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論
文
で
は
文
治
年
間
に
運
慶
が
制
作

し
た
興
福
寺
西
金
堂

の
釈
迦
如
来
像

(現

在
仏
頭
の
み
現
存
)、
願
成
就
院
及
び
浄
楽
寺

の
諸
像
、
文
治
年
間
の
運
慶
の
行

動
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第

一
章
で
は
仏
頭
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
仏
頭
は
興
福
寺
西
金
堂

に
安
置
さ
れ

て
い
た
釈
迦
如
来
像
の
頭
部
で
、
治
承

四
年

(
=

八
〇
)
の
平
重
衡
に
よ
る
南

都
焼
き
討
ち
に
よ
り
焼
失
し
た
西
金
堂

の
釈
迦
如
来
像
を
運
慶
が
制
作
し
た
。

こ
の
仏
頭
を
対
象
と
し
た
研
究
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
運
慶
作
と
伝
え

る
確
実
な
史
料
が
不
足
し
て
い
た
。
し
か
し
、
横
内
裕
人
氏
に
よ

っ
て
発
表
さ
れ

た

「類
聚
世
要
抄
」
に
は
、
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
の
制
作
を
運
慶
が
行

っ
た
こ
と

が
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
。
本
稿
で
は
最
初
に

「類
聚
世
要
抄
」
に
書
か
れ

た
釈
迦
如
来
像
の
記
述
を
考
察
し
た
結
果
、
仏
頭
の
作
者
が
運
慶
で
あ
る
こ
と
を

確
認
で
き
た
。

次
に
、
現
在
は
京
都
国
立
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

「
興
福
寺
曼
茶
羅
図
」

に
描
か
れ
て
い
る
西
金
堂
の
釈
迦
如
来
像
を
考
察
し
た
。
最
初
に

「曼
茶
羅
図
」

が
描
か
れ
た
の
が
治
承
四
年
以
前
か
以
後
か
を
考
察
し
た
。
と
い
う
の
は
、
毛
利

久
氏
は
治
承
四
年
以
前
の
制
作
と
考
察
さ
れ
た
が
、
藤
岡
穣
氏
は
治
承
四
年
以
後

に
制
作
さ
れ
た
と
考
察
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
考
察
の
結
果
、
図
像
と
興
福

寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
諸
像
と
よ
く
似
た
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
表
現
の
特
色

　

か
ら
制
作
を
治
承
四
年
以
後
と
位
置
づ
け
た
。
次

に
、
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
付
属

物
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
仏
手

・
化
仏

・
飛
天
を
加
え
て

「曼
茶
羅
図
」
に
描
か
れ

た
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
と
を
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
図
像
と
よ
く
似
て
い
る
部

分
も
あ
る
が
、
異
な
っ
た
部
分
が
多
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

仏
頭
の
考
察
で
は
研
究
史
を
始
め
と
し
て
仏
頭
の
概
要
、
作
風
を
考
察
し
た
。

作
風
で
は
従
来
の
仏
頭
の
写
真
で
は
頬
な
ど
が
扁
平
に
見
え
、
眼
瞼
の
線
の
上
が

り
方
が
き

つ
く
像
の
印
象
を
損
ね
て
い
た
が
、
平
成
二
十

一
年

(二
〇
〇
九
)
に

開
催
さ
れ
た

「阿
修
羅
展
」
の
図
録
の
仏
頭
の
写
真
は
従
来
の
も
の
よ
り
も
自
然

に
見
え
る
の
で
こ
れ
を
使
用
し
た
。
仏
頭
に
見
ら
れ
る
古
典
彫
刻
の
影
響
に
つ
い

て
の
考
察
で
は
、
仏
頭
に
は
天
平
時
代
か
ら
平
安
前
期
ま
で
の
古
典
彫
刻
の
影
響

を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

次
に
、
仏
頭
と
運
慶
現
存
作
品
と
を
比
較
し
た
。
仏
頭
は

「類
聚
世
要
抄
」
に

よ

っ
て
運
慶
作
と
判
明
し
た
が
、
こ
の
こ
と
に
研
究
者
は
慎
重
で
あ
る
。
山
本
勉

氏
は
水
野
敬
三
郎
氏
が
論
考
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
耳
の
彫
り
方
を
取
り
上
げ
て
、

仏
頭
を
単
純
に
運
慶
作
だ
と
決
め
か
か
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本

稿
は
仏
頭
と
運
慶
現
存
作
品
の
耳
を
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
確
か
に
仏
頭
に
は
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運
慶
現
存
作
品
の
耳
と
異
な
る
部
分
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
違
い
は
大
き
い

と
は
言
え
な
か

っ
た
。
ま
た
、
比
較
し
た
結
果
、
仏
頭
と
運
慶
現
存
作
品
の
耳
で

よ
く
似
て
い
る
部
分
も
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
耳
の
彫
り
方
に

違

い
は
あ
る
が
研
究
者
を
懐
疑
的
に
さ
せ
る
よ
う
な
違
い
は
な
い
と
し
た
。

最
後
に
、
古
典
彫
刻
の
影
響
が
強
い
仏
頭
を
な
ぜ
運
慶
が
制
作
し
た
の
か
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
考
察
の
結
果
、
「
興
福
寺
」
や
、
「西
金
堂
」
と
い
う
場
所
、
そ

し
て
、
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
を
制
作
し
た
当
時
の
運
慶
の
立
場
が
仏
頭
を
古
典
彫

刻
の
影
響
が
強
い
も

の
に
さ
せ
た
と

い
う
結
論
に
達
し
た
。

第
二
章
で
は
願
成
就
院
と
浄
楽
寺
の
諸
像
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
願
成
就
院
は

北
条
時
政
、
浄
楽
寺
は
和
田
義
盛
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
。

最
初
に
寺
院
の
諸
像
の
安
置
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
次
に
願
成
就
院
の
銘

札
と
諸
像
を
考
察
し
た
。
願
成
就
院
で
は
、
江
戸
時
代
に
不
動
明
王
像
と
毘
沙
門

天
像
か
ら
銘
札
が
取
り
出
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
十
二
年

(
一
九
七
七
)
に
は
衿

錫
羅
童
子
像
及
び
制
旺
迦
童
子
像
か
ら
銘
札
が
発
見
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
銘

札
を
考
察
し
、
そ
の
後
に
願
成
就
院
の
諸
像
に
つ
い
て
考
察
を
行

っ
た
。
浄
楽
寺

で
も
銘
札
を
先
に
考
察
を
行
い
、
そ
の
後
に
諸
像
に
つ
い
て
考
察
を
行

っ
て
い
る
。

次
に
、
両
寺
院
の
諸
像
に
見
ら
れ
る
古
典
彫
刻
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
を
行

っ
た
。

そ
の
結
果
、
両
寺
院
の
諸
像
に
は
西
金
堂
仏
頭
と
同
様
に
天
平
時
代
か
ら
平
安
時

代
前
期
に
か
け
て
の
古
典
彫
刻
に
見
ら

れ
る
様
式
が
両
寺
院
の
諸
像
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
た
。

両
寺
院
の
諸
像
を
制
作
し
て
い
た
当
時
の
運
慶
の
立
場
の
考
察
で
は
、
稲
葉
伸

道
氏
や
永
村
眞
氏
の
寺
院
研
究
か
ら

両
寺
院
の
銘
札
に
書
か
れ
て
い
る

「勾
当
」

職
は
興
福
寺
内
で
は
あ
ま
り
位
が
高
く
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
。

つ
ま
り
、
文
治

年
間
の
運
慶
は
興
福
寺
で
職
に
は
つ
い
た
が
、
興
福
寺
で
の
位
は
あ
ま
り
高
く
な

か

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
願
成
就
院
と
浄
楽
寺
の
諸
像
と
を
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
願
成
就

院
で
は
力
強
い
表
現
が
と
て
も
伝
わ

っ
て
く
る
が
、
浄
楽
寺
で
は
そ
れ
が
全
体
的

に
少
し
お
と
な
し
く
な

っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
で
は
、
こ
の
違

い
を
生
ん

だ
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
を
次
の
章
で
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
稿
で

は
違
い
を
生
ん
だ
の
は
両
寺
院
の
願
主
に
よ
る
も
の
だ
と
し
た
。
理
由
と
し
て
は

貴
族
の
世
か
ら
武
士
の
世

へ
と
変
わ

っ
て
い
く
こ
と
を
運
慶
は
し

っ
か
り
と
と
ら

え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
願
主
が
制
作
し
て
ほ
し
い
と
い
う
仏
像
を
運
慶
は

し
っ
か
り
と
こ
た
え
た
た
め
に
両
寺
院
に
違

い
を
生
ん
だ
と
し
た
。

最
後
に
、
両
願
主
の
造
仏
の
意
義
を
考
察
し
た
。
す
る
と
、
北
条
時
政
と
和
田

義
盛
が
運
慶
に
制
作
を
依
頼
し
た
の
は
政
治
的
要
因
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

し
た
。
そ
れ
は
、
正
系
の
成
朝
を
源
頼
朝
が
呼
び
寄
せ
て
勝
長
寿
院
の
造
仏
を
成

朝
に
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
頼
朝
ま
で
は
力
が
及
ば
な
い
彼
等
は

奈
良
仏
師
の
流
れ
を
汲
む
運
慶
に
仏
像
制
作
を
依
頼
し
た
と
考
察
し
た
。
ま
た
、

運
慶
の
父
の
康
慶
は
南
円
堂
の
不
空
絹
索
観
音
像
の
制
作
に
忙
し
く
、
そ
の
こ
と

も
運
慶
に
仏
像
依
頼
が
来
た
理
由
だ
と
考
察
し
た
。

第
三
章
は
文
治
年
間
の
運
慶
の
行
動
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
現
在
、
研
究
者
を

悩
ま
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
運
慶
が
願
成
就
院
及
び
浄
楽
寺
の
諸
像
を
ど
こ
で

制
作
し
た
の
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
現
在
、
研
究
者
は
東
国

へ
下
向
し
て
両
寺

院
の
仏
像
制
作
を
行

っ
た
と
す
る
下
向
説
と
、
下
向
せ
ず
に
制
作
を
行

っ
た
と
す
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る
非
下
向
説
の
二
つ
の
説
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
現
在
で
も

決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を

行

っ
た
。

ま
ず
、
研
究
史
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
た
。
す
る
と
、
昭
和
三
十
四
年

(
一
九

五
九
)
以
降
に
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
論
考
が
増
加
す
る
こ
と
に
気
付

い
た
。

理
由
は
、
浄
楽
寺
毘
沙
門
天
像
の
調
査
に
よ
っ
て
浄
楽
寺
の
諸
像
が
運
慶
作
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
と
め
る
と
、
下
向
説
の
立
場
に
立
た

れ
た
論
考
が
多
く
、
非
下
向
説
の
論
考
は
少
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
研
究
者
の
多

く
は
下
向
し
て
制
作
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
研
究
者
の
多

い
下
向
説

で
な
く
、
非
下
向
説
で
考
察
を
行

っ
た
。

最
初
に
源
豊
宗
氏
や
毛
利
久
氏
が
考
察
さ
れ
た
成
朝
が
携
わ

っ
た
勝
長
寿
院
に

運
慶
が
共
に
下
向
し
た
と

い
う
説
を
否
定
し
た
。
と

い
う
の
は
、
「類
聚
世
要
抄
」

の
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
の
記
述
に
よ

っ
て
文
治
二
年

(
一
一
八
六
)
に
運
慶
は
興

福
寺
に
い
た
が
、
文
治
元
年
に
成
朝

は
東
国
に
下
向
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
は
運
慶
は
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
の
制
作
中
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
成
朝
と
共
に

下
向
し
て
い
な
い
と
し
た
。

次
に
、
銘
札
に
見
え
る
不
審
点
か
ら
執
筆
場
所
を
考
察
し
た
。
な
ぜ
な
ら
銘
札

に
は
気
に
な
る
場
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
願
成
就
院
の
銘
札
に
は
北

条
時
政
に

「朝
臣
」
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
朝
臣
を
書
け
る
五
位
以
上
に
時
政
が

な

っ
た
の
は
正
治
元
年

(
一
二
〇
〇
)
で
、
制
作
が
開
始
さ
れ
た
文
治
二
年
は
正

治
元
年
よ
り
も
前
で
あ
る
た
め
に
こ

の
時
に

「朝
臣
」
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
お

か
し
い
。
ま
た
、
願
成
就
院
で
は
日
付
の
後
に
制
作
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

浄
楽
寺
の
銘
札
で
は
日
付
の
後
に
制
作
が
始
ま

っ
た
の
か
、
も
し
く
は
完
成
し
た

の
か
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
東
国
で
制
作
し
た
の
な
ら
ば
両
願

主
が
気
付
い
て
訂
正
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
銘
札
か
ら
は
見
え
て

こ
な

い
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
東
国
で
運
慶
が
両
寺
院
の
諸
像

の
制
作
を
行

っ

て
い
な
い
と
し
た
。

次
に
、
運
慶
は
文
治
二
年
に
内
山
永
久
寺
の
正
願
院
で
三
尺
の
弥
勒
像
を
開
眼

供
養
を
行

っ
た
こ
と
が

「内
山
永
久
寺
置
文
」
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
信

円
が
登
場
し
て
い
る
。
信
円
は
興
福
寺
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
僧
で
、
そ
の
僧
が

書

い
た
御
暦
記
に
運
慶
が
登
場
し
て
い
る
。
根
立
研
介
氏
は
興
福
寺
と
い
っ
た
場

所
に
関
わ
る
造
仏
と
考
え
ら
れ
、
運
慶
の
造
像
活
動
の
基
盤
を
考
え
さ
せ
る
事
績

と
し
て
改
め
て
評
価
す
べ
き
だ
と
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
考
察
に

賛
成
で
、
本
稿
で
は
、
文
治
二
年
に
運
慶
は
東
国
で
仏
像
を
制
作
し
て
い
な
い
と

考
察
し
た
。

次
に
美
術
的
観
点
か
ら
下
向
説
を
否
定
し
た
。
願
成
就
院
と
浄
楽
寺
の
諸
像
に

は
古
典
彫
刻
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
東
国
で
は
古
典
彫
刻
が
多
く
あ
る
の
か
を

考
察
し
た
。
す
る
と
、
東
国
で
は
天
平
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
に
か
け
て
の
古

典
彫
刻
は
少
な
か

っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
運
慶
が
東
国
で
制
作
し
た
な
ら
ば
古
典
彫

刻
が
よ
く
見
ら
れ
る
仏
像
は
完
成
で
き
な
い
と
考
え
、
美
術
的
観
点
か
ら
も
東
国

で
制
作
し
た
と
い
う
の
は
お
か
し
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
以
上
に
よ
り
、
最
終
的

に
史
料
的
観
点
と
美
術
的
観
点
か
ら
運
慶
は
東
国

へ
下
向
せ
ず
に
願
成
就
院
と
浄

楽
寺
の
諸
像
を
制
作
し
た
と

い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
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