
か
れ
て

い
る
。
画
面
中
央
部
、
阿
弥
陀
の
下
方
左
右
に
は
、
蓮
台
を
捧
げ
る
観
音
と
合
掌
す
る
勢
至

の
両
菩
薩
が
侍
し
、
阿
弥
陀
と
と
も
に
安
定
の
よ
い
正
三
角
形
の
構
図
を
つ
く
っ
て
い
る
。

そ
の
観
音
・
勢
至
の
上
方
、
阿
弥
陀
の
そ
ば
に
は
、
三
体
の
僧
形
菩
薩
を
含
む
五
体
の
菩
薩

が
描
か
れ
て
い
る
。
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
と
こ
の
五
菩
薩
は
、
そ
の
周
辺
部
に
見
ら
れ
る

他
の
菩
薩
た
ち
に
比
べ
て
お
お
む
ね
静
止
的
な
姿
勢
で
表
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
は
全
体
と
し

て
、阿
弥
陀
を
中
心
と
す
る
ひ
と
つ
の
正
面
的
な
配
置
構
成
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
七
菩
薩
は
、
画
面
中
央
部
に
あ
っ
て
阿
弥
陀
に
近
侍
し
つ
つ
、
そ
こ
に

ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
図
に
描
か
れ
た
聖
衆

た
ち
は
、
阿
弥
陀
に
近
侍
す
る
こ
れ
ら
七
菩
薩
と
、
そ
の
周
辺
部
に
あ
っ
て
琵
琶
や
箜
篌
、

腰
鼓
や
笙
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
を
奏
す
る
菩
薩
た
ち
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
阿
弥
陀
に
近
侍
す
る
七
菩
薩
は
、
阿
弥
陀
の
下
方
左
右
に
位
置
す
る
観
音
・
勢
至

が
比
較
的
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
上
方
で
阿
弥
陀
の
そ
ば
に
侍
す
五
体
の

菩
薩
は
、
観
音
・
勢
至
に
比
べ
て
か
な
り
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
五
菩
薩

阿
弥
陀
来
迎
図
の
空
間
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た
ち
の
う
ち
、
僧
形
の
三
菩
薩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
阿
弥
陀
の
光
背
に
身
体
の
一
部
が
隠
れ
る
よ

う
に
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
二
体
の
菩
薩
も
、
隣
り
あ
う
僧
形
と
一
部
重
な
り
合
う
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
下
方
の
観
音
・
勢
至
と
上
方
の
五
菩
薩
と
の
間
に
は
、
両
者

の
大
小
の
対
比
に
よ
っ
て
、
奥
行
方
向
へ
の
一
定
の
距
離
感
が
生
じ
て
お
り
、
ま
た
、
阿
弥

陀
と
五
菩
薩
そ
し
て
五
菩
薩
同
士
の
間
に
も
、
そ
れ
ら
相
互
の
重
な
り
合
い
に
よ
っ
て
奥
行

方
向
へ
の
前
後
関
係
が
生
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
阿
弥
陀
に
近
侍
す
る
七
菩
薩
の
う
ち
、
阿
弥
陀
の
前
方
左
右
に
位
置
す
る
観

音
・
勢
至
の
両
菩
薩
と
、
阿
弥
陀
の
後
方
両
脇
で
阿
弥
陀
を
両
側
か
ら
ぴ
っ
た
り
と
挟
む
よ

う
に
し
て
正
面
す
る
二
体
の
僧
形
と
は
、
四
体
で
も
っ
て
、
阿
弥
陀
を
四
方
か
ら
整
然
と
取

り
囲
み
つ
つ
、
前
方
に
大
き
く
後
方
に
小
さ
い
台
形
の
構
図
を
作
っ
て
い
る
。
二
体
の
僧
形

は
、
地
蔵
と
竜
樹
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
と
観
音
・
勢
至
・
地
蔵
・
竜
樹
の
図
像
構
成
は
、
覚

禅
抄
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
阿
弥
陀
五
尊
曼
荼
羅
図
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
阿
弥
陀

五
尊
曼
荼
羅
図（
図
５
）で
は
、
阿
弥
陀
を
中
心
に
五
体
が
同
じ
大
き
さ
で
表
さ
れ
、
阿
弥
陀

を
取
り
囲
む
四
菩
薩
が
ち
ょ
う
ど
正
方
形
を
な
す
よ
う
平
面
的
に
並
べ
置
か
れ
て
お
り
、
図

は
文
字
通
り
曼
荼
羅
的
な
配
置
構
成
を
示
し
て
い
る
。
高
野
山
の
来
迎
図
の
四
菩
薩
、
阿
弥

陀
を
台
形
に
取
り
囲
む
四
菩
薩
は
、
あ
た
か
も
、
阿
弥
陀
五
尊
の
彫
像
を
曼
荼
羅
的
に
配
置

し
、そ
れ
を
正
面
か
ら
や
や
俯
瞰
的
に
見
下
ろ
し
た
か
の
よ
う
な
描
か
れ
方
な
の
で
あ
る（
注
10
）。

す
な
わ
ち
四
菩
薩
は
、
基
本
的
に
は
曼
荼
羅
的
な
配
置
を
と
り
な
が
ら
も
、
俯
瞰
的
な
視
覚

の
も
と
手
前
か
ら
奥
へ
と
連
続
す
る
一
定
の
深
ま
り
の
中
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
と
そ
れ
に
近
侍
す
る
七
菩
薩
た
ち
を
描
く
画
面
中
央
部
に
は
、

各
尊
の
大
小
関
係
や
重
な
り
合
い
、
ま
た
俯
瞰
的
な
描
か
れ
方
な
ど
に
よ
っ
て
、
各
尊
を
互

い
に
奥
行
方
向
へ
と
視
覚
的
に
関
係
づ
け
る
三
次
元
的
な
空
間
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
絵
画
空
間
は
、
法
華
寺
の
阿
弥
陀
幅
に
は
な
か
っ
た
。

阿
弥
陀
を
取
り
囲
む
聖
衆
た
ち
の
う
ち
、
も
う
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
な
す
奏
楽
の
菩
薩

た
ち
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
奏
楽
菩
薩
た
ち
は
、
白
雲
上
そ
の
右
方
と
左
方
そ
し
て
上
方

で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
群
を
な
す
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
奏
楽
菩
薩
た
ち
は
、

白
雲
上
そ
の
下
方
に
位
置
す
る
観
音
・
勢
至
と
と
も
に
、
中
央
の
阿
弥
陀
を
そ
の
周
囲
か
ら

楕
円
状
に
大
き
く
取
り
巻
く
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
阿
弥
陀
を
取
り
巻
く
こ
れ
ら
観
音
・

勢
至
・
奏
楽
菩
薩
た
ち
は
、
お
お
む
ね
、
画
面
下
方
か
ら
左
右
に
か
け
て
の
菩
薩
が
大
き
く

表
さ
れ
、
左
右
か
ら
上
方
へ
ゆ
く
に
つ
れ
て
菩
薩
た
ち
は
、
雲
に
身
体
を
見
え
隠
れ
さ
せ
な

が
ら
次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
奏
楽
菩
薩
は
左
右
に
お
い
て
と
り

わ
け
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
奏
楽
菩
薩
た
ち
が
画
面
下
方
か
ら
上
方

へ
と
そ
の
大
き
さ
を
減
じ
て
ゆ
く
、
そ
の
度
合
い
が
き
わ
め
て
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
画
面
右
下
方
で
筝
や
琵
琶
を
奏
す
る
菩
薩
と
、
阿
弥
陀
の
光
背
に
隠
れ
る
よ
う

に
描
か
れ
た
上
方
の
菩
薩
た
ち
と
を
比
べ
る
と
、
そ
の
大
き
さ
の
対
比
が
き
わ
め
て
強
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
図
の
奏
楽
菩
薩
た
ち
は
、
中
央
の
阿
弥
陀
を
取
り
囲
み
な
が
ら
、
画
面
下

方
か
ら
左
右
に
お
い
て
う
ん
と
大
き
く
描
か
れ
、
画
面
上
方
に
お
い
て
う
ん
と
小
さ
く
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
画
面
を
見
る
者
が
、
こ
れ
ら
奏
楽
菩
薩
た
ち
に
よ
っ
て
左
右

か
ら
大
き
く
包
み
込
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
、
ま
た
奏
楽
菩
薩
た
ち
が
上
方
か
ら
下
方
へ

と
間
近
に
迫
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
の
も
、
こ
う
し
た
描
き
方
の
た
め
で
あ
る
。

最
後
に
、
山
水
風
景
に
つ
い
て
。
こ
の
来
迎
図
で
は
、
阿
弥
陀
聖
衆
た
ち
が
乗
る
白
雲
の

下
方
に
、
横
に
長
く
広
が
る
山
水
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
下
辺
部
、
さ
ざ
な
み
の
立

つ
水
面
が
大
き
く
広
が
り
、
水
辺
に
は
葦
や
オ
モ
ダ
カ
な
ど
の
植
物
が
見
ら
れ
る
。
水
面
は
、

画
面
左
下
に
見
え
る
山
並
へ
と
続
き
、
山
並
の
岩
山
に
は
、
蔦
の
絡
ま
る
松
や
赤
い
花
を
つ

け
た
樹
木
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
山
水
風
景
は
典
型
的
な
や
ま
と
絵
の
山
水

風
景
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
や
ま
と
絵
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
る
三
次
元
的
な
絵
画
空

間
が
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
空
間
は
画
面
下
辺
部
に
広
が
る
だ
け
で
、
画

面
全
体
を
統
一
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
画
面
に
は
白
雲
上
の
阿
弥
陀
聖
衆
た

稲
　
次
　
保
　
夫



208（7）

ち
が
大
き
く
描
か
れ
、
画
面
全
体
に
わ
た
っ
て
一
面
に
、
紅
白
の
蓮
弁
が
舞
い
下
り
て
い
る

の
で
あ
る
。
山
水
風
景
は
、
画
面
の
ほ
ぼ
全
体
を
占
め
る
阿
弥
陀
聖
衆
た
ち
に
対
し
て
、
い

わ
ば
そ
れ
に
付
け
加
え
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
聖
衆
た
ち
と
対
照

さ
せ
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
飛
来
の
遥
け
さ
や
遠
さ
を
表
す
た
め
の
一
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

四
、
禅
林
寺
山
越
阿
弥
陀
図

阿
弥
陀
が
正
面
向
き
に
描
か
れ
る
来
迎
図
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
も
の
が
あ
る
。
山

越
阿
弥
陀
図
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
京
都
の
禅
林
寺
に
伝
わ
る「
山
越
阿
弥
陀
図
」（
図
６
）を

見
て
み
よ
う
。
画
面
は
縦
横
が
約
１
３
８
×
１
１
８
セ
ン
チ
、
や
や
小
ぶ
り
の
図
で
あ
る
。

画
面
中
央
の
上
方
寄
り
、
円
い
大
き
な
光
背
を
背
に
し
た
阿
弥
陀
が
、
山
の
端
の
む
こ
う
に

尊
容
を
現
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
の
下
方
左
右
に
は
、
阿
弥
陀
の
脇
侍
で
あ
る
観
音
・
勢
至
の

二
菩
薩
が
描
か
れ
、
二
菩
薩
が
乗
る
白
雲
は
尾
を
上
方
に
な
び
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
画
面

下
方
で
は
、
二
体
の
童
子
が
中
央
で
向
き
合
い
、
そ
の
左
右
に
四
天
王
が
二
体
ず
つ
配
さ
れ

て
い
る
。
阿
弥
陀
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ら
の
諸
尊
と
と
も
に
、
山
並
や
水
面
な
ど
の
山
水
風

景
が
、
画
面
全
体
に
わ
た
っ
て
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
ま
ず
は
、
阿
弥
陀
諸
尊
と

山
水
風
景
と
を
別
々
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

画
面
を
見
る
者
の
目
は
、
ま
ず
阿
弥
陀
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
阿
弥
陀
は
、
重
な
り
合
う

山
並
の
む
こ
う
に
、
そ
の
上
半
身
を
大
き
く
現
し
て
い
る
。
顔
面
や
胸
な
ど
、
そ
の
肉
身
部

に
は
金
泥
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
肉
身
部
の
金
泥
は
、
朱
具（
朱
に
胡
粉
を
加
え
た
も
の
、
ピ

ン
ク
）で
下
地
が
作
ら
れ
、
そ
の
上
か
ら
塗
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
着
衣
と
の
境
の
部
分
に

は
下
地
の
朱
具
が
認
め
ら
れ
る（
注
11
）。
ま
た
、
頭
髪
の
黒
く
見
え
る
部
分
は
裏
彩
色
で
、
絵

絹
の
裏
か
ら
群
青
を
塗
り
、
表
か
ら
墨
を
か
け
た
も
の
ら
し
く
、
群
青
の
青
い
色
が
、
絵
絹

を
と
お
し
て
ほ
ん
の
り
と
浮
か
び
上
が
る（
注
12
）。
な
お
、
眉
間
の
白
毫
は
や
や
大
き
め
の
円

形
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
円
形
部
分
で
絵
絹
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
あ
る
い

は
水
晶
か
何
か
を
は
め
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

阿
弥
陀
が
ま
と
う
衣
の
部
分
は
、
衣
文
線
の
上
か
ら
茶
・
白
・
緑
の
顔
料
が
塗
ら
れ
、
そ

の
上
に
金
泥
や
銀
泥
で
も
っ
て
唐
草
文
・
三
角
繋
ぎ
文
・
麻
葉
文
な
ど
の
細
や
か
な
文
様
が

丹
念
に
施
さ
れ
て
い
る
。
衣
が
お
お
う
肩
か
ら
腕
に
か
け
て
の
部
分
に
は
、
そ
の
輪
郭
に
沿

っ
て
截
金
の
線
が
置
か
れ
て
お
り
、
阿
弥
陀
の
上
半
身
を
く
っ
き
り
と
際
立
た
せ
て
い
る
。

阿
弥
陀
の
背
後
に
は
、
円
形
の
大
き
な
光
背
が
描
か
れ
て
い
る
。
円
形
の
光
背
は
、
全
体

に
銀
泥
が
刷
か
れ
、
真
珠
の
よ
う
な
淡
い
輝
き
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
白
毫

か
ら
発
す
る
光
の
広
が
り
を
示
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
光
背
の
淡
い
輝
き
に
は
、
同
心
円
状

に
二
つ
の
色
合
い
が
あ
っ
て
、
中
心
寄
り
は
青
い
色
合
い
を
呈
し
、
周
縁
寄
り
は
ピ
ン
ク
の

色
合
い
を
呈
し
て
い
る
。
中
心
寄
り
の
部
分
に
は
群
青
の
裏
彩
色
を
、
周
縁
寄
り
に
は
朱
具

の
下
塗
り
を
施
し
、
そ
の
上
に
銀
泥
を
刷
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
光
背
が
二

つ
の
色
合
い
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
阿
弥
陀
の
頭
部
と
肉
身
部
に
用
い
ら
れ
た
そ
の
同
じ
技

法
が
、
光
背
を
描
く
際
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
と
光
背
は
一
体
の
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
の
下
方
左
右
に
は
、
観
音
・
勢
至
の
両
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
と
観

音
・
勢
至
は
、
三
体
で
、
画
面
中
央
に
大
き
な
正
三
角
形
を
つ
く
っ
て
い
る
。
阿
弥
陀
の
眉

間
の
白
毫
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
正
三
角
形
の
頂
点
に
あ
た
り
、
白
毫
は
ま
た
、
円
く
大
き
な

阿
弥
陀
の
光
背
の
中
心
点
で
も
あ
る
。
観
音
・
勢
至
の
両
菩
薩
も
、
阿
弥
陀
と
同
じ
く
肉
身

部
は
金
泥
、
着
衣
の
部
分
に
は
、
朱
具
・
白
群
・
白
緑
の
地
に
金
泥
や
朱
で
雷
文
・
団
花

文
・
麻
葉
文
な
ど
の
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
左
右
対
称
の
位
置
に
あ
る
裳
の
色

を
、
観
音
は
朱
具
、
勢
至
は
白
群
と
し
、
光
背
に
見
た
二
つ
の
色
合
い
が
こ
こ
で
も
反
復
さ

れ
る
。
観
音
は
両
手
で
蓮
台
を
捧
げ
、
勢
至
は
合
掌
す
る
。
両
菩
薩
は
、
腰
を
か
が
め
上
半

身
を
前
に
傾
け
た
姿
勢
で
向
か
い
合
う
。

阿
弥
陀
と
観
音
・
勢
至
の
下
方
に
は
、
二
体
の
童
子
と
四
天
王
と
が
左
右
対
称
に
配
さ
れ

阿
弥
陀
来
迎
図
の
空
間



て
い
る
。
こ
れ
ら
の
六
体
は
、
阿
弥
陀
や
観
音
・
勢
至
よ
り
一
段
と
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。

二
体
の
童
子
は
、
画
面
下
方
中
央
寄
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
雲
上
の
観
音
・
勢
至
を
先
導
す
る
か

の
よ
う
に
向
か
い
合
い
、
両
手
で
幡
を
捧
げ
て
立
っ
て
い
る
。
そ
の
左
右
、
画
面
下
方
隅
に

配
さ
れ
る
の
は
、
向
か
っ
て
右
に
持
国
天
・
多
聞
天
、
左
に
増
長
天
・
広
目
天
で
あ
る
。
こ

れ
ら
四
天
王
は
、
衣
の
裾
が
風
に
翻
っ
て
は
い
る
が
身
体
そ
の
も
の
の
動
き
は
少
な
く
、
四

体
と
も
ほ
ぼ
直
立
の
姿
勢
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
童
子
・
四
天
王
の
六
体
は
、
そ
れ

ら
全
体
で
、
画
面
の
下
方
に
円
弧
の
一
部
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

円
弧
の
中
心
は
、
ち
ょ
う
ど
阿
弥
陀
の
白
毫
の
あ
た
り
で
あ
る
。

以
上
こ
の
図
に
描
か
れ
た
諸
尊
た
ち
、
阿
弥
陀
、
観
音
・
勢
至
、
二
童
子
・
四
天
王
、
こ

れ
ら
は
各
々
そ
の
大
き
さ
を
異
に
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
各
尊
は
、
阿
弥
陀
を

中
心
に
左
右
対
称
の
緊
密
な
構
成
を
な
し
、
全
体
が
幾
何
学
的
な
秩
序
の
も
と
に
統
一
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
図
に
描
か
れ
た
諸
尊
た
ち
は
、
全
体
で
、
阿
弥
陀
を
中
心
と
す
る
一

つ
の
曼
荼
羅
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
山
水
風
景
。
山
水
の
風
景
は
、
画
面
全
体
に
わ
た
っ
て
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。

画
面
下
方
約
三
分
の
二
が
、
重
な
り
合
う
山
並
の
描
写
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
の
上
方
に
、

波
立
つ
水
面
の
景
色
が
広
が
っ
て
い
る
。
重
な
り
合
う
山
並
は
、
ゆ
る
や
か
に
う
ね
る
墨
線

に
よ
っ
て
山
肌
が
つ
く
ら
れ
、
山
肌
に
は
緑
青
が
う
す
く
置
か
れ
て
い
る
。
切
り
立
っ
た
岩

肌
も
所
々
に
見
ら
れ
、
画
面
下
方
中
央
に
は
山
間
を
縫
う
渓
流
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
こ

こ
に
樹
木
も
描
か
れ
て
い
る
。
松
、
紅
葉
、
朱
色
の
花
を
つ
け
た
木
な
ど
が
見
ら
れ
、
木
の

幹
に
は
苔
が
白
緑
で
表
さ
れ
て
い
る
。

山
並
の
上
方
、
阿
弥
陀
の
左
右
に
は
、
さ
ざ
な
み
の
立
つ
水
面
が
広
が
っ
て
い
る
。
お
だ
や

か
な
水
景
で
あ
る
が
、
そ
の
下
方
部
に
は
大
き
く
う
ね
る
波
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

波
の
部
分
に
は
、
う
す
い
群
青
や
銀
粉
が
刷
か
れ
て
お
り
、
そ
の
や
や
沈
ん
だ
色
調
が
、
阿

弥
陀
と
そ
の
光
背
の
輝
き
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
て
い
る
。
画
面
の
最
上
部
、
水
面
よ
り
上
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の
部
分
に
は
何
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
左
隅
に
は
梵
字
の「
阿
」を
描
い
た
円
輪
が
浮
か

ん
で
い
る
。

さ
て
、
阿
弥
陀
諸
尊
と
山
水
風
景
と
を
別
々
に
見
て
き
た
が
、
こ
の
禅
林
寺
山
越
阿
弥
陀

図
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
諸
尊
と
山
水
風
景
と
が
同
一
画
面
上
に
重
な
り
合
う
か
の
よ
う
に

共
存
し
、
そ
こ
に
一
種
奇
妙
な
絵
画
空
間
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
阿
弥

陀
諸
尊
と
山
水
風
景
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
阿
弥
陀
と
山
水
風
景
、
観
音
・
勢
至
と
山
水
風

景
、
二
童
子
・
四
天
王
と
山
水
風
景
の
順
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
阿
弥
陀
と
山
水
風
景
。
重
な
り
合
う
山
並
の
、
そ
の
山
の
端
の
む
こ
う
、
阿
弥
陀

は
、
円
く
大
き
な
光
背
を
背
に
し
て
そ
の
上
半
身
を
現
し
て
い
る
。
重
な
り
合
う
山
並
は
、

こ
こ
で
は
、
画
面
を
見
る
者
と
阿
弥
陀
と
を
隔
て
る
た
め
の
、
一
種
の
舞
台
装
置
の
よ
う
な

役
割
を
果
す
。
見
る
者
は
山
並
の
手
前
に
い
て
、
阿
弥
陀
は
山
の
端
の
む
こ
う
に
姿
を
現
す
。

見
る
者
と
阿
弥
陀
と
の
あ
い
だ
に
山
並
を
置
く
こ
と
で
、
見
る
者
に
阿
弥
陀
の
存
在
の
遠
さ

や
遥
け
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
画
面
下
方
約
三
分
の
二
を
占
め
る
山
並
は
、
そ
の
山
稜
の
う
ね

り
が
下
か
ら
上
へ
と
幾
重
に
も
描
き
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
見
る
者
の
視
線
を
阿
弥
陀
へ
と

導
く
も
の
と
し
て
作
用
す
る
と
同
時
に
、
見
る
者
と
阿
弥
陀
の
世
界
と
を
遮
断
す
る
も
の
と

し
て
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
山
並
の
む
こ
う
側
、
そ
の
す
ぐ
間
近
に

阿
弥
陀
が
大
き
く
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、阿
弥
陀
の
来
臨
に
一
種
の
緊
迫
感
が
生
ま
れ
、

独
特
の
リ
ア
ル
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
山
並
に
描
か
れ
た
山
稜
の
う
ね
り
は
、
画
面
下
方
で
は
総
じ
て
小
さ
く
表
さ

れ
、
上
方
へ
行
く
に
従
っ
て
大
き
く
表
さ
れ
て
い
る
。
山
並
の
こ
の
表
現
は
、
や
ま
と
絵
の

ふ
つ
う
の
遠
近
表
現
と
は
異
な
る
。
山
並
は
、
絵
を
見
る
者
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
す

な
わ
ち
阿
弥
陀
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
大
き
く
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絵
の
場
合
、

山
並
は
、
絵
を
見
る
者
か
ら
見
え
る
世
界
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
絵
の
中
の
阿
弥
陀
か

ら
見
え
る
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
絵
巻
物
に
お
い
て
も
、
そ
の

稲
　
次
　
保
　
夫
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絵
の
中
に
、
画
中
の
人
物
の
視
点
か
ら
見
え
る
世
界
が
描
か
れ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
絵
の
山
並
を
見
る
者
は
、
画
中
の
阿
弥
陀
の
眼
を
通
し
て

見
る
よ
う
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
図
に
お
け
る
山
並
は
、
や
や
遠
く
の

視
点
か
ら
見
下
ろ
す
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
俯
瞰
の
度
合
い
は
、
画
面
下
方
へ

行
く
に
従
っ
て
強
く
な
っ
て
い
る
。
山
並
を
見
下
ろ
す
こ
の
よ
う
な
俯
瞰
の
視
線
も
、
そ
れ

は
見
る
者
の
視
線
で
あ
る
と
同
時
に
阿
弥
陀
の
視
線
で
も
あ
る
。
こ
の
図
の
山
並
は
、
そ
れ

を
見
る
者
の
う
ち
に
、
い
わ
ば
阿
弥
陀
と
一
体
と
な
っ
た
視
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
絵
の
阿
弥
陀
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
、
一
瞬
奇
妙
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
が
絵
の
中
の
阿
弥
陀
を
見
て

い
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
が
、
絵
の
前
に
い
る
私
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
観
音
・
勢
至
と
山
水
風
景
に
つ
い
て
。
観
音
・
勢
至
の
両
菩
薩
は
、
阿
弥
陀
と
と

も
に
大
き
な
正
三
角
形
を
つ
く
り
な
が
ら
も
、
重
な
り
合
う
山
並
の
、
そ
の
上
空
に
浮
か
ぶ

か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
両
菩
薩
は
、
今
し
も
阿
弥
陀
の
も
と
を
離
れ
山
並
の
手
前
上

空
へ
と
や
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
、
白
雲
の
蛇
行
す
る
尾
が
そ
の
緩
や
か
な
飛
来
を
表
し
て

い
る
。
山
並
は
、
画
面
を
見
る
者
と
阿
弥
陀
と
を
隔
て
、
両
者
の
あ
い
だ
に
距
離
を
生
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
白
雲
に
乗
る
観
音
・
勢
至
は
、
見
る
者
と
阿
弥
陀
と
の
あ
い
だ
に
あ

っ
て
、
そ
の
距
離
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
雲
に
乗
る
観
音
・
勢

至
が
、
山
並
の
上
空
に
あ
り
な
が
ら
、
山
並
が
示
す
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
は
異
な
る
次
元

に
あ
る
よ
う
に
見
え
、
阿
弥
陀
と
観
る
者
と
の
あ
い
だ
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
、
二
童
子
・
四
天
王
と
山
水
風
景
。
二
童
子
と
四
天
王
は
、
画
面
下
方
、
左
右
対

称
に
ま
た
阿
弥
陀
三
尊
を
円
く
囲
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
阿
弥
陀
を
中
心
と
す
る
曼
荼
羅
の

一
部
を
構
成
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
彼
ら
は
、
重
な
り
合
う
山
並
が
示
す
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
も
お
り
、
山
並
の
一
部
を
な
す
岩
山
の
、
そ
の
上
面

が
平
ら
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
両
足
を
踏
ん
で
立
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
曼
荼
羅
と
し
て
の
画

面
構
成
と
や
ま
と
絵
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
が
交
差
す
る
、
そ
の
結
節
点
の
位
置
に
い
る

の
で
あ
る
。
や
ま
と
絵
を
見
な
れ
た
者
は
、
彼
ら
二
童
子
と
四
天
王
が
立
つ
と
こ
ろ
を
基
点

と
し
て
、
そ
こ
か
ら
画
面
全
体
を
眺
望
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
と
観

音
・
勢
至
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
二
童
子
と
四
天
王
も
、
や
ま
と
絵
に
見
る
よ
う
な
三

次
元
的
空
間
の
中
に
捉
え
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
本
稿
は
、
阿
弥
陀
来
迎
図
に
お
け
る
空
間
の
、
そ
の
独
自
な
構
造
に
つ
い
て
、
阿
弥

陀
が
正
面
向
き
に
描
か
れ
る
来
迎
図
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
が
斜
め
向

き
に
描
か
れ
る
来
迎
図
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）

山
本
興
二「
阿
弥
陀
来
迎
図
の
構
成
に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
美
術
史
』69
、
１
９
６

８
）

（
２
）

た
と
え
ば
、
源
豊
宗
編『
日
本
図
録
史
図
録
　
改
定
版
』（
星
野
書
店
、
１
９
４
０
）

（
３
）

た
と
え
ば
、
加
須
屋
誠「
臨
終
行
儀
の
美
術
―
儀
礼
・
身
体
・
物
語
―
」（『
仏
教
説

話
画
の
構
造
と
機
能
―
此
岸
と
彼
岸
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
―
』中
央
公
論
美
術
出
版
、
２

０
０
３
、
所
収
）

（
４
）

画
面
上
隅
の
左
右
に
は
色
紙
形
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
、
諸
経
典
に
見
え
る
四
つ

の
要
文
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。「
眉
間
白
毫
相
　
猶
如
清
浄
月
　
増
益
面
光
色
　
頭
面

礼
仏
足
」の
要
文
は
、『
往
生
要
集
』か
ら
こ
こ
に
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）

中
野
玄
三『
来
迎
図
の
美
術
』（
同
朋
舎
、
１
９
８
５
）
の
図
版
解
説

（
６
）

白
毫
が
発
す
る
光
に
つ
い
て
は
、「
彼
一
一
光
明
、
遍
照
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
摂

取
不
捨
、
我
亦
在
彼
摂
取
之
中
、
煩
悩
障
眼
雖
不
能
見
、
大
悲
無
倦
常
照
我
身
、

阿
弥
陀
来
迎
図
の
空
間
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云
々
」と
あ
る
。

（
７
）

阿
弥
陀
幅
と
他
の
二
幅
と
の
間
で
構
図
上
の
統
一
性
に
欠
け
る
点
に
関
し
て
は
、

大
串
氏
は
、
あ
る
小
さ
な
堂
内
に
お
け
る（
図
２
）の
よ
う
な
配
置
を
推
定
し
て
い
る
。

大
串
純
夫「
来
迎
芸
術
論
（
三
）」（『
国
華
』６
０
４
、
１
９
４
１
）。

（
８
）

松
下
隆
章「
高
野
山
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
」（『M

U
SE
U
M

』68

）。
松
下
氏
の
調
査

に
よ
る
と
、
絵
絹
の
継
ぎ
目
は（
図
４
）の
通
り
。

（
９
）

阿
弥
陀
の
衣
部
・
光
背
・
蓮
華
座
に
は
相
通
ず
る
色
調
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
の
部
分
に
は
、
絵
絹
の
裏
か
ら
金
箔
が
押
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い

る
。
中
野
玄
三『
来
迎
図
の
美
術
』の
図
版
解
説
。

（
10
）

愛
媛
県
八
幡
浜
市
の
梅
之
堂
に
は
、
阿
弥
陀
と
観
音
・
勢
至
・
地
蔵
・
竜
樹
の
彫

像
が
そ
ろ
っ
て
伝
来
し
た
。
毛
利
久「
伊
予
に
お
け
る
阿
弥
陀
五
尊
の
一
遺
例
」（『
史

跡
と
美
術
』２
６
２
、
１
９
５
６
）。
こ
れ
ら
五
尊
の
彫
像
は
当
初
、
阿
弥
陀
像
を
中

心
に
、
四
菩
薩
が
そ
れ
を
四
方
か
ら
取
り
囲
む
曼
荼
羅
的
な
配
置
を
と
っ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
は
、
阿
弥
陀
像
と
観
音
・
勢
至
の
像
が
梅
之
堂
に
、
地
蔵
・

竜
樹
の
像
は
奈
良
国
立
博
物
館
に
あ
る
。

（
11
）
中
野
玄
三『
来
迎
図
の
美
術
』の
図
版
解
説

（
12
）
有
賀
祥
隆『
仏
画
の
鑑
賞
基
礎
知
識
』（
至
文
堂
、
１
９
９
１
）

稲
　
次
　
保
　
夫



204（11）

阿
弥
陀
来
迎
図
の
空
間

図１　阿弥陀三尊および童子像（奈良、法華寺）

図３　高野山阿弥陀聖衆来迎図（高野山、有志八幡講十八箇院）
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稲
　
次
　
保
　
夫

図４　高野山阿弥陀聖衆来迎図の絹継ぎ

（松下隆章氏による）

図２　図１の三幅の配置推定図
A阿弥陀幅　B菩薩幅
C童子幅　　×観者の位置
（大串純夫氏による）

図６　山越阿弥陀図（京都、禅林寺）

図５　覚禅抄の阿弥陀五尊曼荼羅
（京都、勧修寺）




