
い
ろ
い
ろ
な
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

調
査
結

果
に
基
づ
き
記
念
事
業
と
し
て
五
年
近

く
の
期
間
を
か
け
て
阿
弥
陀
堂
の
彩
色

を
一
部
復
元
し
ま
す
。  

 

御
影
堂

み
え
い
ど
う

の
瓦

か
わ
ら

葺 ふ

き
替 か

え 

永
観
堂
で
一
番
大
き
な
堂
宇
で
あ

る
御
影
堂

み
え
い
ど
う

（
大
殿

だ
い
で
ん

）
は
、
大
正
元
年
に

竣
工
し
た
総

欅
け
や
き

造
り
の
建
物
で
、
宗

祖
法
然
上
人
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

永
観
堂
で
は
最
も
新
し
い
建
物
で
す
が

築
九
十
年
余
を
経
過
し
、
近
年
雨
漏
り

な
ど
が
発
生
し
て
お
り
屋
根
瓦
の
補
修

が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
八

百
回
大
遠
忌
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し

て
、
御
影
堂
の
屋
根
瓦
の
総
葺
き
替
え

を
行
い
ま
す
。
平
成
十
九
年
十
一
月
以

降
に
着
工
し
ま
す
。 

   

常
林
院
年
中
行
事
予
定 

 

一
月
二
日 

 

修
正
会
（
初
参
り
） 

三
月
九
日 

 

涅
槃
会
、
会
計
報
告 

三
月
二
十
日 

春
彼
岸
会
（
予
定
） 

四
月
八
日 

 

花
祭
り 

八
月
一
～
十
四
日 

棚
経 

八
月
五
～
七
日 

 

墓
回
向 

八
月
十
六
日 

 
 

お
施
餓
鬼 

八
月
下
旬 

 
 

 

地
蔵
盆 

九
月
二
十
三
日 

 

秋
彼
岸
会(

予
定) 

十
一
月
十
四
日 

 

お
十
夜
会 

 
本
山
永
観
堂
年
中
行
事
予
定 

 

二
月
十
四
～
十
五
日 

 

念
仏
行
道
会 

四
月
二
十
二
～
二
十
五
日 

 

御
忌
会 

八
月
一
～
三
日 

 
 

 
 

緑
蔭
法
話 

十
一
月
上
旬 

 
紅
葉
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ 

 
 

 
 

 
 

 

寺
宝
展
開
幕 

十
一
月
九
日 

 

西
山
上
人
降
誕
会 

  

あ
と
が
き 

昨
年
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。
さ
て
、
年
末
の
清
水
寺
に

お
い
て
、
恒
例
の
一
年
を
あ
ら
わ
す
漢

字
は
「
偽
」
で
し
た
。
去
年
の
一
連
の

事
件
を
思
い
起
こ
す
と
、
な
る
ほ
ど
と

思
い
ま
す
。｢

偽｣

と
い
う
漢
字
は
、「
に

ん
べ
ん
」
に
「
為
」
と
書
き
ま
す
。「
人

の
為
」
と
書
い
て｢

偽｣

と
い
う
皮
肉
な

漢
字
で
す
。
去
年
の
「
偽
」
の
つ
く
事

件
は
、
ど
れ
も
人
の
為
な
ら
ず
自
分
の

私
利
私
欲
の
為
か
ら
起
き
た
も
の
ば
か

り
で
す
。
今
年
は
、「
人
の
為
」
と
な
る

良
い
ニ
ュ
ー
ス
が
少
し
で
も
増
え
る
こ

と
を
願
い
ま
す
。 

今
年
も
皆
様
に
と
っ
て
良
い
一
年

と
な
り
ま
す
よ
う
御
祈
念
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
掌 

 

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
発
行 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

禅 ぜ
ん

林 り
ん

寺 じ

派 は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常 

林 

院 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

敵 て
き

を
恨 う

ら

む
る
事 こ

と

な
か
れ
、 

こ
れ
偏

ひ
と
え

に
先
世

せ
ん
せ
い

の 
 

 

 

宿

業

し
ゅ
く
ご
う

な
り 

 
 

 
 

 
 

漆
間

う
る
ま
の

時
国

と
き
く
に

（
法
然
上
人
の
父
）
の
遺
言 

（「
行
状
絵
図
」
第
一
） 

 

法
然
上
人
の
父
は
漆
間

う
る
ま

時
国

と
き
く
に

と
い
い
、
押
領
使

お
し
り
ょ
う
し

と
い
う
役
人

で
し
た
。
押
領
使
と
は
、
現
在
で
い
う
警
察
署
長
の
よ
う
な
仕
事

で
す
。
そ
の
仕
事
が
ら
、
人
か
ら
逆

さ

か

恨
う

ら

み
を
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

法
然
上
人
が
九
才
の
時
、
夜
討
ち
に
遭
い
、
父
時
国
は
瀕
死
の

重
傷
を
負
い
、
ほ
ど
な
く
臨
終
の
床
に
つ
き
ま
す
。 

時
国
は
息
を
引
き
取
る
と
き
に
、
九
才
の
法
然
上
人
を
枕
元
に

呼
び
よ
せ
、 

「
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
我
が
身
の
巡
り
会
わ
せ
で
あ
る
か

ら
、
敵
を
恨
ん
で
は
い
け
な
い
。
た
と
え
仇
を
討
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
次
は
お
ま
え
が
恨
ま
れ
、
遺
恨
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ど
う
か
出
家
し
て
、
我
が
菩
提
を
祈
り
、
仏
の
道
を
歩
ん
で
お
く

れ
・
・
・
。」 

と
言
っ
て
、
息
を
ひ
き
と
り
ま
し
た
。 

法
然
上
人
は
、
父
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
出
家
し
、
仏
教
の
世

界
へ
入
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
が
生
涯
「
父
の
遺
言
忘

れ
が
た
く
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
父
の
言
葉
は
上
人
を

『
武
士
か
ら
僧
侶
へ
』
と
人
生
を
大
き
く
変
え
、
上
人
の
生
き
方

に
も
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
ま
た
、
家
の
跡
継
ぎ
だ
っ
た

上
人
が
出
家
す
る
こ
と
で
家
は
断
絶
。
母
も
、
父
に
し
た
が
っ
て

い
た
家
来
た
ち
も
、
そ
の
生
活
の
上
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。 

時
国
の
遺
言
は
「
敵
を
恨
む
な
」
の
一
語
に
つ
き
ま
す
。 

し
か
し
、
も
し
実
際
に
自
分
の
家
族
の
命
が
奪
わ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
し
た
ら
、
は
た
し
て
恨
ま
ず
に
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う

か
・
・
・
。
そ
の
一
方
、
世
界
で
起
こ
る
テ
ロ
や
戦
争
の
よ
う
に
、

恨
み
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
悲
し
い
現
実
を
耳
に
す
る
と
、
時
国

の
「
敵
を
恨
む
な
」
の
言
葉
が
よ
ぎ
り
ま
す
。 

 
お
釈
迦
様
は
「
怨 う

ら

み
に
報 む

く

い
る
に
恨 う

ら

み
を
も
っ
て
し
た
な
ら
ば
、

怨
み
の
や
む
こ
と
は
な
い
。
怨
み
を
す
て
て
こ
そ
や
む
。
こ
れ
は

永
遠
の
真
理
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 
 

月 
 

影 
 
 
 
 
 

 

第 21 号 



 

～
何
が
書
い
て
あ
る
の
？
～ 

浄
土
宗
西
山

せ
い
ざ
ん

勤
行
式

ご
ん
ぎ
ょ
う
し
き

（
赤
本
）
解
説 

 

 
 

香 こ
う 

偈 げ 
 

 

願 が
ん

我 が

身 し
ん

浄
じ
ょ
う

如 に
ょ

香 こ
う

炉 ろ 
 

願 が
ん

我 が

心 し
ん

如 に
ょ

智 ち

慧 え

火 か 
  

念
念
焚
焼
戒
定
香

ね
ん
ね
ん
ぼ
ん
じ
ょ
う
か
い
じ
ょ
う
こ
う 

供
養
十
方
三
世
仏

く
よ
う
じ
っ
ぽ
う
さ
ん
ぜ
い
ぶ 

（
読
み
下
し
文
） 

願 ね
が

わ
く
は
我 わ

が
身 み

浄 き
よ

き
こ
と
香 こ

う

炉 ろ

の
如 ご

と

く く

。 

願 ね
が

わ
く
は
我 わ

が
心

こ
こ
ろ

智 ち

慧 え

の
火 ひ

の
如 ご

と

く
。 

念 ね
ん

念 ね
ん

に
戒 か

い

定
じ
ょ
う

の
香 こ

う

を
焚 た

き
ま
つ
り
て
。 

十
法

じ
っ
ほ
う

三
世

さ
ん
ぜ
い

の
仏

ほ
と
け

に
供
養

く
よ
う

し
た
て
ま
つ
る
。 

（
現
代
語
意
訳
） 

 

き
よ
ら
か
な
香
炉
で
香
が
香
る
よ
う
に
、
わ
が
身
も
き
よ
ら

か
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。 

 

灯
明
の
火
が
暗
闇
を
開
く
よ
う
に
、
わ
が
心
も
仏
さ
ま
の
智

慧
の
光
で
迷
い
の
闇
を
開
け
ま
す
よ
う
に
。 

 

身
を
戒
め
、心
静
か
に
と
の
思
い
を
こ
め
て
香
を
お
た
き
し
、

現
在
・
過
去
・
未
来
の
い
つ
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
お
ら

れ
ま
す
仏
様
に
お
さ
さ
げ
い
た
し
ま
す
。 

浄
土
宗
西
山
勤
行
式
は
、
我
が
宗
派
の
基
本
と
な
る
経
本
で

す
。
赤
い
色
を
し
た
経
本
な
の
で
、
通
称
、
赤
本
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
月
参
り
や
、
法
事
な
ど
も
こ
の
赤
本
を
基
本
と
し
て

読
経
し
ま
す
。 

赤
本
を
め
く
る
と
、一
番
初
め
に
出
て
く
る
の
が
香
偈
で
す
。 

香
偈
は
、
中
国
の
僧
、
善
導
大
師
の
詩
句
の
一
節
で
す
。
香
偈

の
「
偈
」
と
は
、
梵
語
の
ガ
ー
タ
ー
（
伽
陀
）
で
、「
歌
」
の
こ

と
で
す
。
善
導
大
師
の
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
仰
の
思
い
が
、

歌
と
な
っ
て
表
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
清
浄
せ
ず
に
仏
を
礼
し
、
お
経
を
読
ん
で
も
功
徳
な
し
。」 

と
い
う
よ
う
に
、
昔
か
ら
、
お
つ
と
め
を
始
め
る
時
は
、
香

を
た
い
て
清
め
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
ん
じ
て
き
ま
し
た
。 

香
を
た
く
時
は
、
す
べ
て
の
け
が
れ
を
焼
き
つ
く
し
て
身
も

心
も
き
よ
ら
か
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
香
を
た
き
ま
す
。
あ
た

り
一
面
に
よ
い
香
り
が
た
ち
こ
め
、清
ら
か
な
香
り
に
ふ
れ
て
、

私
た
ち
の
清
ら
か
な
心
も
引
き
出
さ
れ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

香
炉
が
、
香
の
た
め
に
浄
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
身

も
浄
ら
か
で
あ
り
た
い
。
香
炉
の
火
が
香
を
た
い
て
浄
ら
か
な

香
り
を
放
つ
よ
う
に
、
私
た
ち
の
心
も
智
慧
の
火
を
も
っ
て
、

浄
ら
か
に
し
た
い
、
と
い
う
願
い
を
込
め
て
読
経
し
ま
す
。 

 



 
往
生
（
お
う
じ
ょ
う
） 

 

「
往
生
す
る
」
と
い
え
ば
、
ど
う
し

よ
う
も
な
く
困
り
果
て
る
こ
と
、ま
た
、

あ
き
ら
め
て
お
と
な
し
く
な
る
こ
と
、

死
ぬ
こ
と
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
「
往
生
ぎ
わ
が
悪
い
」
と
い
え

ば
、
ど
た
ん
場
に
の
ぞ
ん
で
、
な
か
な

か
あ
き
ら
め
が
つ
か
な
い
こ
と
に
使
わ

れ
ま
す
。 

 

浄
土
宗
で
は
、
臨
終
の
時
、
正
し
い

信
仰
を
も
っ
て
死
に
臨
む
こ
と
の
大
切

さ
が
教
え
ら
れ
る
の
で
、
往
生
ぎ
わ
と

い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
よ
う
で
す
。 

も
と
は
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と

を
往
生
と
い
い
ま
す
。 

極
楽
往
生
、
往
生
安
楽
な
ど
。 

    

   

問
） 

葬
儀
に
友
引
を
避
け
る
の
は
な

ぜ
で
す
か
？ 

答
） 

こ
れ
は
、
語
呂
合
わ
せ
の
迷
信

で
、
仏
教
と
は
何
の
関
係
も
あ
り

ま
せ
ん
。 

「
友
を
引
く
」
と
読
め
る
こ
と
か

ら
「
誰
か
を
道
連
れ
に
す
る
」
と

の
迷
信
が
生
ま
れ
、
こ
の
日
に
葬

式
を
営
む
こ
と
が
避
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
火
葬
場
も
休
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。（
大
阪
な
ど
一
部

地
域
は
休
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
） 

 
こ
の
よ
う
に
、根
拠
の
な
い
迷
信

が
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
普

段
の
日
常
生
活
で
、
当
た
り
前
の

習
慣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
け

っ
こ
う
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

    

  

阿
弥
陀
堂
の
彩
色
復
元 

永
観
堂
の
本
堂
、
阿
弥
陀
堂
（
京
都
府

指
定
文
化
財
）
は
慶
長
二
年
に
大
阪
・

四
天
王
寺
の
曼
荼
羅
堂

ま
ん
だ
ら
ど
う

と
し
て
建
て
ら

れ
、十
年
後
の
慶
長
十
二
年 

に
永
観
堂

に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。移
築
当
時
に
は
、

阿
弥
陀
堂
の
荘
厳
と
し
て
極
楽
浄
土
を

思
わ
せ
る
彩
色
が
堂
の
内
外
全
体
に
施

さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

 

平
成
十
八
年
初
頭
の
調
査
に
よ
り
、

内
陣
の
柱
の
上
部
か
ら
「
ぬ
し 

や
ぎ

ゅ
う 

慶
長
十
二
年
」
と
判
読
で
き
る

墨
書
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
堂
内

の
鴨
居
に
は
、
鐶
木
瓜
花
久
留
子

か
ん
も
っ
こ
う
は
な
く
る
す

・

切
竹
久
留
子
文

き
り
た
け
く
る
す
も
ん

と
呼
ば
れ
る
十 

字
架

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
幾
何
学
模
様
が
描

か
れ
て
お
り
、
塗
装
の
状
態
か
ら
こ
の

模
様
は
曼
荼
羅
堂
時
代
の
装
飾
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
他
に
も
牡
丹
唐
草
模
様
、

瑞
鳥
、
龍
や
唐
草
、
亀
甲
文
な
ど
、 


