
大

仏

師

定

覚

三

宅

久

雄

は
じ
め
に

建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)
造
立

の
東
大
寺
南
大
門
仁
王
像
は
、
昭
和
六
十
三
年
か
ら
平
成

五
年

に
か
け

て
解
体
修
理
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
、
発
見
さ
れ
た
銘
記
や
納
入
経

の
奥
書
か
ら

注
目
す

べ
き

い
く

つ
か
の
事
柄
が
判
明
し
た
。
そ
の
う
ち

の
ひ
と

つ
に
、
大
仏
師
と
し

て
従

来
知

ら
れ
て

い
た
運
慶
、
快
慶

の
ほ
か
に
、
推
測
は
さ
れ

て
い
た
が
、
湛
慶
と
定
覚

が
起
用

さ
れ
た
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
加
え
て
大
方
の
予
想
を
裏
切
り
、
阿
形
像
は

運
慶
と
快
慶
、
畔
形
像
は
定
覚
と
湛
慶
が
分
担
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
、
新
た
な
問
題

を
な
げ
か
け
た
。

当
時
、
運
慶

の
長
男
湛
慶
は
三
十
歳
、
こ
の
慶
派

の
後
継
ぎ
と
組
ん

で
畔
形
像

の
造
像
に

当
た

っ
た

の
が
定
覚

で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
定
覚
と

い
う
仏
師
は

大
仏
殿
両
脇
侍
像
、

四
天
王
像
復
興

に
お

い
て
康
慶
、
運
慶
、
快
慶
と
と
も
に
活
躍
し
た
慶

派

の
四
人
の
大
仏
師

の
う
ち
の

一
人

で
あ
る
。
慶
派

の
中
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
が
、

彼

の
現
存
作
例
は
南
大
門
仁
王
像

の
み
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
仁
王
像

か
ら
は
定
覚
個
人

の

作
風
を
知
る
こ
と
は
、
ま
ず

で
き
な

い
。
出
自
も
は

っ
き
り
と
せ
ず
、
知
名
度

の
高

い
わ
り

に
は
謎
に
包
ま
れ
た
仏
師
で
あ
る
。
こ
こ
で
南
大
門
仁
王
像

の
銘
文
を

契
機
と
し
て
、
こ
の

定
覚

に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

以
下
、
年
代
を
追

っ
て
問
題
点
を
見

て
い
く

こ
と

に
す
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
す
で
に

よ
く
知
ら
れ
て

い
る

こ
と
で
は
あ
る
が
、
定
覚

の
事
蹟
を
簡
単
に

一
覧
し
て
お
く
。

建
久
五
年

(
一
一
九
四
)
十
二
月

東
大
寺
南
中
門
二
天

の
う
ち
西
方
持
国
天
像
を
造
り

始
め
る

(東
大
寺
続
要
録
造
仏
篇
)
。

建
久
六
年

(
=

九
五
)
三
月

大
仏
殿
供
養
に
際
し
快
慶
と
と
も
に
法
橋
叙
位
。
快
慶

は
運
慶

の
子
息

に
賞
を
譲
る

(東
大
寺
縁
起
絵
詞
)
。

傷

建
久
七
年

(
一
一
九
六
)
六
月

東
大
寺
大
仏
殿
脇
侍
如
意
輪
観
音
像
を
快
慶
と
造
り
始

め
る

(東
大
寺

続
要
録
造
仏
篇
)
。

同

十

二
月

東
大
寺
大
仏
殿
四
天
王
像
の
う
ち
多
聞
天
像
を
造
り

始
め
る

(東
大

寺
続
要
録
造
仏
篇
)
。

建
仁
三
年

(
=

一〇
三
)
七
～
十
月

東
大
寺
南
大
門
仁
王
畔
形
像
を
湛
慶
と
造
る

(像

内
納
入
宝
簾
印

陀
羅
尼
経
奥
書
、
東
大
寺
別
当
次
第
)
。

同

十

一
月
三
十
日

東
大
寺
総
供
養

に
お
い
て
賞
を
覚
円
に
譲
り

法
橋
と
す

る

(東
大
寺
縁
起
絵
詞
)
。

東
大
寺
南
中
門
二
天
像

東
大
寺
南
中
門
二
天
像
の
造
立
に
あ
た
り
、
定
覚
は
西
方
持
国
天
の
大
仏
師
と
な
り
小
仏



師
十
三
人
を
率

い
て
い
る
。

一
方
、
東
方
多
聞
天
は
大
仏
師
快
慶
、
小
仏
師
は
十
四
人
で
あ

っ

た

(史
料

1
)
。

定
覚
の
配
下
に
小
仏
師
と
し
て
従

っ
た
十
三
人
と
、
南
大
門
仁
王
像

で
定
覚
に
従

っ
た
小

仏
師
六
人
と
に
は
共
通
性
は
見
ら
れ
な

い
。
と

い
う
よ
り
、
南
中
門
二
天
像

で
定
覚
に
従

っ

た
小
仏
師
は
、
雲
慶
が
著
名
な
運
慶
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
良
尊
が
東
大
寺
僧

形
八
幡
神
像

の
小
仏
師
と
し

て
名

の
見
え
る
人
物
と
同

一
人
か
も
し
れ

な

い
が
、
他
は
知
ら

れ
て
い
な

い
仏
師
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
快
慶
に
従

っ
た
小
仏
師
が

そ
の
他
の
快
慶
作
品

　
エ

レ

の
銘
記
中
に
登
場
す

る
も

の
が
何
人
か
見
ら
れ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ

る
。

さ
ら
に
、
南
中
門
二
天
像
制
作
に
あ
た

っ
た
絵
仏
師
を
含
む
全
体
を
見

て
お
こ
う
。

こ
こ

で
の
問
題
は
、
ま
ず

『東
大
寺
続
要
録
』

の
記
述
中
、
木
仏
師
と
絵
仏
師

に
同
名

の
仏
師
が

い
る
の
を
ど
う
考
え

る
か
で
あ
る

(こ
こ
で
は
音
通
を
除
外
し
て
お

く
)
。
ま
た
寺
家
絵
仏

師
に
見
え
る
定
慶
を
著
名
な
木
仏
師
と
同

一
人
物
と
み
な
し
て
よ

い
か
ど
う
か
で
あ
る
。

つ

ま
り
木
仏
師
が
時

に
は
絵
仏
師
と
し
て
参
加
し
た
り
、
彫
刻
が
終
わ

っ
た
後
に
木
仏
師
が
絵

仏
師
と
し
て
の
仕
事
に
ま
わ
る
こ
と
が
あ
る
か
否
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、

こ
の
南
中
門

　
　

　

絵
仏
師
中
に
定
慶
な
ど
の
よ
う
な
木
仏
師
も
含
ま
れ
る
と
す
る
考
え
は
早
く
か
ら
あ

っ
た
。

南
中
門
二
天
像

に
つ
い
て
み
る
と
絵
仏
師
は
、
単
に
絵
仏
師
と
呼
ば
れ
る
も

の
と
寺
家
絵

仏
師

の
二
つ
の
区
別
が
あ
る
。
慶
仁
は
東
方
天
小
仏
師
と
、
寺
家
絵
仏

師

の
う
ち
の
小
仏
師

と
し
て
名

が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
別
人
か
と
考
え
ら
れ
る
。
木
仏
師
の
ほ
う

の
慶
仁
は
南
大

門
仁
王
噂
形
像
の
湛
慶
配
下
の
小
仏
師
と
し
て
見
え

る
慶
仁
と
同

一
人

物
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
対
し
て
良
尊

は
、
西
方
天
小
仏
師
と
東
方
天
絵
仏
師
中
の
小
仏
師
と

の
双
方
に
名
が
見
え

る
。

こ
れ
は
同

一
人
物

の
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
方
天
絵
仏
師

の
定
円
、
定
勝
と

い
う
名

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
南

大
門
仁
王
畔
形
像

の

定
覚
配
下
の
小
仏
師
中
に
も
見
え
る
。
同
名
異
人
と
見
る
こ
と
も
で
き

、
絵
仏
師
と
木
仏
師

の
関
係
は
よ
く
わ
か

っ
て

い
な

い
の
で
、
こ
こ
で
は
異
同

の
判
断
は
保
留
し
た

い
。

と
こ
ろ
で
、
東
大
寺

の
木
彫
巨
像
群
復
興
の
冒
頭
を
飾
る
南
中
門
二
天
像
造
立
に
運
慶
は

さ
て
お
き
、
康
慶

の
名
が
見
え
な

い
。
建
久
六
年
三
月
の
大
仏
殿
供
養
に
お

い
て
法
眼
康
慶

の
譲
り

で
運
慶
が
法
眼

に
叙
せ
ら
れ

て
い
る
と

こ
ろ
か
ら

(東
大
寺
続
要
録
供
養
篇
)
、
少

な
く
と
も
康
慶
は
こ

の
南
中
門
二
天
像

の
造
像
に
関
与
し
た
と
推
測
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は

　
ヨ

　

早
く
に
毛
利
久
氏
が
指
摘
し
、
後
に
田
邉
三
郎
助
氏
が

「当
時
無
冠
の
定
覚

・
快
慶
へ
直
接

ハ
　

　

ま
か
さ
れ
た
と
は
考

え
に
く

い
」
と
し
て
康
慶

の
関
与
を
積
極
的
に
認
め
て
お
り
、
今
日
で

は
こ
の
考
え
が
大
勢

を
占
め
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
、
慶
派

の
頭
領
と
し
て
の
康
慶
の
存
在
を
重
く
見
る
と
、

い
か
に
東
大
寺
大
勧
進

で
あ

っ
た
俊
乗
房
重

源
と

い
え
ど
も
直
接
的
に
快
慶
と
定
覚
を
起
用
で
き
た
か
に
は
問
題
が

残
る
。

こ
の
こ
と
は
建
久
六
年

の
大
仏
殿
供
養

に
お

い
て
康
慶

に
対
す
る
勧
賞
を
、
二
天
造

立
に
よ
る
も

の
と
す

る
考
え

に
も
至
る
。
実
際
に
は
東
大
寺
の
木
彫
巨
像
群
の
復
興

の
最
初

に
こ
の
二
天
が
造
立

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後

に
続

い
た
大
仏
殿
両
脇
侍
像
や
四
天
王

像
は
、
南
中
門
二
天
像

に
先
立

つ
建
久
五
年
六
月
以
前
に
源
頼
朝

が
御
家
人
に
造
立
事
業
を

　
ヨ

　

分
担
し

て
い
た
。
す

る
と
、
大
仏
殿
と
南
中
門
の
木
彫
仏
像
は
ひ
と
ま
と
ま
り

の
も

の
と
し

て
計
画
が
立

て
ら
れ

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
は
南
中
門
造
像
が
格
落
ち

の
仕

事

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
康
慶
が
無
位

の
快
慶
と
定
覚
に
割
り
振

っ
た
可
能
性
が
出

て
く
る
。

し
か
し
、
そ
う
で

は
な

い
で
あ

ろ
う
。
源
頼
朝

が
御
家
人
に
分
担
を
命
じ
、
か

つ
康
慶
が

参
加
し
た
大
仏
殿
諸

像
は
別
と
し
て
、
南
中
門

二
天
像
は
重
源
が
直
接
、
快
慶
、
定
覚

の
二

人
に
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
定
覚
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
周
知
の
と
お
り
快
慶
は

早
く
建
久
三
年

(
一
一
九

二
)
の
三
宝
院
弥
勒
菩
薩
像
制
作
時
に
は
安
阿
弥
陀
仏
を
称
し
て

お
り
、
重
源
の
浄
土

教

の
信
奉
者

で
あ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
以
前
に
重

源
と

の
繋
が
り
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ

ろ
う
。
南
中
門
二
天
像
以
後
も
、
例
え
ば
建
仁

三
年

(
一
二
〇
三
)

東
大
寺
俊
乗
堂
阿
弥
陀
如
来
像
な
ど
小
規
模

の
も

の
だ
け
で
な
く
、
三

重
新
大
仏
寺

や
兵
庫

浄
土
寺
な
ど
重
源
が
は
じ
め
た
別
所

の
丈
六
阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
、
こ

れ
ら
は
や
は
り
重
源

と
快
慶
と

の
関
係

の
中
で
快
慶
に
依
頼
さ
れ
た
仕
事

で
あ

っ
た
と
考
え

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

一10一



上
記
を
総
合
し
て
勘
案
す
る
と
、
南
中
門
二
天
像
は
大
仏
殿
内
諸
像

と
は
別
に
重
源
の
意

向
に
よ

っ
て
担
当
仏
師
が
決
め
ら
れ
た
と
考
え

る
方

が
よ

い
と
思
わ
れ

る
。

小
仏
師
雲
慶

次

い
で
問
題
と
な

る
の
は
、
西
方
持
国
天
像

の
大
仏
師
定
覚

に
従

う
小
仏
師

の
筆
頭

に

「雲
慶
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
仏
師
を
康
慶

の
子
息
運
慶
と
同

一
人
物
と

み
な
す
か
否
か
に

つ
い
て
は
説
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
運

慶
と
考
え
る
研
究
者
が
多

い
。
「仕
事
の
相
性
や
供
養
時

の
叙
位
を
考
慮

し
た
う
え
で
の
康
慶

　
　

　

の
は
か
ら

い
」
と
か
、
「
こ
う
し
た
巨
像
を
わ
ず
か
二
、
三
か
月

で
造

る
よ
う

な
特
殊
な
造

像

の
経
験
を
後
継
者
運
慶

に
積
ま
せ
る
た
め
に
、
敢
え

て

一
門

の
有
力

仏
師

の
下
で
実
際

の

　
　

　

作
業
に
従
事
さ
せ
る
と

い
う
配
慮
」
と

い
う
よ
う
な
解
釈
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
後

に
述

べ
る
よ
う

に
定
覚
を
運
慶

の
弟
と
す
る
伝
え

が
あ
る
が
、
こ
れ
を

認
め
る
考
え
に
立

つ

場
合
、
弟
を
補
佐
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
解
釈

に
は
い
ず
れ
も
無
理
が
あ
り
、

い
か
に
定
覚
が
古
参

の
有
力
仏
師

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
慶
派

の
後
継

ぎ
た
る
も

の
が
こ
れ

に
小
仏
師
と
し
て
従
う
と
は
思
え
な

い
し
、
ま
た
弟

の
下
に
付
く
と

い
う
こ
と
も
常
識
的
で

は
な

い
。

か

つ
て
林
屋
辰
三
郎
氏
は

「
運
慶
が
若
し
建
久
五
年
十

二
月
以
前
に
既
に
南
都
に
於

い
て

　
　

　

大
仏
師
職
に
補
せ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

こ
の
小
仏
師
雲
慶
を
別
人
と
断
ず

る
ほ
か
は
な

い
」

と
述
べ
た
。
こ
の

「南
都
に
於

い
て
大
仏
師
職
」
と

い
う
言
葉
の
使

い
方
は

い
さ
さ
か
曖
昧

の
感
が
あ
り
、
か

つ
て
大
仏
師
に
二
類
あ
り
と
さ
れ
た

「仏
像
製
作
に
即
し
て
の
大
仏
師
」

　
　

　

と
、
コ

寺
院

の
組
織

の

一
つ
と
し
て
の
大
仏
師
職
」

の
い
ず
れ
か
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
、
林
屋
氏
は
文
治
二
年

(
一
一
八
六
)
の
静
岡
願
成
就
院
の
造
像
に
お
い
て
運
慶

の

肩
書

に
大
仏
師
が
記
さ
れ

て
い
な

い
こ
と
か
ら

「
未
だ
大
仏
師
に
も
法
橋

に
も
な

っ
て
い
な

い
」
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
大
仏
師
と

い
う
呼
称
を
広
義

に
と
ら
え
て

い
る
よ

う

に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
論
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
文
治
五
年

(
一
一
八
九
)
の
神
奈
川
浄

楽
寺
阿
弥
陀
三
尊
像

な
ど
の
造
像
が
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
ら
諸
像
に
納
入
さ
れ

て
い
た
銘
札
に

「大

仏
師
興
福
寺
内
相
応
院
勾
当
運
慶
小
仏
師
十
人
」
と
あ
る
こ
と
が
判
明

し
て
い
る
の
で
、
林

屋
氏
の
論
法

で
い
く
と
南
中
門

の
小
仏
師
雲
慶
は
運
慶
で
は
な

い
と

い

う
結
論
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

運
慶
が

い
つ
か
ら
大
仏
師
と
称
し
た
か
と

い
う
と
、
さ
ら
に
遡
る
。
近
年
発
見
さ
れ
た
興

福
寺
西
金
堂
釈
迦
如

来
像

の
復
興
造
像
に
関
わ
る
文
書

に
お
い
て
、
文
治
二
年

⊃

一
八
六
)

正
月
、
再
興
像
を
禅
定
院
か
ら
西
金
堂
に
搬
入
し
た
箇
所

に
お

い
て

「大
仏
師
運
慶
」
と
記

　　
　

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
運
慶
が
大
仏
師
と
称
し
た
初
見
で
あ
る
。
か
つ
て
松
島
健
氏
は
興
福

寺
釈
迦
如
来
像
頭
部
を
運
慶
の
作
と
推
定
し
、
文
治
五
年
の
浄
楽
寺
像
の
銘
札
に
お
い
て
運

慶
の
肩
書
に
大
仏
師
を
用
い
始
め
た
の
は
、
こ
の
頃
、
運
慶
が
興
福
寺
西
金
堂
大
仏
師
と
な
っ

　　
　

た
か
ら
で
は
な

い
か

と
推
測
し
た
。
新
史
料

の
発
見

に
よ
り
運
慶

の
西
金
堂
大
仏
師
就
任
は

遅
く
と
も
文
治
元
年

に
ま

で
遡
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
文
治

二
年
五
月

の
願
成
就
院
銘
札
に

お
い
て
は
大
仏
師
と

記
し
て
い
な

い
が
、

一
旦
大
仏
師
と
な

っ
た
仏
師
が
必
ず
し
も
こ
の
肩

書
を
用

い
る
と
は
限

ら
な

い
の
で
、
不
都
合
は
な

い
。

田
中
嗣
人
氏
は
寺

院
と

の
結
び

つ
き
を
意
味
す
る
大
仏
師
、
造
像
担
当
者

の
主
体
も
し
く

は
統
率
者
と
し

て
の
大
仏
師
、
仏
所

の
大
仏
師
な
ど
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
「大
仏
師

の
意

　り
　

味
す
る
と
こ
ろ
は
甚

だ
多
岐
で
そ

の
実
態
は
な
か
な
か
把
握

し
に
く

い
」
と
指
摘
し
て
い
る

が
、
個
別
具
体
的
に
は
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
田
中
氏

の
言
う
仏
所
の
大
仏
師
と
は
、

鎌
倉
時
代
以
降

に
よ
く
見
ら
れ
る
仏
所
名
を
付
し
た
大
仏
師

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

平
安
時
代

に

一
般
的
と
な

っ
た
大
仏
師
、
小
仏
師
と
は
本
来
的

に
は
仏
所

の
大
仏
師
、
小
仏

師
と

い
う

こ
と
で
、
も

つ
と
も
基
本
的
な
用
法

で
あ
ろ
う
。
仏
師

の
格
付
け
と
し
て
、
個
別

の
造
像
事
情
に
左
右

さ
れ
な
い
資
格
あ
る
い
は
肩
書

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
寺
院
の
大
仏
師
職
と

い
う
場
合
は
別
と
し
て
、
こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
は
個
別

の
造
像

に

お

い
て
決
ま
る
大
仏
師
に

つ
い
て
で
あ
る
。
あ
る
造
像
に
お

い
て
大
仏
師
を
称
し
た
仏
師
が
、
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そ
の
後
の
造
像

に
お

い
て
小
仏
師
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
か
と

い
う
問

題
で
あ
る
。

つ
ま
り

大
仏
師
、
小
仏
師
は
造
像
事
業
別

に
決
め
ら
れ
る
相
対
的
な
地
位
で
あ

る
の
か
ど
う
か
で
あ

る
。

一
般
的
に
は
小
規
模
な
造
像

に
お
い
て
は
大
仏
師
と
し
て
請
け
負

っ
た
と
し
て
も
、
大

規
模
な
造
像
で
は
さ
ら
に
上
位
の
大
仏
師

の
下
で
小
仏
師
と
し
て
参
加

す
る
よ
う
な
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
太
田
博
太
郎
氏
は
、
建
築
工
匠

の
場
合
、
工
事
に

よ

っ
て
大
工
と
権
大

工
の
位
置
が
逆
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
指
摘

し
、
「大
仏
師

の
場
合
も

　の
レ

と
き
に
上
下
関
係
が
逆
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
十
分
あ
り
う

る
」
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
仏
師

の
場
合
、
果
た
し

て

一
旦
大
仏
師
を
称
し
た
仏
師
が
、

そ
の
後
、
小
仏
師
と

し
て
参
加
す
る
こ
と
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
的
な
偶
然
性
に
も
よ

ろ
う
が
、
そ
の
よ
う

な
希

な
例
が
東
大
寺
南
中
門
造
像
で
あ
り
、
も
う

一
つ
、
建
仁
元
年

(
一
二
〇

一
)

に
快
慶

が
製
作
し
た
東
大
寺
僧
形
八
幡
神
像
が
あ
る
。
後
者
の
像
内
銘
記
に
よ

る
と
、
小
仏
師
は
二

十
八
名

の
多
数
に
及
び
、
そ

の
中
に

「
運
慶
」

の
名
が
見
え

る
。
こ
れ
も
別
人
と
す
る
考
え

も
あ
る
が
、
や
は
り
等
身
大

の
像
に
不
自
然
に
多

い
小
仏
師

の
人
数
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
像
は
快
慶
自
身
が
施
主
と
な
る
と

い
う
特
殊
な
事
情

の
も
と

に
造
立
さ
れ

て
い
る
こ
と

を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
多
数
の
小
仏
師
は
結
縁
者
と
し

て
名
が
記
さ
れ
た
も

の
と
解
す
る
の

　
ね

　

が
妥
当

で
あ
る
。

以
上
、
定
覚
配
下

の
小
仏
師
雲
慶
は
運
慶
と
は
別
人
で
あ
る
と
考
え

た
方
が
良

い
で
あ
ろ

う
。
『東
大
寺
続
要
録
』

の
中
で
は
、
他

の
箇
所
は
す

べ
て

「
運
慶
」
と

い
う
表
記
を
用

い

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た

い
。
同

一
工
房
内
で
同
名
仏
師
は
考
え
が
た

い
と
す
る

む
き
も
あ
る
が
、

一
般
人
名
も
そ
う
で
あ
る
が
、
音
通
を
除
外
し

て
も

同
名
異
人
は
少
な
か

　
お

　

ら
ず
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

定
覚
の
法
橋
叙
位

子
息

に
譲

っ
て
い
る

(東
大
寺
縁
起
絵
詞
)。
太
田
博
太
郎
氏
は

「無
位

の
快
慶
が
そ

の
賞

を
譲

っ
た

の
は
、
た

と
え
重
源

の
お
気
に
入
り
と
は

い
え
、
譲
ら
ざ
る
を
え
な

い
状
態
に
お

か
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
に
快
慶

の
仏
師
問
に
お
け
る
位
置
が
、
お

の
ず
と
明
ら
か

　
め
　

に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
快
慶
が
慶
派

の
中
で
は
傍
系

で
あ

っ

た

こ
と
に
注
目
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
定
覚

の
側
に
着
目
す
る
と
、
「快

慶

の
辞
退
が
、
康
慶

の
血
縁
で
は
な
く
弟
子
筋

で
あ

っ
た
た
め
と
す
れ
ば
、
定
覚

が
そ
の
血

　
レ
　

縁
に

つ
な
が
る
と

の
所
伝
も
、
あ
な
が
ち
に
否
定
で
き
な
い
」
と

い
う
見
方
に
至
る
。
こ
れ

は
近
世

の
仏
師
系
図

『本
朝
大
仏
師
正
統
系
図
』

(『墨
水
遺
稿
』
所
収
ほ
か
)
に
康
慶

の
二

男
、

つ
ま
り
運
慶

の
弟
と
伝
え
て

い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
松
島
健
氏
は
年
齢
的

　　
　

に
は
康
慶

の
弟

の
ほ
う
が
可
能
性
が
あ

る
と
す
る
が
、
と
も
か
く
血
縁
関
係
が
あ

っ
た
と

い

う
伝
え
に
肯
定
的
な
見
方
を
示
す
研
究
者
も

い
る
。
定
覚
と
さ
ほ
ど
年
齢
に
開
き
が
あ
る
よ

う
に
も
思
え
ず
、
快

慶
だ
け
が
法
橋
位
を
運
慶

の
子
息

に
譲

っ
た
の
は
、
や
は
り
彼
の
出
自

に
よ
る
も

の
と
考
え

る
と
、
定
覚
が
康
慶
の
血
筋

に
つ
な
が

っ
て
い
た
可
能
性
は
高

い
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。

次

い
で
建
久
七
年

(
一
一
九
六
)
六
月
か
ら
東
大
寺
大
仏
殿
の
木
彫
巨
像
群

の
製
作
が
は

じ
ま
る
。
定
覚
は
ま

ず
大
仏
脇
侍

の
如
意
輪
観
音
像
を
快
慶
と
組
ん
で
担
当
し

(史
料

2
)
、

引
き
続
き
大
仏
殿
四
天
王
像

の
う
ち
北
方
多
聞
天
像
を
担
当
し
て
い
る

(史
料

3
)
。
な
お
、

こ
の
時
、
運
慶
が
東

方
持
国
天
、
康
慶
が
南
方
増
長
天
を
受
け
持

っ
た
こ
と
か
ら
、
親
子

の

立
場

の
交
替

の
可
能

性
を
考
え

る
む
き
も
あ
る
が
、
『紗
本
東
大
寺
要
録
』
に
よ
る
と
、
東

方
天
が
康
慶
、
南
方

天
が
運
慶
、

い
ず
れ
の
史
料
も
西
方
天
は
快
慶
、
北
方
天
は
定
覚
と
し

て
い
る
。
大
仏
脇
侍

の
場
合
、

い
ず
れ

の
記
録
も
法
橋
位

に
あ

っ
た
定
覚
を
快
慶
よ
り
前
に

記
し
て
い
る
が
、
四

天
王
像
造
立
で
は
通
常
で
は
上
位
と
な
る
西
方
広
目
天
像
を
快
慶
が
担

　
り

　

当

し

て

い

る

。
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建
久
六
年
の
大
仏
殿
供
養
時
に
定
覚
は
法
橋
に
叙
さ
れ
る
。
こ
の
時
快
慶
は
賞
を
運
慶
の



南
大
門
仁
王
像
の
大
仏
師

解
体
修
理
は
咋
形
像
か
ら
阿
形
像
へ
と
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
発
見
さ
れ
た
銘
文
に
つ

　　

い
て
逐
次
報
告
し
、
解
釈
を
付
し
た

の
は
文
化
庁

の
担
当
官
で
あ

っ
た

松
島
健
氏
で
あ

っ
た
。

氏
は
阿
形
像
金
剛
杵
墨
書

(史
料

4
)

に
つ
い
て

「
こ
の
銘
記
を
素
直

に
解
釈
す
れ
ば
」
と

し
て
、
阿
形
像
は
運
慶
を
大
仏
師
と
し
て
、
快
慶
と
小
仏
師
十
三
人
、
番
匠
十
人
に
よ

っ
て

造
ら
れ
、
畔
形
像
は
宝
簾
印
陀
羅
尼
経

の
奥
書

(史
料

5
)
に
よ

っ
て
大
仏
師
定
覚
と
湛
慶
、

小
仏
師
十
二
人
と
し
た
う
え

で
、

『東
大
寺
別
当
次
第
』

に
仁
王
像

の
小
仏
師
は
十
六
人
と

記
し
て
い
る
こ
と
と
人
数
に
差
が
あ
り
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
、
阿
形
像
金

剛
杵
墨
書
が

「単
に

　お
　

阿
形
像
に
の
み
関
わ

っ
て
の
も
の
か
ど
う
か
尚
検
討
の
余
地
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の

『東
大
寺
別
当
次
第
』
と
の
小
仏
師
の
人
数
の
違
い
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
田

邉
三
郎
助
氏
で
あ
る
。
畔
形
像
納
入
の
宝
筐
印
陀
羅
尼
経
奥
書
に
見
え
る
大
仏
師
二
人
と
小

仏
師
十
二
人
、
彼
ら
を
指
揮
し
た
の
が
阿
形
像
金
剛
杵
墨
書
に
見
え
る
運
慶
と
快
慶
で
あ
る

　
　

と
の
考
え
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
麻
木
脩
平
氏
は
記
録
に
見
え
る
慶
派
に
よ
る
巨
像
製

作
に
要
し
た
小
仏
師
の
人
数
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
少
な
す
ぎ
る
と
し
、
や
は
り
件
形
像
納
入

宝
筐
印
陀
羅
尼
経
に
見
え
る
仏
師
は
畔
形
像
の
製
作
に
、
阿
形
像
金
剛
杵
墨
書
に
見
え
る
仏

師
は
阿
形
像
の
製
作
に
当
た

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
阿
形
像
墨
書
が
阿

畔
両
像
に
及
ぶ
も
の
と
す
る
と
、
畔
形
像
納
入
経
奥
書
に
見
え
る
大
仏
師
定
覚
と
湛
慶
が
見

ハお
　

え
な

い
の
は
致
命
的
な
問
題
点
と
し
た
。

南
大
門
仁
王
像
の
解
体
修
理
は
平
成
五
年

に
完
成
し
た
が
、

こ
の
修

理
に
お
け
る
新
知
見

を
ふ
ま
え
て
関
係
者

に
よ

っ
て
こ
の
修
理
事
業
を
総
括
し
た
の
が

『仁
王
像
大
修
理
』

で
あ

る
。
こ
の
中
で
、
仏
師

の
構
成

に
つ
い
て
、
西
川
新
次
氏
は
阿
形
像
、
畔
形
像
の
各
墨
書
は

　タ

そ
れ
ぞ
れ

の
像

に
関
す
る
も

の
と
す
る
立
場
を
と
り
、

一
方
、
西
川
杏
太
郎
氏
は
田
邉
氏
と

　お
　

同
様

、
咋
形
像
の
墨
書
を
阿
咋
両
像
に
か
か
る
仏
師
を
記
し
た
も

の
と

す
る
考
え
に
立

っ
た
。

こ
れ
は
麻
木
氏
に
よ

る
反
論
後

の
も

の
で
あ
り
、
ま
た
田
邉
氏
は
同
じ
く
麻
木
氏

の
反
論
後

の
論
考
に
お
い
て

「大
仏
殿
内

の
巨
象
制
作
に
お

い
て
経
験
を
積
ん
だ
運
慶
ら
が
、
こ
の
仁

王
像
に
お

い
て
、
小

仏
師
を
精
選
し
、
十
人
も
の
番
匠
を
動
員
し
て

い
る
こ
と
は
、
意
味

の

ハ
め
　

あ
る
こ
と
に
思
え

る
」
と
述
べ
、
麻
木
氏

の
小
仏
師
の
数
が
少
な
す
ぎ
る
と

い
う
点

に
答
え

た
も
の
と
言
え
よ
う

。

平
成
十
六
年
に
出

版
さ
れ
た

『日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

鎌
倉
時
代

造
像
銘
記
篇

一
こ

は
こ
の
本

の
性

格
上
、
こ
の
時
点
で
の
学
界

の
大
勢
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

早
く
に
麻
木
氏
が
提

示
さ
れ
た
疑
問
点
を
認
め
、
各
像

の
墨
書
に
見
え
る
小
仏
師
は
そ
れ
ぞ

　ゼ

れ
を
担
当
し
た
仏
師

と
す
る
見
方
を
と

っ
て
い
る
。

以
上
、
仏
師

の
解

釈
に

つ
い
て
の
諸
説
を
概
観
し
て
き
た
。
筆
者

の
見
方
も
簡
単
に
述
べ

　　

る
機
会
が
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
再
度
要
点
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
仏
師
や
番
匠

の
人

数
が
東
大
寺
の
他

の
巨
像
制
作
と

の
比
較
に
お

い
て
ど
う
か
と

い
う
こ
と
は
、
確
か
に
南
大

門
仁
王
像

の
場
合
は
少
な

い
と

い
う
感
は
強

い
が
、
決
定
的
な
理
由
と
は
な
ら
な

い
。
と
く

に

『東
大
寺
別
当
次

第
』

に
小
仏
師
十
六
人
と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
人
数
は
や
は
り
決

定
的
な
理
由
と
は
な
ら
な

い
。
や
は
り
、
阿
形
像
金
剛
杵
墨
書
中
に
大
仏
師
と
し
て
定
覚
と

湛
慶

の
名
前
が
出

て
こ
な

い
こ
と
が
き
わ
め
て
不
可
解
で
あ
る
。
大
仏
師

で
あ

っ
た
二
人
を

「少
仏
師
十
三
人
」

の
中
に
数
え
た
と

い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
う

一
つ
の

理
由
は
、
阿
形
像
金
剛
杵
墨
書
に
お
け
る
行
事

の
記
し
方

で
あ
る
。
仁
王
造
像

に
従
事
し
た

行
事
は
、
阿
形
像
納
入

の
宝
筐
印
陀
羅
尼
経

の
奥
書

(史
料
6
)
に

「已
上
十
人
佛
所
行
事
」

と
し
て
十
人

の
名
が
列
挙
し
て
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
十
人
が
咋
形
像

の
宝
筐
印
陀
羅
尼
経
奥

書
に
も
、
仏
師

の
記

述
の
次
行
か
ら

二
列
五
段

に
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
行
事
は
阿
畔
合

計
で
十
人
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
阿
形
像
金
剛
杵
墨
書
に
は
行
事
は
五
人
し
か
記

さ
れ
て
い
な

い
。
そ

の
後
ろ
に
ま
だ
続
け
て
書
く
余
地
は
残

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
れ
は

阿
形
像
担
当

の
行
事

の
み
を
記
し
た
も

の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
仏

師
も
同
じ
よ
う
に
阿

形
像
担
当
者

の
み
を
列
記
し
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
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松
島
健
氏
は

「仁
王
像
を
請
け
負

っ
た
折
に
な
お
、
康
慶
が
慶
派

の
主

宰
者

で
あ

っ
た
と
す

れ
ば
、
畔
形
は
本
来
運
慶
の
分
担

で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
康
慶
没

後
に
運
慶

が
そ
の
後

を
襲

っ
た
た
め
、
咋
形
造
立
に
湛
慶
を
起
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
も
想
像

　タ

さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
康
慶
が
存
命
中

で
あ

っ
た
と
し
て
、
松
島
氏

は
具
体
的

に
南
大
門

仁
王
像

の
分
担
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
か
は
述
べ
て
い
な

い
が
、
康
慶
は
お
そ
ら
く

上
位

で
あ
る
阿
形
像
を
受
け
持
ち
、
噂
形
像
を
運
慶
に
担
当
さ
せ
る

つ
も
り

で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。定

覚
と
小
仏
師
た
ち

南
大
門
仁
王
像
で
定
覚
配
下
の
小
仏
師

の
筆
頭
の
覚
円
は
、
建
仁

三
年

(
一
二
〇
三
)
十

一
月

の
東
大
寺
総
供
養

の
勧
賞
で
定
覚

の
賞
を
譲
ら
れ
て
法
橋
と
な

っ
て
お
り

(東
大
寺
縁

起
絵
詞
)
、
定
覚

の
主
要
な
弟
子

の
ひ
と
り
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ

の
覚
円

の
下
に
記
さ

れ
た
定
勝
、
定
円
、
定
尊
は

い
ず
れ
も
名
前

に
定

の
字
が

つ
き
、
ど
う

や
ら
定
覚
と
は
弟
子

筋

に
あ

っ
た
ら
し
く

み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
と

こ
ろ
か
ら
、
「慶
派
と

は
別
派
を
な
し
て

い

　　

た
よ
う

に
思
え
る
」
と

い
う
考
え
も
出

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
定
覚
を
運
慶

の
弟
と
伝
え

る

『本
朝
大
仏
師
正
統
系
図
』
で
は
、
定
覚

に

「
二
男
、
法
橋
、
奈
良

一
流
始
」
と
注
記
し
て

い
る
。
東
大
寺
総
供
養
の
際
に
弟
子
に
法
橋
位
を
譲

っ
た
後
、
定
覚
は
史
上
か
ら
姿
を
消
す

が
、
法
橋
ど
ま
り
で
あ

っ
た
可
能
性

は
き
わ
め
て
高

い
。
し
か
も
南
中

門
二
天
造
像
時
と
小

仏
師

の
状
況
を
比
べ
て
み
る
と
、

一
派
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
よ
う

に
察
せ
ら
れ
る
。
お

そ
ら
く
大
仏
殿
諸
像

の
造
像
を
経
て
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
後
世
、

こ
れ
を

=

流
始
」
と
し

て
い
る
こ
と
も
合
点
が

い
く
。
同
系
図
で
は

「定
覚
-
運
覚
-
遠

江
」
と
系
譜
を
続
け

て
い
る
。
遠
江
と
は
建
久
八
年

(
一
一
九
七
)
、

運
慶

一
門
が
東
寺
講

堂
像
修
理
に
携
わ

っ
た
際
、
阿
弥
陀
像

の
頭
部
を
解
体
し
て
舎
利
等

の
納
入
品
を
発
見
し
た

　
れ
　

「小
仏
師
遠
江
別
当
」

の
こ
と
と
思
わ
れ
、
当
時

の
小
仏
師
中
で
も
重

要
な

一
員
で
あ

っ
た

こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
先

の
法
橋
叙
位

の

一
件
と
併
せ
考
え
る
と
、
近
世

の
伝
え
と
は
言
え
、

康
慶
の
二
男
、
す
な
わ
ち
運
慶

の
弟
と
伝
え
る
こ
と
も
信
ず

べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
先

の
定
円
と

定
勝

に
つ
い
て
は
、
南
中
門
西
方
天
の
絵
仏
師
中

に
登
場
す
る
二
人
と

　タ

同

一
人
物
と
す
る
考

え
も
あ
る
。
寺
家
絵
仏
師
で
は
な

い
こ
と
、
西
方
天
の
大
仏
師
は
定
覚

で
あ

っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
同

一
人
物

で
も
よ

い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
木
仏
師
と
絵
仏
師

の

　お
　

関
係
に

つ
い
て
は
な

お
検
討

の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

大
仏
師
湛
慶

の
方

で
ち

ょ
う
ど
こ
の
覚
円

の
立
場
に
位
置
す
る
筆
頭
小
仏
師
は
源
慶
で
あ

る
。
彼
は
寿
永
二
年

(
二

八
三
)
運
慶

が
書
写
し
た
法
華
経
の
奥
書
に
結
縁
者
と
し
て
見

え
る
源
慶
と
同

一
人
物

で
あ
り
、
ま
た
興
福
寺
北
円
堂
諸
像
制
作
に
お

い
て
中
尊
弥
勒
仏
像

を
担
当

し
た

「上
座

大
仏
師
源
慶
」
、
嘉
禄

二
年

(
一
二
二
六
)
奈
良
如
意
輪
寺
蔵
王
権
現

像

の
作
者
源
慶
と
同

一
人
物
と
考
え

て
よ
い
。
先
述
の
と
お
り
、
慶
仁
は
東
方
天
快
慶
配
下

の
小
仏
師
で
あ

っ
た

。
湛
慶

は
慶
派

の
直
系
に
ふ
さ
わ
し
い
小
仏
師
を
配
下
に
つ
け
て

い
た

よ
う

で
あ
る
。

定
覚
の
作
風

定
覚
の
作
風
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。
太
田
博
太
郎

氏
は
南
中
門
二
天
像
の
制
作
に
当
時
無
位
で
あ

っ
た
定
覚
と
快
慶
を
抜
擢
し
た
の
は
俊
乗
房

　あ
　

重
源

で
あ

っ
た
と
す

る
。
重
源
は
宋

の
建
築
様
式
を
採
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
と
同
様
に
、

仏
像
に
も
宋
風
を
採

り
入
れ
よ
う
と
し
、
彼
ら
二
人

の
仏
師
起
用
と
な

っ
た
が
、
こ
の
後

に

続
く
大
仏
殿

の
脇
侍

、
四
天
王
像

の
制
作
に
あ
た

っ
て
は
大
物
を
短
期
間
で
完
成
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

こ
と
も
あ
り
、
源
頼
朝

の
推
挽
に
よ

っ
て
康
慶
、
運
慶
を
参
加
さ
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
と

考
え

る
。
な
る
ほ
ど
、
慶
派
仏
師

の
木
彫
像
と
は
別
に
重
複
し
て
、
宋

人
石
工
に
石
で
脇
侍

と
四
天
王
像
を
造
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
、
宋
風
に
対
す
る
尋
常

で
な
い

執
着
を
あ
ら
わ
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
南
中
門
二
天
像
制
作

の
仏
師
選
定

に
際
し
て
は
、
重
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源

の
強

い
意
志
が
働

い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
快
慶
は
重
源

の
求
め
に
応
じ
て
、
兵
庫
浄
土
寺

や
三
重
新
大
仏
寺

で
は
宋
画
を
手
本

と
し
て
彫
像
を
制
作
し
て

い
る
。
ま
た
、
建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)

の
奈
良
文
殊
院
文
殊
五

尊
像
な
ど
、
快
慶
は
運
慶
よ
り
は
宋
風

の
摂
取
に
は
柔
軟
で
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。
こ
う

し

た
と
こ
ろ
か
ら
、
毛
利
久
氏
は
鎌
倉
初
期
の
宋
風

の
強

い
東
大
寺
中
性
院
弥
勒
菩
薩
立
像
、

　あ
　

京
都
峯
定
寺
釈
迦
如
来
立
像
を
快
慶
の
作
と
推
定
し
た
。
こ
の
二
躯
の
像
は
水
野
敬
三
郎
氏

　あ
　

に
よ

っ
て
快
慶
作
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
が
、
後
に
水
野
氏
は
こ
れ
ら
を
定
覚

の
作
と

　ぼ

す

る
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る
。

こ
の
定
覚
は
確
実
な
作
品
が
無

い
こ
と
も
あ

っ
て
、
重
源

に
抜
擢
さ
れ
、
快
慶
と

の
相
性
も
問
題
が
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宋
風
を
採

り
入
れ
た
仏
師

の
よ
う
な
印
象

が
持
た
れ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
松
島
健
氏

は
重
源
と
南
中
門
二
天

の
宋
風
摂
取
を
念
頭
に
お

い
て

「快
慶

の
作
品

に
類
似
し
な
が
ら
、

宋
風
を
採
り
入
れ

て
別

の
個
性
を
示
す
」
作
品

の
う
ち
、
東
大
寺
関
係

の
先

の
中
性
院
弥
勒

　　

菩
薩
立
像
を
定
覚

の
作
と
考
え
て
よ

い
と
し
て
い
る
。

南
大
門
仁
王
像

の
銘
記
は
こ
う
し
た
定
覚
観
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
南

大
門
仁
王
像

の
作
風
に

つ
い
て
は
、
解
体
修
理
前
は
、
大
仏
師
で
あ
る

こ
と
が
す
で
に
明
ら

か
で
あ

っ
た
運
慶
と
快
慶
に
着
目
し
、
畔
形
像

に
運
慶
的
作
風
を
、
阿

形
像

に
快
慶
的
作
風

を
認
め
、
阿
咋

一
組
と
し
て
の
統

一
の
中
に
大
仏
師

四
人
の
中
で
最
上

位
に
あ

っ
た
運
慶

の

統
率
力
を
認
め

つ
つ
も
、
む
し
ろ
阿
畔

の
個
性

の
相
違

に
着
目
す
る
視
点
が
大
方

で
あ

っ
た
。

解
体
修
理
で
銘
記

や
奥
書
が
判
明
し
た
後
、
阿
形
は
快
慶
が
定
覚
と
小
仏
師
た
ち
を
、
噂
形

は
運
慶
が
湛
慶
と
小
仏
師
た
ち
を
監
督
し
て
造
像
し
た
と
考
え
る
論
者

は
、
従
来
と
そ
れ
ほ

ど
見
方
が
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な

い
。

一
方
、
阿
形
は
運
慶
と
快
慶
が
、
咋
形
は
定
覚
と
湛
慶

が
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
と
す
る
見
方
で
は
、
従
来
よ
り

一
層
強
く
運
慶

の
阿
咋
両
像
に
対

す
る
統
率
力
を
意
識
し
、
そ

の
上
で
、
阿
噂

の
作
風

の
差
は
、
阿
形
は
快
慶
に
、
畔
形
は
定

覚
に
ま
か
せ
た
こ
と
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き

い
と
解
す

る
結
果
と
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
阿
形

像
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
と
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
作
風

の
よ

っ
て
来

た
る
と
こ
ろ
、
快
慶

の
手

に
帰
す
る
。
し

か
し
、
咋
形
像
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
と
は

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違

っ
て
く

る
。
定
覚

の
、
そ
し

て
湛
慶

の
働
き
を
重
く
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

麻
木
脩
平
氏
が

「
現
在

の
畔
形
像
を
見
る
限
り
で
は
、
定
覚
は
、
自
覚
的
に
運
慶
と
は
異

質
な
造
形
を
志
し
た
仏
師

の
よ
う

に
は
見
え
な

い
。
お
そ
ら
く
定
覚
は
、
運
慶
が
作

っ
た
で

　　
　

あ
ろ
う
雛
形
に
、
快
慶
よ
り
も
忠
実
に
従

っ
て
造
像
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
西
川

あ
　

新
次
氏
が

「運
慶

の
意
図
を
汲
ん
で
運
慶
風
の
畔
形
像
を
制
作
し
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
同

じ
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
先
に
見

た
よ
う
な
宋
風

に
親
近
性

の
あ
る
定
覚

の
イ

メ
ー
ジ
と
、
畔
形
像
に
見

る
顕
著
な
運
慶
的
要

素
と
は
結
び

つ
か
な

い
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

慶
派

に
お
け
る
宋

風
の
摂
取
と
言
え
ば
、
肥
後
定
慶
が
思

い
起

こ
さ
れ
る
。
定
覚

の
も

つ

宋
風

の
イ
メ
ー
ジ
と

南
大
門
眸
形
像

の
運
慶
風
と
は
、
肥
後
定
慶

の
鞍
馬
寺
聖
観
音
菩
薩
像

と
東
京
芸
術
大
学
毘

沙
門
天
像
お
よ
び
石
寵
寺

や
横
蔵
寺

の
仁
王
像
と

の
関
係
に
よ
く
似
て

い
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

南
大
門
仁
王
像

の
う
ち
、
阿
形
像
の
作
風

に
快
慶

の
存
在
を
重
く
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
畔

形
像
は
運
慶
風
と
評
す
る
に
せ
よ
、
同
じ
論
法
で
定
覚
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は

な

い
だ
ろ
う
か
。
運
慶
風
が
濃
厚

に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と
か
も
し
れ
な

い
が
、
あ

ま
り
定
覚
を
意
識

で
き
な

い
の
は
、
快
慶
と
違

っ
て
、
何
よ
り
も
他
に
確
か
な
作
例
が
な

い

と

い
う

こ
と
が
決
定

的
で
あ
る
。
噂
形
像
で
湛
慶
と
組
ん
だ
が
、
銘
記

の
記
載
形
式
、
年
齢
、

経
験
か
ら
み
て
定
覚

が
指
導
的
立
場
に
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。
湛
慶

の
そ

の
後

の
作
風
を
見

て

い
る
と
、
定
覚

の
方

が
は
る
か
に

"運
慶
風
"

で
あ

っ
た
よ
う

に
思
え
る
。
大
仏
殿
の
諸
像

は
別
と
し
て
、
定
覚

の
他

の
作
例
に
は
果
た
し
て
宋
風

の

一
面
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
を
念

頭
に
お
き

つ
つ
、
同
時
期

の
無
銘

の
優
れ
た
慶
派

の
仏
像
を
検
討
す
べ

き
で
あ

っ
た
が
、
問

題
点

の
整
理
に
と
ど
ま

っ
た
。
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。
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註
(
1
)
快
慶

作
品
で
は
、
良
快
と
快
尊
は
東
大
寺
僧
形

八
幡
神
像
、
奈
良
文
殊
院
文
殊
菩
薩
像

、
三
重
新

大

仏
寺

阿
弥
陀
如
来
像
頭
部
、
良
清
と
慶
覚

は
東
大
寺

僧
形
八
幡
神
像
、
慶
仁
は
南
大

門
咋
形
像

、
仁

慶

は
寿

永
二
年

(
一
一
八
三
)

の
運
慶
願
経
中

に
見
え

る
。

(
2
)
金
森

遵

「
鎌
倉
時
代

の
仏
師
組
織

に
就

い
て
」

(
『鎌
倉

彫
刻
図
録
』

奈
良
帝
室
博
物
館
、

一
九

三
三

年

一
一
月
)

(
3
)
毛

利
久

『仏
師
快
慶
論
』

(吉
川
弘
文
館

、

一
九

六

一
年

一
〇
月
、
同
増
補
版
、

一
九
九

四
年
九
月

)

二
四
三
頁

(
4
)

田
邉

三
郎
助

『日
本

の
美
術
七
八
運
慶
と
快
慶
』

(至
文
堂

、

一
九

七
二
年

一
]
月
)

(
5
)
『吾
妻
鏡
』

建
久

五
年
六
月

二
十
八

日
条

(
6
)
副
島
弘
道

『運
慶
1

そ

の
人
と
芸
術
1
』

(吉

川
弘
文
館

、
二
〇
〇
〇
年

九
月
)

一
三
八
頁

(
7
)
根
立

研
介

『日
本
中
世

の
仏
師
と
社
会
ー
運
慶
と
慶
派

・
七
条

仏
師

を
中
心
に
ー
』
第

四
章
慶
派
仏

師

工
房

の
組
織

(塙
書
房
、

一
、○
〇
六
年

五
月
)

一
八
七
頁

(
8
)
林
屋
辰
三
郎

「仏
師
運
慶
に

つ
い
て

そ
の
伝
記

に
関
す
る
文
献
的
考
証
1
」

(『仏
教
芸
術
』

一
三
、

一
九

五

一
年

九
月
)

(
9
)
谷
信

]

「佛

所
及
佛

師
考
」

(
『美
術
研
究
』
三

四
、

一
九

三
四
年

一
〇
月
)

(
10
)
横
内
裕
人

「
『類
聚
世
要
抄
』

に
見
え

る
鎌
倉
期
興
福
寺
再
建
ー

運
慶

・
陳
和
卿

の
新
史
料
1
」

(
『仏

教
芸
術
』

二
九

一
、
二
〇
〇
七
年
、二
月
)

(
11
)
松
島
健

『名
宝

日
本

の
美

術

5
興
福
寺
』

(小
学
館
、

.
九

八

]
年

七
月

)

一
〇
四
頁

(
12
)

田
中
嗣
人

『
日
本
古

代
仏
師

の
研
究
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九

八
三
年

八
月

)
二
九
六
～

二
九
七
頁

(
13
)
太

田
博
太
郎

「重

源
と
快
慶

」

(
『奈
良

の
寺

17

東
大
寺
南
大
門
と

二
王
』
岩

波
書
店
、

一
九
七
五

年

四
月
)

(
14
)
前
掲
註

(3
)
毛
利
久

「仏
師
快
慶
論
』
三
七
～
三
八
頁

(
15
)
仏
師

で
は
な

い
が
、
例
え

ば
寿
永
二
年
四
月
十
九
日
大
仏
頭
部

の
鋳
造

に
従
事

し
た
小
工
十

一
人

の

う
ち

に

「助
友
」

が
二
名

記
さ
れ
る

(
『東
大
寺
続
要
録
』
造
仏
篇
)
。

(
16
)
前
掲
註

(
13
)
太

田
博
太
郎

「
重
源
と
快
慶
」

(
17
)
西

川
新

次

「
七
百
九
十
年

目

の
甦
り
ー

そ
の
尊
容
と
平
成
修

理

の
概
要
1
」

(東

大
寺
南
大

門
仁
王

尊
像
保
存
修
理
委
員
会
編

『仁

王
像
大
修
理
』
朝
日
新
聞
社
、

]
九
九
七
年

五
月

)

(18
)
上
横
手
雅
敬

・
松
島
健

・
根
立
研
介

『
運
慶

の
挑
戦
』

(文

英
堂

、

一
九
九

九
年

七
月
)
五
七
頁

(19
)
但
し
、

こ
の
四
天
王
像

の
担
当
仏
師
を
伝
え

る
最
も
古

い
資
料

で
あ

る
醍
醐
寺
蔵

の
弘
安

七
年

(
一

二
八
四
)
大
仏
殿
図

で
は
持
国
天
像
を
運
慶

、
増

長
天
像
を
康
慶
と

し
て

い
る
こ
と
を
重
視
す

る
見
方

も

あ
る
。

(前
掲
註

〈
7
>
根
立
研
介

『
日
本

中
世

の
仏
師
と
社
会
』

一
八
八
頁
)

(
20
)
松
島

健

「
東
大
寺
仁
王
像
修
理

に

つ
い
て
」

(『
月
刊
文
化
財
』

三

一
八
、

一
九
九

〇
年

三
月
)

同

「東

大
寺
南

大
門
金
剛
力
士
像

(咋
形
)
像
内
資
料
」

(
『南
都
佛
教
』
六

四
、

一
九
九

〇
年
六
月
)

同

「東
大
寺
南
大
門
金
剛
力
士
像

(阿
形
)
像
内
資
料
」

(
『南
都
佛
教
』

六
七
、

一
九
九

二
年

一
二
月
)

同

「
そ
し

て

一
本

の
檜
材

に
ー

寄
木
造

り
彫
刻

の
構
造

と
技

法
ー

」

(東

大
寺
南
大
門
仁

王
尊

像
保
存

修
理
委
員
会
編

『仁
王
像
大
修
理
』
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
七
年
五
月
)

(
21
)
前
掲
註

(20
)
松
島

健

「
東
大
寺
南
大
門
金
剛
力
士
像

(阿
形
)
像
内
資
料
」

(
22
)

田
邉
三
郎
助

「
東
大
寺
南

大
門
金
剛
力
十
像

の
作
者
」

(
『一二
浦
古
文
化
』
五
〇
、

一
九
九

二
年
七
月
、

同

『
田
邉

三
郎
助
彫
刻
史
論
集
』

中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇

一
年
五
月
、
所
収
)

(
23
)
麻
木
脩
平

「東
大
寺
南
大

門
金
剛
力
士
像

の
制
作
分
担

に
つ
い
て
」

(
『南
都
仏
教
』
七

二
、

一
九
九

五
年

一
一
月
)

(
24
)
前
掲
註

(
17
)
西

川
新
次

「
七
百
九
十
年
目

の
甦
り
」

(
25
)
西
川
杏

太
郎

「
運
慶
と
快
慶
ー

作
者

の
謎

と
そ

の
造
形
ー

」

(東
大
寺
南
大

門
仁
王
尊
像
保
存
修

理

委
員
会
編

『仁
王
像
大
修

理
』
朝

日
新

聞
社
、

一
九
九
七
年
五
月
、
同

『日
本
彫
刻
史

論
叢
』

中
央
公

論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
〇
年

一
月

、
所

収
)

(
26
)
田
邉
三
郎
助

「仏
師
運
慶

に

つ
い
て
1
東

大
寺
南
大
門
二
王
像
を
中
心
に
ー
」

(『武

蔵
野
美
術
』

一

〇
七
、

一
九
九
八
年

一
月
、
前
掲

『
田
邉

三
郎
助
彫
刻
史
論
集
』
所
収
)

(
27
)
水
野
敬
三
郎

「東
大
寺

金
剛
力
士

像
」

(
『日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

鎌
倉
時
代

造
像
銘
記

篇

二
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
四
年

二
月
)

(28
)
三
宅
久
雄

『
日
本

の
美
術

四
五
九

鎌
倉

時
代

の
彫
刻
-
仏
と
人

の
あ

い
だ
ー

』

(至
文
堂
、

二
〇

〇
四
年
八
月
)

(29
)
前
掲
註

(
20
)
松
島
健

「そ
し

て

一
本

の
檜

材
に
」

(30
)
松
島
健

「
鎌
倉
彫
刻
ー
慶
派
仏
師
を
中
心
に
ー

」

(
『原
色

日
本

の
美
術
九

中
世
寺
院
と
鎌
倉
彫
刻
』

小
学
館
、

一
九
九
四
年
四
月
)

(31
)

『東
宝
記
』
第

一
講
堂
條
、

『東
寺
講
堂
御
佛
所
被
籠
御
舎
利
員
数
』
。
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な
お
、
系
図

に
見
え

る
運
覚

を

『高
山
寺
縁
起
』

に
円
慶
が
改
名

し
た
と
伝
え

る
仏
師
に
当
た
る
と
す

る
と
、

こ
の
円
慶

は
寿
永

二
年

(
=

八
三
)

の
運
慶
願
経

に
見
え

る
。

(
32
)
堀
池
春
峰

「重
源

上
人
と
南
大
門
仁
王
像

の
造
顕
」

(
『南
都
仏
教
』

六
五
、

一
九
九

一
年
三
月
)

(
33
)

田
邉

三
郎
助
氏

は
慶
派

工
房
内

に
絵
仏
師
的
役
割
を
担

っ
た
小

仏
師

の
存
在

の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ

て

い
る
。

(前
掲

註

〈
22
>
「
東
大
寺
南
大
門
金
剛
力
士
像

の
作
者
」
)

(34
)
前
掲

註

(13
)
太

田
博
太
郎

「
重
源
と
快
慶
」

(35
)
前

掲
註

(3
)
毛

利
久

『仏
師
快
慶
論
』

一
一
九

～

一
二

一
頁

(36
)
水

野
敬

三
郎

「
快
慶
作
品

の
検
討
」

(
『美
術
史
』

四
七
、

一
九
六
三
年

一
月
、
同

『
日
本
彫
刻
史
研

究
』

中
央
公
論
美
術
出
版
、

一
九
九

六
年

一
月

、
所
収

)

(
37
)
水
野
敬
三
郎

「
宋
代
美
術
と
鎌
倉
彫
刻
」

(
『国
華
』

一
〇
〇
〇
、

一
九
七
七
年

五
月
、
前
掲

『
日
本

彫
刻
史
研
究
』
所
収
)

(
38
)
前
掲
註

(
30
)
松
島
健

「鎌
倉
彫
刻
-
慶
派

仏
師
を
中
心
に
ー
」

(
39
)
前
掲
註

(
23
)
麻
木
脩
平

「東
大
寺

南
大
門
金
剛
力
士
像

の
制
作
分
担

に

つ
い
て
」

(
40
)
前
掲
註

(
17
)
西
川
新
次

「
七
百
九
十
年
目

の
甦
り
」

史
料
1
.
南
中
門
二
天
造
立

東
大
寺
続
要
録
造
仏
篇

建
久
五
年
十
二
月
廿
六
日
南
中
門
二
天
造
二
始
之
・

東
方

多
聞
天

西
方

持
國
天

二
躰
共
木
像
住
古
二
丈
也
今
度
増
-
三
尺
一傍
二
丈
三
尺
也

東
方
天

大
佛
師

快
慶

小
佛
師
十
四
人

良
公

、

、

行
智

定
秀

西
方
天

慶 猷 良 慶
畳 玄 清 實

慶 命 慶
清 猷 仁

 

大
佛
師
定
畳

小
佛
師
十
三
人

雲
慶

行
賢

尊
珍

慶
範

良
尊

盛
長

行
俊

東
方
天

給
佛
師
廿
九
人

大
佛
師
有
尊

小
佛
師
十
五
人

有 圓 良 有
心 雲 隼 尊

來 ・ 浮 西
西 廣 ・ 観

有 有 畳 浄・
賢 慶 尊 尊

快 良 仁
尊 快 慶

尋 聖
慶 慶

良 畳 西
暉 暉 賢
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西
方
天

大
佛
師
定
順

小
佛
師
十
三
人

實
祐

忠
尊

定
圓

良
眞

良
慶

良
賢

明
経

祐
慶

縁
覧

勝
圓

浮
圓

佛
念

定
勝

寺
家
給
佛
師
十
二
人

大
佛
師
勢
順

小
佛
師
十

一
人

慶
仁

善
長

慶
深

信
智

善
與

幸
玄

教
順

幸
俊

経
玄

定
慶

慶
圓

塗
師
辮
二
人
内

東
方
天

大
工
宗
包

小
工
十

一
人

西
方
天

大
工

・
・

小
工
九
人

史
料
2
.
大
仏
殿
両
脇
侍
造
立

東
大
寺
続
要
録
造
仏
篇

一
建
久
七
年
六
月
十
八
日

勅
使
井
爲

御
衣
木
加
持

信
綱
等
下
向
部
理
性
院
律
師
宗
嚴
加

持
御
衣
木

同
八
年
六
月
十
八
日
始
奉
レ
造

左
右
脇
十
観
音
虚
空
藏
像
観
音
像
坐
像
二
腎
如
意
輪

坐
下

在

八
天
像

願
主
左
衛
門
尉
藤
原
朝
綱
入
道
宇
津
宮

大
佛
師
法
橋
定
覧

丹
波
講
師
快
慶

各
作
牛

身
後
合

一
躰

虚
空
藏
像
同
坐
像

願
主
掃
部
頭
藤
原
親
能
造
レ
之

大
佛
師
法
橋
康

慶

同

蓮

慶

是
父
子
也
各
作

牛
身

合
爲

一
躰

已
上
大
佛
師
四
人

小
佛
師
八

十
人

番
匠
八
十

人

杣
人
八
十
人

史
料

3
.
大
仏
殿
四

天
王
造
立

東
大
寺
続
要
録
造
仏
篇

建
久
六
年
八
月

日
始
奉
レ造

四
天
王
像

東
方
天
持
国

大
佛
師
法
眼
蓮
慶

卜
弗
而

ノ
{
白口

南
方
天
増
長

大
佛
師
法
眼
康

慶

.卜
'弗
而

ノ
{
直
四

北
方
天
多
聞

大
佛
師
法
橋
定

畳

卜
弗
而
・

ノ
イ
貞
口

西
方
天
廣
目

大
佛
師
丹
波
講
師
快
慶

卜
弗
而
甲

/
{
直
口

・
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難

瀞鵬繍臨・灘羅 灘 猟バ

紬

史
料
4

曝輸 南

大
呼,門

仁
王

像

両
形

yv.

甘x,Yyca脚 ケ・箒駄 鰍 曽 ・

・贈 瀬蝉

金
剛
杵
墨
書璽誰脚

史
料
5
.
南
大
門
仁
王
像

(咋
形
)
像
内
納
入
宝
筐
印
陀
羅
尼
経
奥
書

一
切
如

来

心

秘

密

全

身

舎

利

寳

筐

印

陥

羅

尼

経

於
南
大

建
仁
三
年
八
月
八
日
書
鴬
門
東
脇
午
時
之
許
書
罵
之

執
筆
恵
阿
弥
陀
仏

(消
線
ア
リ
)

願
以
此
功
徳

普
及
於

一
切

我
等
与
衆
生

皆
共
成
仏
道

國
光

正
宗

國
成

國
永

秋
友

造

東

大

寺

大

勧

進

大

和

尚

南

元

阿

弥

陥

佛

聖

阿

弥

陥

仏

武
正

國
定

國
貞

行
友

貞
友

定
覧

豊
円

定
勝

定
円

定
尊

信
勝

長
順

大

佛

師

小

仏

師

源
慶

慶
仁

春
慶

明
尊

行
縁

慶
寛

湛
慶

・可
阿
弥
陥
仏

順
阿
弥
陥
仏

禅
阿
弥
陥
仏

真
阿
弥
陥
仏

来
阿
弥
陥
仏

西
阿
弥
陥
仏

乙
阿
弥
陥
仏

増
忍

力

生
阿
弥
陥
仏

西
楽

五
楽

恵
阿
弥
陥
仏

住
阿
弥
陥
仏

禅
阿
弥
陥
仏

蓮
阿
弥
陥
仏

専
阿
弥
陥
仏

小
法
師

原

最
勝

小
阿
弥
陥
仏

(以
下
略
)

史
料
6
.
南
大
門
仁
王
像

(阿
形
)
像
内
納
入
宝
筐
印
陀
羅
尼
経
奥
書

(第
十
五
紙
)

一
切
如
来
心
秘
密
全
身
舎
利
寳
筐
印
陀
羅
尼
経

建
仁
三
年
簸
勲
八
月
七
日
書
了
執
筆
沙
門
浮
阿
弥
陥
佛

一
交
了

光
明
真
言(梵

字
三
行
)

勧
進
造
東
大
寺
大
和
尚
南
無
阿
弥
陥
佛

・可
阿
弥
陥
佛

重
阿
弥
陥
佛

恵
阿
弥
陥
佛

繹
阿
弥
陥
佛

真
阿
弥
陥
佛

蓮
阿
弥
陥
佛

来
阿
弥
陥
佛

千
阿
弥
陥
仏

禅
阿
弥
陥
仏

順
阿
弥
陥
仏
已
上
+
人
佛
所
行
事

(以
下
略
)
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