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(修
士
験
文
要
旨
》

平
等
院
鳳
鳳
堂
雲
中
供
養
菩
薩
像
の
造
像
仏
師

ー
新

旧
様
式
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
ー

*

和

澄

浩

介

宇
治

・
平
等
院
鳳
風
堂
に
所
在
す

る
雲
中
供
養
菩
薩
群
像
は
、
本
尊
阿
弥
陀
如

来
坐
像
と
共
に
和
様
彫
刻
の
大
成
者
定
朝
の
工
房
の
手
に
な
る
現
存
唯

一
の
作
と

し
て
、
殊
に
著
名
で
あ
る
。

本
群
像
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
現
在
ま
で
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
内

容
は
、
本
群
像

の
主
題

・
鳳
鳳
堂
創
建
当
初
の
総
数

・
安
置
方
法
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
。
そ
し
て
本
稿

の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
個

々
の
像
の
造
立
仏
師
に
つ
い
て
も
、

し
ば
し
ば
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
本
群
像
の
作
風
を

検
討
し
、
そ
こ
か
ら
定
朝
や
長
勢

・
覚

助
と
い
っ
た
仏
師
た
ち
を
推
定
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。
し
か
し
諸
先
学

の
見
解

に
は
多
く
の
相
違
が
あ
り
、
い
ま
だ

一
致
し

た
結
論
を
見
た
像
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
極
め
て
多
様
性
に
富

む
本
群
像
を
造
像
し
た
仏
師
を
推
定
す
る
場

合
、
様
式
面
か
ら
の
み
の
考
察
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
多
方
面
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
い
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
も

の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
点
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
武
笠
朗
氏
の
論
考
で
あ
る
。
氏
は

本
群
像
の
天
冠
台

・
花
冠

・
髪
の
形
式
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
ル
ー
ツ
を
探
り

そ
こ
か
ら
本
群
像
の
彫
刻
史
的
位
置
付

け
を
行

っ
た
。
天
冠
台

に
つ
い
て
は
、
本

群
像
中
最
も
多

い
紐

・
列
弁
の
パ
タ
ー
ン
は
十
世
紀
後
半
か
ら
十

一
世
紀
前
半
の

流
れ
を
汲
む
保
守
的
な
形
式
と
し
、
北

一
号
な
ど
に
見
ら
れ
る
花
形
の
天
冠
台
は
、

九
世
紀
に
多
く
見
ら
れ
た
形
式
の
復
活
と
捉
え
た
。
ま
た
天
冠
台
上
に
あ
ら
わ
さ

れ
た
花
冠
は
、
十
世
紀
末
か
ら
十

一
世
紀
初
頭
に
多

い
と
し
、
康
尚
時
代
を
踏
襲

し
た
も
の
と
述
べ
た
。
髪
に
つ
い
て
は
、
本
群
像
中
最
も
多

い
、
髪
束
を

一
段
又

は
二
段
に
束
ね
る
垂
書
を
九
世
紀
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
内
二
段

に
束
ね
る
も
の
が
後
世
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
論
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
武
笠
氏
の
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
ど
は

一
線
を
画
し
て
お
り
、

本
群
像
の
分
類
方
法
に
お
い
て
新
た
な
指
標
を
示
し
た
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な

形
式
面
か
ら
の
分
類
方
法
が
、
本
群
像
の
造
像
仏
師
を
推
定
す
る
上
で
も
有
効
と

考
え
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
様
式
的
な
考
察
に
加
え
、
形
式
面
か
ら
の
分
類

を
試
み
た
。

ま
た
本
群
像
が
有
す
る
、
多
種
多
様
な
構
造
か
ら
も
仏
師
の
推
定
が
可
能
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
様
々
な
動
勢
を
見
せ
る
本
群
像
は
、
そ
の
造
像
技
法
に
つ
い

て
は
各
像

の
造
立
仏
師
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
こ

と
は
、
先
学
に
よ

っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
積
極
的
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θ

に
造
立
仏
師
の
推
定
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
本
稿
で
は
特
に
頭
体
別

材
矧
ぎ
と
い
う
技
法
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
仏
師

の
造
仏
意
識
を
読
み
取
り
、
各

像
の
造
立
仏
師
を
推
定
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
本
群
像
の
各
形
式
的
特
徴
を
分
類
し
、
そ
の
典
拠
を

求
め
て
い
く
と
、
本
群
像
の
形
式
か
ら
も
天
平
彫
刻

の
影
響
を
窺
う
こ
と
が
で
き

た
。
定
朝
が
古
典
学
習
を
通
し
、
天
平
彫
刻

の
特
徴
を
鳳
鳳
堂
本
尊
像
に
盛
り
込

ん
で
い
っ
た
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
き
た
が
、
本
群
像
に
お
い
て
そ
の

こ
と
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
し
か
し
形
式
面
で
古
典
学
習
の
成
果
が

見
ら
れ
る
像
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
造
像
仏
師
が
定
朝
と
同
世
代
の
人
物
で
あ

る
可
能
性
が
高

い
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
定
朝
の
高
弟
で
あ
り
、

十

一
世
紀
後
半
の
造
仏
界
の
頂
点
に
立

っ
た
長
勢
が
康
平
七
年

(
一
〇
六
四
)
に

造
像
し
た
広
隆
寺
日
光

・
日
光
菩
薩
立
像
、
十
二
神
将
立
像
な
ど
定
朝
次
世
代
の

仏
師
た
ち
の
像
に
は
、
形
式
面
で
の
天
平
彫
刻
の
要
素
と

い
う
も

の
が
見
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
天
平
形
式
を
有
す
る
像
に
つ
い
て
は
、

定
朝
世
代
の
仏
師
の
作
で
あ
る
と
の
推
定
の
元
で
論
を
進
め
た
。

ま
ず
形
式
的
特
徴
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
、
花
形
天
冠
台
で
あ
る
。
花
形
天

冠
台
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
武
笠
氏
が
考
察
し
た
が
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
細
か
い

分
類
を
行

っ
た
。
本
群
像

の
花
形
天

冠
台
は
、
同
大
花
弁
形

・
三
頭
形

・
五
頭

形

・
長
短
連
続
形
の
四
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
二
十
二
号
に
見
ら
れ

る
鋸
歯
形

の
同
大
花
弁
形
は
、
唐
代
の
敦
燈
壁
画
や
東
大
寺
大
仏
蓮
弁
菩
薩
像
な

ど
に
類
例
が
見
出
せ
、
天
平
期
の
特
徴
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
北

一
・
十
七

号
の
三
頭
形
は
、
平
安
時
代
後
期
の
華
燭
主
義
の
風
潮
に
よ
っ
て
、
幅
広

の
同
大

花
弁
形
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
南
二
十
三
号
が
有
す
る
五
頭
形
は

三
頭
形
を
さ
ら
に
装
飾
化
し
た
も
の
で
、

一
般
化
す
る
の
は
三
頭
形
よ
り
も
遅
れ

る
が
、
院
政
期
に
は
か
な
り
の
数
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
形
式
で
あ
る
。
長
短

連
続
形
に
つ
い
て
は
類
例
が
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
ず
、
非
常
に
個
性
的
で
あ
り
、
こ

の
形
式
を
有
す
る
北
二
十
五
号
の
天
冠
台
形
式
か
ら
の
新
旧
の
分
類
は
不
可
能
で

あ

っ
た
。

次
に
対
象
と
し
た
の
は
北
二
十
五
号

・
南
七
号
が
有
す
る
腎
釧
で
あ
る
。
両
像

の
腎
釧
は
、
布
吊

の
綬
帯
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
平
期
か
ら
平
安
時

代
初
期
に
か
け
て
多
く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
十
世
紀
に
は
い
る
と
、
綬
帯
が
連
珠

製
の
も

の
に
な
り
布
吊

の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
布
吊
の
綬
帯
は

十

一
世
紀
初
頭
に
復
活
す
る
が
、
そ
の
初
発
が
天
平
期
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

古
典
学
習
の
成
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
吊
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
結
び
目
か
ら
も
考
察
を
行

っ
た
。
こ
の
形
式
は
北
三
号

と
南
五
号
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
初
見
は
天
平
時
代
後
期
の
法
隆
寺
伝

法
堂
諸
像
や
、
龍
華
寺
菩
薩
半
珈
像
な
ど
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
形
式
も
平
安
時
代

初
期
ま
で
は
見
ら
れ
る
が
、
十
世
紀
に
断
絶
が
あ

っ
た
。
や
は
り
天
平
形
式
の
復

活
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
形
式
面
か
ら
は
同
大
花
弁
形
の
天
冠
台
を
有
す
る
南
二
十
二
号
、

腎
釧
を
体
部
と
共
木
か
ら
彫
出
す
る
北
二
十
五
号

・
南
七
号
、
条
吊
に
結
び
目
の

あ
る
北
三
号
と
南
五
号
に
は
天
平
形
式

の
影
響
が
見
ら
れ
、
定
朝
世
代
の
仏
師
の

作
と
推
定
さ
れ
た
。

ま
た
院
政
期
に
か
け
て
流
行
し
、
装
飾
化

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
三

・
五
頭
形
の
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天
冠
台
を
も

つ
北

一
号

・
南
二
十
三
号

は
定
朝
次
世
代

の
仏
師

の
関
与
が
想
定
さ

れ
た
。

構
造
か
ら
の
考
察
で
は
、
頭
体
が
共
木
か
別
材
か
と
い
う
点
に
着
目
し
た
。
共

木

の
像
は
、
仏
像
と
は
本
来

一
木
か
ら
彫
出
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
古
来
か
ら

の
理
念
に
則
る
も
の
と
し
て
定
朝
世
代

の
仏
師
を
推
定
し
た
。
特
に
南

二
十
四
号

の
よ
う
に
大
型
で
、
し
か
も
頭
部
の
動
き
が
大
き

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
の

ほ
と
ん
ど
の
部
分
を

一
木
か
ら
造
る
像
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
が
強
く
働
い
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

逆
に
頭
部
に
動
き
が
ほ
と
ん
ど
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頭
部
を
別
材
矧
ぎ
と

し
て
い
る
像
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
念
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
造
像

仏
師
が
定
朝
次
世
代
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
北

十
三
号
や
二
十
号
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
頭
体
別
材
矧
ぎ

の
完
成
し
た
姿
が

こ
れ
ら
の
像
に
お
い
て
初
め
て
見
ら
れ
、
院
政
期
に
か
け
て
増
え
て
く
る
と
い
う

傾
向
か
ら
も
次
世
代
の
仏
師
を
推
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
形
式
的
特
徴
を
抜
き
出
し
た
像
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
様
式
的
な
面
か
ら

も
考
察
を
加
え
、
最
終
的
な
仏
師
の
推
定
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
布
吊
製
の
綬

帯
を
有
し
天
平
期
の
特
徴
を
示
し
な
が
ら
、
本
群
像
中
で
も
最
も
出
来
栄
え

の
良

い
北
二
十
五
号
は
様
式
面
か
ら
も
鳳
風
堂
本
尊
像
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
、
さ
ら

に
定
朝
の
特
徴
で
も
あ
る
独
自
性

・
孤
立
性
も
指
摘
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
像
が

定
朝
本
人
の
作
で
あ
る
と
推
定
で
き
た
。

ま
た
南
二
十
三
号
は
、
院
政
期
に
主
流
と
な
る
五
頭
形
の
花
形
天
冠
台
と
そ
の

中
の
半
円
意
匠
を
も
ち
、
次
代
の
形
式
を

い
ち
早
く
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

で
き
た
。

一
方
で
そ
の
卓
越
し
た
作
風
に
は
、
天
平
彫
刻
に
学
ん
だ
よ
う
な
表
現

も
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
本
像
の
造
立
仏
師
は
、
定
朝
次
世
代
で
あ

り
な
が
ら
、
定
朝
に
非
常
に
近
い
存
在

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
結
果
的
に
は
長
勢

作
の
広
隆
寺
像
な
ど
と
の
比
較
か
ら
、
定
朝
息

の
覚
助
の
作
で
あ
る
と
い
う
結
論

に
至

っ
た
。
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