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年
椴

阿

形

邦

三

氏

政

刺

繍

阿

弥

陀

三

尊

来

迎

図

繍
仏
の
歴
史
は
わ
が
国
に
お
い
て
は
古
い。
そ
の
源
は
印
度
に
あ
り
そ
れ
が
中

国
に
伝
え
ら
れ、
さ
ら
に
わ
が
国
へ
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が、
わ
が
国
で

は
す
で
に、
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
わ
た
っ
て
か
な
り
の
製
作
が
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
文
献
に
よ
っ
て
も
し
ら
れ
る。
断
片
で
は
あ
る
が
現
存
す
る、
国
宝

天
寿
園
長
茶
羅
繍
帳
の
製
作
は
推
古
制初
で
あ
る
が、
こ
の
製
作
に
先
だ
っ
て、
す

で
に
繍
仏
の
製
作
が
な
さ
れ
て
い
た。

「
日
本
苫
紀」
に
よ
れ
ば、
般
古
天
皇
十
三
年
に、

十
三
年
夏
四
月
半
酉
朔、

天
皇
詔＝
皇
太
子
大
臣
及
諸
王
諸
臣－、

共
同二
発
哲

願－
以
始
造ニ
銅
繍
丈
六
仏
像
各一
躯一
乃
命ニ
鞍
作
品一
為ニ
造レ
仏
之
工－

と
あ
り、
こ
の
製
作
は
同
じ
く
世
紀
に
よ
れ
ば、

十
四
年
夏
四
月
乙
酉
朔
壬
辰、
銅
山刷
丈
六
仏
像
並
造
覚

坐エ
於
元
興
寺
金
堂－

と
あ
っ
て一
年
間
の
製
作
年
月
を
要
し
て
い
る。

是
日
也

丈
六
銅
像

そ
の
後
奈
良
時
代
の
製
作
の
主
な
る
も
の
を
み
る
と、
孝
徳
天
皇
白
維
元
年
十

月
（
世
紀）
に
は、

是
月
始
造二
丈
六
繍
像
侠
侍
八
部
品等
四
十
六
像－

と
あ
り、
翌
二
年
春
三
月
に
は
丈
六
の
繍
像
等
が
完
成
し
た
こ
と
を
S
紀
は
伝
え

「
大
安
寺
伽
鹿
縁
起
弁
流
記
資
財
帳」
に
よ
れ
ば、
丙
成
年
（
呂町）
七

て
い
る。
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月
比伸
御
原
宮
御
字、
天
皇
皇
后
な
ら
び
に
皇
太
子
の
為
に
揃
菩
薩一
帖
が
製
作
さ

れ
た
と
さ
れ
て
あ
る
が、
こ
の
寸
法
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い。

「
扶
桑

附記」
の
天
武
天
皇
九
年
に、
薬
・揃
忠寸
の
議
設
に
安
位
す
る
繍
仏
の
記

録
に
は、

安＝
置
繍
仏
像一
帳－
高
三
丈、
広
二
丈一
尺
八
寸
阿
弥
陀
仏
像
弁
脇
士
菩
薩
天

人
等
像、
惣
百
余

禁レ
繍レ
之、
問

一匹懇話伸明

と
あ
る。
ま
た、
「
大
安
寺
伽
臨
縁
起
井
流
記
資
財
帳」
を
み
る
と、

一
般
大
般
若
凹
処
十
六
会
図
像

一
一帳
華
厳
七
処
九
会
図
像

右
以
天
平
十
四
年
年
政
次
壬
午、
春
為
十
代

天
皇、
前

律
師
道
慈
法
師、
ヰ寸
主
僧
教
義
等
奉
造
者

と
あ
り、
二
帳
と
も
刺
繍
で
図
像
を
表
し
た
も
の
で、
二
帳
と
も
高
各
二
丈、
広

一
丈
八
尺
も
あ
る
も
の
で
あ
っ
た。

「
東
大
寺
要
録」
を
み
る
と、
日
各
五
丈
四
尺、
広
各
三
丈
八
尺
四
寸

の
紺
鶴
自
在
菩
礎
像
三
舗
が、
天
平
勝
宝
四
年
四
月
九
日
の
大
仏
関
限
会
に
大
仏

殿
を
絞
敵
し
て
い
る。
天
平
京
字
二
年
五
月
に
は
繍
畳
茶
縦
二
釧
が
製
作
さ
れ
大

仏
殿
納
物
と
さ
れ
た
こ
と
が
同
じ
く
「
東
大
寺
要
録」
に
み
ら
れ
る。
唐
招
提
寺

の
閉
山
院内
僧
鑑
真
は
天
平
勝
宝
六
年
に
来
日
し
た
が、
そ
の
際、
舎
利
の
他
に
多

ま
た、



く
の
品
物
を
持
っ
て
き
た
が
そ
の
中
に、

功
徳
紬
地回
集
変
一

川刷、

繍
千
手
像
一

蹴

な
い
が、

「
大
安
寺
資
財
帳
」

を
将
来
し
た
（
店
大
和
上
京
征
伝）。

こ
の
銀
兵
の
将
来
口
川
は
わ
が
国
で
の
製
作
で
は

「
東
大
寺
要
録」

「
川
紀
」
、

「
扶
桑
略
記」、

の
諸

記
録
に
み
ら
れ
る
作
品
は
い
づ
れ
も
わ
が

国
で

製

作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

ぅ。

も
ち
ろ
ん、

」
れ
ら
の
も
の
が
全
部
で
は
な
く、

法
隆
寺
そ
の
他
に
伝
え
ら

れ
る
天
人
鮒
仏
像
や、

京
都
勧
修
寺
に
伝
来
し
現
在
は
奈
良
国
立
博
物
館
に
保
管

さ
れ
て
い
る
国
宝
刺
繍
釈
迦
説
法
図
な
ど
が
あ
る。

「
大
安
寺
資
財
帳」

に
み
え
る
丙
成
年
の
製
作
に
な
る
繍
芯
陸
一

帖
と
天
平
宝

宇
二
年
の
大
仏
殿
納
物
の
紬
盈
茶
続
二
釧
お
よ
び
鍛
真
将
来
の
功
徳
紺
普
集
変
一

姉、

繍
千
手
像
一

舗
の
法
立
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め、

そ
の
大
き
さ
は
判
ら

な
い
が、

他
の
作
品
は
記
録
に
よ
る
と
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た。

こ
れ
ら

の
法
企
不
明
の
作
品
も、
お
そ
ら
く、

そ
れ
ら
の
法
盆
に
準
じ
た
大
き
さ
を

持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う。

丈
六
像
と
か、

M

1、
ー、
L
l

一
r
p
r
J

Ti

刺繍阿世l、｜吃三功ーラfEjfl!図
上部の純子「キリ － タ JI辺

ま
た
三
丈
に
二
丈

二
丈
に
一

丈
八
尺、

五

丈
凶
尺
に
三
丈
八
尺
四
寸
な
ど
の
大

き
さ
を
も
っ

鮒
仏
帳
は
礼
町併
の
対
象

作
品
と
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
か、

そ
れ
と
も
他
の
目
的
の
た
め
に
製
作

さ
れ
た
も
の
か
。

こ
れ
ら
の
紬
仏
の
図
像
に
は
一

尊

像
も
あ
る
が、

侠
侍
八
部
等
四
十
六

trn I遡

阿
形
邦
三
氏
政
刺
繍
阿
弥
陀
三
時
来
迎
凶

像
と
か
阿
弥
陀
仏
像
井
脇
士
菩
薩
天
人
像
や
大
般
若
凹
処
十
六
会
像、

部十
厳
七
処

九
会
闘
像
等
の
如
く
集
会
像
が
多
い
よ
う
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
察
す

る
と、

礼
拝
の
対
象
と
し
て
の
本
的
的
な
性
格
よ
り
も、

時
像
の
仏
教
的
説
明
に

重
点
が
お
か
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

金
主
や
講
堂
に
で
も
懸
け
ら
れ
て

礼
伴
の
対
象
で
あ
る
本
坊
の
も
つ
信
仰
と
は
別
に、

仏
教
の
も
つ
広
大
無
辺
の
功

徳
を
感
受
せ
し
め
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

い
づ
れ
も
ぼ
う
大
な
作
品
で
あ
り、

さ
ぞ
か
し
見
事
な
製
作
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

と
似
像
さ
れ
る一
が、

今
日
そ
の
逃口
川
は
な
く
親
し
く
接
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の

は
ま
こ
と
に
残
念
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

あ
れ
ほ
ど
の
繍
仏
の
大
作
が
椛
ん
に
製
作
さ
れ
た
飛
品、

引戸店
良
時
代
も
平
安
時

代
に
移
る
と
紬
仏
大
作
の
製
作
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の

原
因
が
考
え
ら
れ
る
が、

主
な
も
の
は
寺
院
が
秘
仏
の
大
作
を
要
求
し
な
く
な
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う。

そ
れ
は
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
て、

南
都
寺
院

と
巣
っ
た
寺
院
桃
造
を
も
っ
た
北
嶺
守
院
で
は、

大
作
の
繍
仏
の
安
置
場
所
が
求

め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に、

平
安
時
代
は
絵
画
の
発
展

が
め
ざ
ま
し
く、

か
つ
て
の
刺
繍
の
技
術
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
宗
教
的
図
相
は

絵
画
手
法
に
砂
行
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

平
安
時
代
の
時
代
好
尚
が
刺
鮒
に
よ
る
紺
仏
よ
り
も
絵
画
手
法
に
よ
る
仏
画
を

選
ぶ
よ
う
に
な
り、

し
た
が
っ
て、

前
代
に
盛
行
を
見
た
繍
仏
の
大
作
は
も
ち
ろ

ん
、

紬
仏
の
製
作
が
影
を
ひ
そ
め
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

仏
画
の
発
展

に
大
き
い
力
と
な
っ
た
も
の
に
天
台、

真
言
宗
が
あ
っ
た。

平
安
時
代
に
新
し
く

興
っ
た
天
台、

日
言
宗、

殊
に
真
言
を
も
た
ら
し
た
空
海
の
場
合
は、

そ
の
師
恵

川米
阿
附
梨
が
「
真
言
密
教
の
泌
法
は
絵
図
を
借
り
な
け
れ
ば
伝
え
る
こ
と
が
出
来
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な
い」
と
い
っ
て、
当
時
の
名
家
李
立
を
は
じ
め
多
数
の
画
家
を
動
員
し
て、
長

茶
緑
を
は
じ
め
多
く
の
絵
画
を
写
し
て
こ
れ
に
与
え
た
と
云
わ
れ
て
レ
る。
ニ
ん

な
要
因
も
あ
っ
て
仏
画
の
拾
頭、
一発
展
は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う。

さ
れ
ば、

平
安、
藤
原、

鎌
倉
時
代
を
通
し
て
仏
間
は

めさ
ま
し
い
発
展
を
と
げ

た
こ
と
は
逃口山
を
み
て
も
如
阿
に
燐
ん
で
あ
っ
た
か
が
怨
像
さ
れ
よ
う。

し
か
ら
ば、
そ
の
問、
紬
仏
は
全
く
製
作
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
紺
仏
は
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
そ
れ
は
迫口聞
か
ら

肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る。
し
か
し、
こ
れ
ら
の
繍
仏
が
も
っ
内
容
は、
飛
鳥、

奈
良
則
に
於
て
作
成
さ
れ
た
紺
仏
と
は
可
成
り
違
っ
た
も
の
と
な
っ
た。
そ
の
大

き
い
因
を
な
し
た
も
の
は、
す
で
に
藤
原
則
に
於
て
峰
ん
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
浄

土
教
の
影
響
で
あ
る。
厭
離
織
士、
欣
求
浄
土
の
浄
土
思
組
は
藤
原
武
族
社
会
に

浸
透
し、

鎌
倉
則
に
な
っ
て
は一
般
大
衆
に
も
こ
の
思
想
は
普
及
し
た。
そ
れ
に

拍
車
を
か
け
た
の
が
末
法
思
想
の
流
行
で
あ
ろ
う。
末
法
思
想
は
い
う
ま
で
も
な

く、

釈
迦
入
滅
後一
定
期
間、

正
法
が
保
た
れ
る
が、

像
法
の
時
代
を
迎
え
て

仏
教
は
衰
え、
さ
ら
に
末
法
の
時
代
に
な
る
と
修
行
を
和
ん
で
も
証
栄
は
な
く、

人
心
は
思
化
し
天
災
地
変
が
起
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
悪
い
事
象
が
現
出
す
る
と
い
う

思
想
で
あ
る。
偶
然
に
も、
経
典
に
説
か
れ
る
ご
と
き
末
法
の
様
相
が、
藤
原
時

代
の
後
期
頃
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た。
す
な
わ
ち、
武
士
の
反
乱、
都
の
周
辺
で

は
的
兵
の
償
訴、
天
災
や
飢
継
の
瀕
発、
相
次
ぐ
戦
乱
は
正
し
く
末
法
位
相
の
現

出
と
し
て
人
々
の
脳
相
に
深
く
刻
み
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る。
か
L
る
末
法
現
世
の

織
土
を
離
れ、
極
楽
往
生
と
い
う
来
世
へ
の
希
望
が、
す
な
わ
ち
欣
求
浄
土
で
あ

っ
た。
い
か
な
る
身
分
の
人
で
も
来
世
に
お
い
て
極
楽
浄
土
に
生
れ
る
た
め
に

は、
も
ろ
も
ろ
の
作
普
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

造
寺、

造
培、

造
仏、

写

経、
追
普
の
供
養
な
ど
が
あ
り、
階
級
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
替
が
な
さ
れ
た

の
で
あ
る。
藤
原
道
長
の
法
成
寺
阿
弥
陀
掌
の
建
立、
藤
原
額
通
の
宇
治
平
等
院

の
建
立
な
ど、
い
づ
れ
も
欣
求
浄
土
へ
の
作
普
で
あ
る
が、
た
だ
欣
求
す
る
と
い

う
だ
け
で
な
く
沖
土
の
荘
厳
を
阿
弥
陀
堂、
平
等
院
と
い
う
華
麗
な
造
形
美
術
に

具
象
化
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り、
豪
華
き
わ
ま
り
な
い
も
の
と
い
え
よ
う。

し
か
し、
こ
の
よ
う
な
作
普
は
だ
れ
で
も
が
出
米
る
も
の
で
は
な
い。
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こ
の
二

人
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
が、
権
力
も
財
カ
も
な
い
人
々
は
分
に
応
じ
た

造
仏、
造
塔、
追
普、
写
経
の
作
警
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る。

鎌
金
時
代
に
な
り
伶
土
思
川知
が
大
衆
の
山
に
い
よ
い
よ
れは
透品川
H

及
す
る
や、
い

ま
与
で
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た一
つ
の
綴
相
を
も
っ
作
品
が、
作
普
を
前
提
と
し

て
あ
ら
わ
れ
た。
そ
れ
は
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
に
わ
た
っ
て
製
作
さ
れ
多
く
の
作



口川
を
残
し
て
い
る
紺
仏
で
あ
る。

そ
の
一
つ
の
様
式
に
刺
繍
阿
弥
陀
三
時
来
迎
図

が
あ
る
が、

こ
の
大
阪
府
阿
形
氏
放
の
刺
繍
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
も
そ
の
系
譜
に

の
る
作
品
と
い
え
よ
う
（
口
絵）
。
こ
の
繍
仏
作
品
の
大
き
さ
は
縦
芯－
H

印
繊
M

m・－

m
で
あ
り、

ま
こ
と
に
保
存
が
い
い。

繍
下
地
に
は
二
枚
の
下
地
を
用
い、

下
に
粗
い
目
の
麻
布
を、

そ
の
上
に
経
糸

が
二
本
ず
つ
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
平
絹
を
下
地
と
し、

品
に
て
下
拙
き
を
し
て
全
面

を
刺
繍
す
る
も
の
で
あ
る。

本
地
は
加
黄
色
の
地
に
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
の
附慨
を
揃

い、

そ
の
上
部
と
下
部
に
は
阿
弥
陀
の
種
子
「
キ
リ
ー
ク
」

を
各
々
M、

計
川切
を

な
ら
べ
て
阿
弥
陀
の
凹
十
八
願
を
表
示
す
る
椛
想
で
あ
ろ
う。

阿
弥
陀
三
噂
来
迎
図
の
上
部
と
下
部
に
出
さ
れ
た
種
子
「
キ
リ
l
p
」
は
み
な

円
内
に
納
め
ら
れ
蓮
台
の
上
に
お
か
れ
て
お
り、

種
子
は
人
髪
で
蓮
台
は
紫
と
緑

阿
形
邦
三
氏
蔵
刺
繍
阿

略化
三
時
米
迎
凶

色
の
色
糸
で
さ
し
繍
の
手
法
で
入
念
に
仕
上
げ、

円
内
は
陥
緑
色
で
円
の
縁、
と
り

に
は
紅
色
糸
を
用
い、

同
色
の
糸
で
円
と
円
の
附
に
泣
か
れ
た
花
文
同僚
を
細
っ
て

い
る
（
m
l
図〉
。

種
子
の
あ
る
地
場
と一一一
時
来
迎
の
地
場
と
の
界
線
に
は
波
浅
山内

糸
と
紅
糸
の
細
い
組
組
を
置
く。

崩
黄
色
の
地
に
針
光
背
を
も
っ
来
迎
の
弥
陀、

そ
の
前
方
に
服
を
か
いふ
め
両
手
に
蓮
台
を
持
つ
観
音、

そ
の
後
方
に
は
合
学
を
す

る
勢
至
の
三
噂
が、

各
均
一辺
に
の
っ
て
往
生
者
を
迎
え
る
通
有
の一
二
尊
来
迎
図
で

あ
る。

観音菩砕：凶

阿
弥
陀
（
第
2
凶〉
の
頭
光
は
外
側
か
ら
波
浅
賞、

加
賀、

紅
黒、

紅、

加
賀、

紫、

浅
貨
の
色
糸
で
出
し、

針
光
背
は
強
い
撚
糸
を
使
用
し
て
3
木、

2
本
の
組

合
せ
を
交
互
に
置
き
打
の
光
明
を
出
す。

阿
弥
陀
の
阪
市
の
一
部
と
胸
部
の
繍
糸

が
す
り
き
れ
て
剥
落
し
て
い
る
た
め、
コ一
道
に
下
絵
の
巾邸一
線
が
み
ら
れ
る。
蝦
髪、

川次
災
の
条
梨、

堤、

菩
薩
の
垂
髪
に
は
川崎
の
種
子
と
同
じ
く
髪
鮒
を
お
こ
な
う。

裂
後
は
無
文
で
回
相
部
に
は
生
糸
を
使
用
し
て
い
る
が、

こ
の
よ
う
な
作
例
は
珍

し
い
。
生
糸
の
も
つ
き
な
り
の
色
を
効
果
的
に
応
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。
着
衣
の

右
肩
〈
向
っ
て）
の
・部
分
に
は
別
糸
で
唐
草
文
様
を
鮒
い、

向
っ
て
左
袖
は
平
酬
い

し
た
淡
い
法
黄
地
の
上
に
麻
業
文
様
を
細
い
糸
で
繍
い
出
し
て
平
鮒
い
を
抑
え
て

い
る。

ま
た、
協
に
は
唐
草
を
緑
糸、
花
を
紅
糸
で
花
唐
草
文
織
を
紺
い、

装
の
慣

は
渋
い
繰
糸
で
平
印刷
い
さ
れ
て
い
る
が、

そ
の
上
に
紫
と
紅
糸
で
知伸
文
様
を
出
し

そ
の
開
聞
を
制
い
糸
で
区
劃
し
て
い
る
た
め、

石
川以
文
様
の
如
く
み
ら
れ
る。

二
菩
薩
〈
町出
3
凶）
の
頭
光
の
配
色
は
阿
弥
陀
の
頭
光
と
同
じ
配
色
を
用
い、

垂

髭
と
誌
の
裾
の
部
分
は
髪
繍υ

二
菩
薩
の
装
は
濃
い
緑
糸
で
平
紺
い
に
し、

腰
の

�HJ納阿弥陀三時米迎図第3図

部
分
に
は
花
文
機、

前
面
に
は
襟
文
様
を
制
い
糸
で
繍
っ
て
い
る
が、

棒
の
辻
に

は
別
糸
で
と
ぢ
て
い
る。

三
噂
が
の
る
雲
は
紫、

紅、

白
糸
を
用
い
糸
の
色
調
と

9 
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光
沢
と
光
線
を
利
用
し
て
哀
の
動
く
状
態
を
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
技
法
は、

刺
繍
の
も
つ
独
胆
場
と
い
え
よ
う。

こ
の
作
品
は
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
保
存
が
非
常
に
い
い。
し
た
が
っ
て
こ
の

作
品
に
な
さ
れ
て
い
る
縮
技
も
よ
く
観
察
さ
れ
る。
使
用
さ
れ
て
い
る
紺
法
は
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
さ
し
揃
い
の
手
法
で、
平
繍
い、
ま
つ
い
揃
い
な
ど
の
手
法
が
所
々

に
な
さ
れ
て
い
る
が、
施
さ
れ
て
い
る
繍
技
は
少
し
の
く
づ
れ
も
見
ら
れ
ず、
し

か
も
洗
練
さ
れ
て
ま
こ
と
に
巧
い。
こ
れ
ら
の
繍
仏
作
品
の一
般
的
傾
向
と
し
て

み
ら
れ
る
「
技
巧
に
堕
つ」
こ
と
も
な
く、
口川
絡
を
備
え
た
美
的
価
値
の
高
い
作

品
と
い
え
よ
う。

繍
仏
の
作
品
は
絵
画
作
品
に
比
べ
て
工
芸
的
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が、

こ
の
作
品
は
絵
画
的
要
素
を
多
分
に
も
ち、
刺
繍
と
い
う
工
芸
技
術
を
駆
使
し
な

が
ら
も
絵
画
的
表
現
に
努
力
し
て
い
る
点
は、
螺
髭
の
紬
法
や
限、
眉
の
色
糸
の

使
用
法
や
雲
の
表
現
に
も
そ
れ
が
み
ら
れ
よ
う。

こ
の
作
品
は
鎌
倉
捌
か
ら
室
町
加
に
か
け
て
多
く
製
作
さ
れ
た
阿
弥
陀
三
尊
来

迎
図
と
い
う
典
型
的
な
図
柄
で
あ
る
が、
こ
の
作
品
に
は
少
し
も
類
型
化
し
た
も

の
が
感
じ
ら
れ
な
い。
そ
れ
は
こ
の
作
品
が
も
っ
清
浄
性
と
作
風
の
も
つ
絡
調
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う。
上
下
の
部
分
に
阿
弥
陀
の
種
子
「
キ
リ
l
p」
を
品
お
い

て
阿
弥
陀
の
四
十
八
願
の
表
示
と
三
噂
来
迎
と
い
う
す
っ
き
り
し
た
図
様
は、
誰

れ
が
依
頼
し
て
製
作
さ
せ
た
か
は
判
ら
な
い
が
願
主
の
ひ
た
む
き
な
信
仰
心
さ
え

感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
る。

現
在、
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
を
刺
繍
に
出
し
た
作
品
は
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い

る
が、
類
型
化
し
た
作
品
が
多
く、
絡
調
も
必
ず
し
も
高
い
と
は
い
え
な
い。
む

し
ろ、
刺
繍
の
嫌
味
が
強
く
表
出
さ
れ
て
美
的
感
覚
を
そ
こ
な
う
も
の
が
あ
る。

こ
れ
ら
の
作
品
の
中
に
あ
っ
て、
こ
の
作
品
は
類
型
化
し
た
か
た
さ
や、
繍
技
の

精
巧
さ
を
意
識
的
に
表
示
す
る
誇
張
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
優口川
と
い
え
よ
う。
製

作
年
代
も
南
北
朝
の
中
頃
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る。
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ー
口
絵
・

木
簡
｜

ー上：
段

「
去
上
位
子
従
八
位
上
伯
祢
広
地
一昨
酬
に
伊奈川
都」

「
依
泣
山
鹿
使
廻
来
天
平
宝
字
二
年
十
月
廿
八
日
進
二
階
叙」

「
大

芝公
解

申
宿
直
官
人
事
刻
鴨
川
相

川紘一
町一

い円高」

「
山川
陸
間
部
賀
郡
日
部
郷
戸
主
物
部
大
山
戸
口
日
下
部
口
万
呂
義

口
六
百
文

天
平
宝
字
四
年
正
月
廿
日」

「
駿
河
国
駿
河
郡
古
家
郷
戸
主
春
日
部
与
麻
呂
調
責
堅
魚
捌
斤
伍
珂

関
司
um
従六
位
下
大
伴
宿怖
旅
人

天
平
宝
字
四
年
十
月
専
当

日）（陀）

州制
司
大
川閣
外正
六
位
下
生
部
直
門白
躍。一

下
段

「
少
初
位
下
大
限
史
末
呂
銭
五
百
文

（別活〉勘尾
張
小
塞
真
国」
（
別）

「
元
位
田
辺
史
広
口
進
統
労
銭
伍
百
文

（
別活）

神
屯
五
年
九
月
五
日
…協
同一
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