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六
三

は
じ
め
に

興
福
寺
西
金
堂
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
（
図

一
・
二
）（
以
下
、
本
文
中
ま
と
め
て
指
す
場
合
は
本
二
像
と
し
、
そ
の
他
の
像
も

寺
名
を
用
い
略
称
す
る
）
は
、
仏
前
に
奉
る
燈
を
鬼
に
持
た
せ
る
と
い
っ
た
他
に
類

例
を
見
な
い
図
像
を
持
つ
特
異
な
作
例
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
諧
謔
味

溢
れ
る
像
容
と
肉
身
表
現
な
ど
に
み
ら
れ
る
確
か
な
彫
技
に
よ
る
写
実
表
現
が
、
見

事
に
調
和
さ
れ
成
立
し
て
い
る
鎌
倉
彫
刻
に
お
け
る
傑
作
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
良
い
。

本
二
像
は
、
後
に
詳
し
く
触
れ
る
よ
う
に
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
に
制
作
さ
れ

た
こ
と
が
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
二
月
、
平
重
衡
の

軍
勢
に
よ
る
大
火
以
前
の
史
料
に
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
復
興

期
に
創
案
さ
れ
た
新
造
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

１
）。
鎌
倉
復
興
以
後
の
興
福

寺
境
内
の
景
観
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
京
都
国
立
博
物
館
本
（
以
下
、
京
博

本
）「
興
福
寺
曼
荼
羅（
２
）」
西
金
堂
部
分
（
図
三
）
に
も
そ
の
姿
は
描
か
れ
な
い
。「
興

福
寺
曼
荼
羅
」
で
は
、
も
と
よ
り
全
て
の
尊
像
が
描
か
れ
ず
、
幾
分
省
略
さ
れ
て
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
、
本
二
像
の
史
料
上
に
お
け
る
初
出

が
近
世
に
ま
で
く
だ
る
な
ど
、
当
初
の
造
像
背
景
や
そ
の
存
在
に
つ
い
て
知
り
得
る

情
報
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
罹
災
以
前
の
西
金
堂
に
同
様
の
も

興
福
寺
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
に
つ
い
て

植　

村　

拓　

哉

〔
抄　

録
〕

興
福
寺
西
金
堂
に
旧
安
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
な
か
っ
た
図
像
的
背
景
及
び
慶
派
彫
刻
と
し

て
の
位
置
付
け
、
釈
迦
集
会
群
像
を
形
成
す
る
西
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
経
緯
な

ど
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
図
像
的
典
拠
と
し
て
は
、
釈
迦
信
仰
を
背
景

に
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
『
宝
物
集
』
所
収
「
灯
台
鬼
説
話
」
と
の
関
連
が
見
出

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
造
形
的
に
も
康
弁
の
技
量
の
高
さ
を
再
確
認
す
る
と
共
に
、

現
世
に
お
け
る
釈
迦
説
法
の
場
を
再
現
す
る
と
い
う
西
金
堂
創
建
以
来
の
意
図

に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

天
燈
鬼
、
竜
燈
鬼
、
康
弁
、
灯
台
鬼
説
話
、
西
金
堂
、
釈
迦
集
会
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六
四

の
が
存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
充
分
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
本
二

像
の
類
例
に
つ
い
て
は
遡
っ
て
み
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
無
く
、
そ
の
点
に
関
し

て
も
現
状
に
お
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

現
状
に
お
け
る
本
二
像
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
し
て
は
、
彫
刻
史
上
の
位
置
付
け
の

問
題
に
加
え
、
そ
の
制
作
意
図
及
び
背
景
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
鎌
倉
復
興
に
際

し
、
特
異
な
像
容
を
持
つ
本
二
像
を
新
造
す
る
に
至
っ
た
経
緯
、
さ
ら
に
、
な
ぜ
釈

迦
集
会
群
像
を
形
成
す
る
西
金
堂
に
安
置
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
検
討

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
二
像
の
制
作
意
図
と
し
て
は
、
一
般
的

に
四
天
王
な
ど
の
足
下
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
邪
鬼
が
独
立
し
、
仏
前
に
奉
る
燈
籠
を
護

持
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
３
）。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、「
鬼
」
と

い
う
存
在
が
保
有
す
る
護
持
・
辟
邪
と
い
う
性
格
は
、
か
つ
て
長
廣
敏
雄
氏
が
畏

獣
・
鬼
神
像
に
対
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に（
４
）、
従
来
か
ら
鬼
形
像
に
対
し
て
一
般
的
に

用
い
ら
れ
る
理
解
の
さ
れ
方
と
い
え
、
こ
の
場
合
も
当
て
は
ま
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
持
物
、
あ
る
い
は
そ
の
荘
厳
性
に
特
化
し
た
と
し
て
も
、
鬼
が
燈
籠
を
有

図二　竜燈鬼像　興福寺 図一　天燈鬼像　興福寺

図三　興福寺曼荼羅西金堂部分　京博
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六
五

す
る
典
拠
や
そ
の
背
景
に
つ
い
て
明
ら
か
と
は
い
え
ず
、
い
ま
だ
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
も
の
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
出
来
う
る
限
り
多
角
的
な
視
点
を
も
っ
て
、
典
拠
と
な
っ
た
図
像
の
抽

出
及
び
造
形
的
特
色
の
把
握
、
制
作
背
景
の
検
討
を
行
い
、
鎌
倉
彫
刻
史
上
有
数
の

名
作
と
い
い
得
る
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
く
も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

概
要
と
関
連
史
料

第
一
節　

概
要
と
特
色

ま
ず
、
本
二
像
の
特
色
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
形
状
と
技
法
に
つ
い
て
、

あ
く
ま
で
も
簡
単
に
で
は
あ
る
が
こ
こ
で
概
観
し
、
基
礎
的
な
知
見
を
得
た
い
。
な

お
、
本
節
に
お
け
る
情
報
の
多
く
は
先
学
の
報
告
に
よ
っ
て
い
る（
５
）。

天
燈
鬼
像
は
、
頭
髪
を
巻
髪
と
し
、
角
は
二
本
、
三
眼
。
上
体
を
右
方
に
反
ら
し
、

腰
を
左
方
に
強
く
ひ
ね
る
。
顔
は
や
や
右
方
を
向
き
、
視
線
は
横
目
で
前
方
を
睨
む
。

大
き
く
開
け
た
口
に
は
、
上
下
歯
及
び
舌
が
の
ぞ
き
、
上
唇
両
端
か
ら
は
牙
が
上
出

す
る
。
右
腕
は
や
や
後
方
に
半
回
転
ひ
ね
り
な
が
ら
下
方
に
伸
ば
す
。
拳
に
は
柄
孔

が
確
認
さ
れ
る
が
持
物
は
欠
失
し
て
い
る
。
肩
布
を
胸
前
で
結
ん
で
掛
け
、
褌
を
締

め
、
腰
に
は
獣
皮
の
腰
布
を
巻
く
。
左
足
第
一
指
の
み
を
上
げ
そ
の
他
は
折
り
曲
げ
、

右
脚
を
遊
脚
と
し
て
岩
座
に
立
つ
。

三
眼
と
も
に
玉
眼
を
嵌
め
、
眉
や
顎
に
は
植
毛
を
行
っ
た
と
見
ら
れ
る
無
数
の
孔

が
確
認
さ
れ
る
。
上
出
す
る
牙
は
現
在
木
製
の
後
補
で
あ
る
が
、
後
述
の
竜
燈
鬼
と

と
も
に
当
初
は
水
晶
製
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

竜
燈
鬼
像
は
、
頭
髪
の
小
突
起
を
多
数
作
り
、
蓬
髪
を
あ
ら
わ
す
。
頭
部
の
ほ
ぼ

中
央
辺
り
か
ら
涌
雲
状
に
雲
気
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
上
に
燈
籠
を
載
せ
、
上
目
遣
い

に
こ
れ
を
睨
む
。
下
唇
で
上
顎
を
覆
い
、
そ
の
両
端
あ
た
り
か
ら
牙
を
上
出
さ
せ
る
。

左
手
で
右
手
首
を
腹
前
で
握
り
、
右
手
は
上
体
に
巻
き
つ
く
竜
の
尾
を
掴
む
。
首
周

り
に
肩
布
を
巻
き
、
褌
を
締
め
る
。
両
脚
を
開
き
、
指
先
を
台
座
に
食
い
込
ま
せ
る

よ
う
に
曲
げ
、
州
浜
座
上
に
立
つ
。
側
面
間
で
は
量
感
豊
か
な
体
軀
が
目
に
付
き
、

極
め
て
安
定
感
の
高
い
姿
が
看
取
さ
れ
る
。
竜
は
右
肩
上
に
顔
を
覗
か
せ
、
胴
体
は

竜
燈
鬼
の
頭
後
か
ら
左
肩
、
胸
前
を
通
り
、
右
腋
下
か
ら
背
部
を
め
ぐ
り
、
左
脇
腹

か
ら
腰
部
を
通
り
腹
部
正
面
に
至
る
。

玉
眼
を
嵌
入
し
、
顎
に
は
植
毛
の
痕
が
見
ら
れ
、
牙
は
水
晶
製
。
髪
に
は
切
金
線

が
確
認
さ
れ
る
。
眉
に
は
切
抜
き
の
銅
板
を
釘
打
で
固
定
す
る
。
竜
も
本
体
に
釘
を

用
い
留
め
る
。
竜
に
も
玉
眼
を
嵌
入
し
て
お
り
、
背
鰭
は
皮
製
で
あ
る
。

後
補
部
分
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
天
燈
鬼
像
で
は
、
角
、
左
牙
、
左
手
首
先
、

右
手
指
、
右
足
第
二
―
五
指
、
獣
皮
の
上
縁
及
び
右
側
か
ら
背
面
に
か
け
て
の
裾
、

燈
籠
。
竜
燈
鬼
像
で
は
、
頭
髪
の
突
起
部
分
数
箇
所
、
燈
籠
及
び
燈
籠
を
載
せ
る
涌

雲
状
の
雲
気
。
竜
は
胴
の
本
体
腰
背
を
め
ぐ
る
部
分
及
び
尾
の
弧
状
の
立
ち
上
が
り

部
分
が
後
補
で
あ
る
。
竜
が
後
頭
部
を
め
ぐ
る
部
分
で
は
、
髪
の
突
起
を
削
っ
た
痕

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
竜
の
胴
下
方
に
接
す
る
髪
の
突
起
部
二
個
が
後
補
部
分
に
当

た
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
本
二
像
が
立
つ
州
浜
形
の
台
座
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
旧
西
金
堂
に
安
置

さ
れ
て
い
た
八
部
衆
像
及
び
十
大
弟
子
像
の
台
座
を
改
変
し
、
転
用
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

次
に
そ
の
特
色
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
形
状
に
つ
い
て
い
え
ば
、
や
は
り
鬼

形
像
が
仏
前
に
奉
る
燈
籠
を
担
ぐ
と
い
う
像
容
が
特
徴
的
で
あ
る
。
天
燈
鬼
で
は
肩
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六
六

に
担
ぎ
、
竜
燈
鬼
で
は
頭
上
に
載
せ
る
な
ど
、
持
ち
方
に
差
異
は
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
燈
籠
を
護
持
す
る
覇
気
を
見
せ
、「
奉
戴
す
る
鬼
」
と
表
現
す
る
の
が
相
応
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彫
刻
作
例
と
し
て
は
東
寺
や
六
波
羅
蜜
寺
像
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
鬼
神
像
や
夜
叉
像

な
ど
の
鬼
形
の
彫
刻
が
日
本
に
限
ら
ず
少
な
か
ら
ず
現
存
し
、
地
獄
絵
な
ど
絵
画
作

例
で
も
古
く
か
ら
鬼
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
を
多
数
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
本
二
像

の
よ
う
な
類
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
広
く
東
ア
ジ
ア
を
見
渡
し
て
も
管
見

の
限
り
で
は
確
認
さ
れ
ず
、
そ
の
特
異
な
図
像
を
生
成
す
る
に
至
る
本
二
像
を
め
ぐ

る
制
作
背
景
及
び
周
辺
の
環
境
が
問
題
と
な
ろ
う
。

技
法
上
の
特
徴
的
な
点
と
し
て
は
、
竜
燈
鬼
を
例
に
挙
げ
れ
ば
牙
の
水
晶
や
眉
の

銅
板
、
植
毛
、
獣
皮
を
用
い
た
竜
の
背
鰭
な
ど
に
見
ら
れ
る
異
材
使
用
で
あ
る
。
推

測
す
る
な
ら
ば
、
現
在
後
補
で
あ
る
天
燈
鬼
像
の
角
も
当
初
は
水
晶
製
で
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
鎌
倉
時
代
以
降
、
玉
眼
使
用
や
神
将
形
の
兜
な
ど
を

別
材
製
で
造
り
装
着
さ
せ
る
と
い
っ
た
技
法
が
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
顕
著
に
見
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
本
二
像
で
は
比
較
的
異
材
を
用
い
る
部
分
が
多
く
、
特

徴
的
な
事
項
と
認
識
し
得
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
は
、
た
だ
写
実
性
の
追
求
・
装

飾
性
の
向
上
を
企
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
が
働
い
て
い
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
を
加
え
る
。

第
二
節　

関
連
史
料
の
検
討

本
二
像
に
つ
い
て
触
れ
る
史
料
と
し
て
、『
享
保
弐
〈
丁
酉
〉
日
次
記
』（
以
下
『
日

次
記
』）
及
び
『
興
福
寺
由
来
記
』（
以
下
『
由
来
記
』）
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
日
次
記
』

は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
罹
災
後
の
記
録
で
あ
り
、
本
二
像
が
あ
ら
わ
れ
る
初
出

史
料
で
あ
る
。
短
い
も
の
な
の
で
、
関
連
部
分
を
以
下
に
挙
げ
る
。

一
、
西
金
堂
竜
灯
ノ
像
腹
内
ニ
竜
灯
作
者
書
付

　

有
之
願
主
大
法
師
聖
勝
生
年
五
十
一

　

建
保
三
年
〈
亥
乙
〉
卯
月
廿
六
日

　

綿
百
量　
　
　
　
　
　

聖
勝
書
判

　
　
　
　
　
　
　

法
橋
庚
弁
作
書
判

　

右
之
書
付
カ
子
紙
一
枚
ニ
書
付
有
之
者
也

（〈　

〉
内
割
注
、
／
改
行
、
傍
線
部
分
筆
者
注
、
以
下
同
）

ま
た
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
成
立
の
『
由
来
記
』
西
金
堂
条
で
は
、

天
灯
竜
灯　
　
　
　
　
　
　

 

立
像
二
尺
五
寸

　

右
二
体
共
建
保
三
年
四
月
廿
六
日
春
日
大
仏
師

　

法
橋
康
弁
造

　
　
　

竜
灯
腹
内
ニ
書
付
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綿
百
量

　
　
　

願
主
大
法
師
聖
勝
生
年
五
十
一

建
保
三
年
卯
月
廿
六
日　

法
橋
康
弁
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
判

と
、
記
載
内
容
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
両
史
料
と
も
に
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
載
せ

て
い
る
。
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六
七

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
る
と
、
竜
燈
鬼
像
は
建
保
三
年
、
大
法
師
聖
勝
が
発
願
し
仏

師
康
弁
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
少
な
く
と
も
享
保
二
年
の
罹
災
以

前
に
は
西
金
堂
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼

と
い
う
他
に
類
を
見
な
い
独
特
な
名
称
に
関
し
て
も
享
保
当
時
す
で
に
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
現
在
に
お
け
る
名
称
の
定
着
に
関
し
て
も
本
史
料
が
典
拠
と

な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
天
燈
鬼
像
に
関
し
て
は
、
竜
燈
鬼
像
と
の
作
風
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
な

ど（
６
）、
担
当
仏
師
に
つ
い
て
の
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
阿
吽
で
呼
応
し
た
構
図
、

両
者
の
作
風
が
大
き
く
隔
た
る
こ
と
の
な
い
点
か
ら
み
て
も
、
同
じ
創
意
か
ら
制
作

さ
れ
た
こ
と
が
一
見
し
て
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
本
二
像
の
一
具
性
に
つ
い
て

は
疑
い
な
く
、
同
時
期
、
同
一
工
房
に
よ
る
造
立
と
考
え
ら
れ
る
。

造
仏
に
あ
た
っ
た
仏
師
康
弁
は
、
大
仏
師
運
慶
の
三
男
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
あ

る
。
そ
の
事
績
に
つ
い
て
み
る
と
、

・
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）　

東
寺
南
大
門
仁
王
像
及
び
中
門
二
天
像
の
制
作
に
参
加

・
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）　

 

興
福
寺
北
円
堂
再
興
造
像
に
お
い
て
、
四
天
王
の
う

ち
西
方
天
を
担
当

・
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）　

竜
燈
鬼
像
造
立

な
ど
の
事
績
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
東
大
寺
縁
起
絵
詞
』
に
よ
れ
ば
、
建
久
六
年
三
月

十
二
日
に
行
わ
れ
た
東
大
寺
供
養
に
際
し
て
法
橋
位
に
つ
い
た
と
い
う
が
、
そ
の
時

期
に
関
し
て
は
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
弥
勒
仏
台
座
銘
に
「
西
方

法
橋
康
弁
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
竜
燈
鬼
書
付
に
み
え
る
僧
綱
位
に
つ

い
て
齟
齬
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

こ
れ
ら
康
弁
の
事
績
は
、
い
ず
れ
も
運
慶
主
導
の
も
と
子
息
た
ち
が
合
力
し
造
仏

を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
本
二
像
こ
そ
が
現
在
確
認
さ
れ
る
最
初
期
の
主
導
的

な
造
像
で
あ
る
と
い
え
、
唯
一
現
存
す
る
作
例
と
し
て
代
表
作
で
あ
る
本
二
像
が
遺

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
改
め
て
評
価
し

た
い
。

さ
て
、『
日
次
記
』
で
は
、
書
付
の
紙
片
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、『
由
来
記
』

で
は
「
腹
内
ニ
書
付
在
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
該
当
す
る
紙
片
は
現
在
で
は
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
両
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
不
明
な
点
は
多
い
な

が
ら
も
、
造
立
日
時
や
願
主
聖
勝
の
生
年
、
さ
ら
に
報
酬
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
か

ら
み
る
と
、
造
立
当
初
に
記
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る（

７
）。
た
だ
、
両
史
料
の
異
同

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
明
ら
か
で
な
く
、
現
時
点
で
明

確
な
解
答
は
得
ら
れ
な
い
が
、
注
目
点
と
し
て
留
意
し
て
お
き
た
い
。
内
容
に
つ
い

て
は
造
立
に
か
か
る
背
景
に
つ
い
て
触
れ
る
内
容
や
願
意
等
の
記
述
は
な
く
、
い
わ

ゆ
る
書
付
け
、
あ
る
種
の
注
進
状
の
よ
う
な
形
式
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
大
法

師
聖
勝
の
生
年
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
素
直
に
結
縁
の
意
味
も
含
ま
れ
た

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

聖
勝
に
つ
い
て
の
事
績
は
他
に
知
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
信
仰
や
造
像
に
か
か
る

願
意
、
本
二
像
の
制
作
背
景
な
ど
に
つ
い
て
知
り
う
る
資
料
は
残
念
な
が
ら
現
状
で

は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
当
時
の
興
福
寺
に
お
け
る
造
仏
の
復
興
状
況
を
鑑
み
る

と
、
そ
の
多
く
は
勧
進
に
よ
る
造
仏
が
主
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
時
期
の
中
に
あ
っ

て
、
聖
勝
個
人
の
造
進
と
考
え
ら
れ
る
点
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る（

８
）。
ま
た
、
経
典
等

の
教
理
的
背
景
を
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
御
像
が
、
鎌
倉
復
興
期
に
際
し
て
、
新

た
に
新
造
さ
れ
た
点
も
極
め
て
疑
問
で
、
西
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
こ
と
も
何
ら
か
の

背
景
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
問
題
を
絞
り
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
こ



興
福
寺
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
に
つ
い
て　

 

（
植
村
拓
哉
）

六
八

と
と
し
た
い
。

第
二
章　

図
像
的
典
拠
に
つ
い
て

第
一
節　

持
物
を
「
奉
戴
」
す
る
鬼

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
鬼
形
像
の
持
物
と
し
て
燈
籠
が
選
択
さ
れ
た
図
像
は
、

現
存
す
る
彫
刻
作
例
で
は
類
例
が
無
い
。
水
野
敬
三
郎
氏
は
「
中
国
に
は
古
く
「
燭

奴
」「
燈
婢
」
と
い
っ
て
、
木
彫
の
童
形
、
女
形
に
燈
を
持
た
せ
た
燭
台
が
あ
っ
た

と
い
い
（『
開
元
天
宝
遺
事
』）、
こ
の
女
形
を
鬼
形
に
替
え
た
も
の
が
古
代
寺
院
に

無
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。」
と
、
や
や
消
極
的
な
が
ら
史
料
上
に
お
け
る
類
例
を

提
示
さ
れ
て
い
る（
９
）。
特
に
彫
刻
作
例
で
は
別
材
製
の
持
物
は
破
損
し
や
す
く
、
ま
た

失
わ
れ
や
す
い
た
め
、
後
補
の
持
物
に
関
し
て
も
当
初
と
の
異
同
も
あ
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
が
、
本
二
像
の
よ
う
に
、
仏
前
に
お
い
て
「
鬼
」
が
燈
籠
を
「
奉
戴
」
す

る
と
い
っ
た
独
特
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
作
例
は
や
は
り
見
当
た
ら

な
い
と
い
え
る
。

鬼
形
像
の
持
物
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
例
と
し
て
、
京
博
本
「
興
福
寺
曼
荼

羅
」
中
門
二
天
像
を
囲
む
六
軀
の
う
ち
四
軀
の
像
（
図
四
）
で
は
、
右
上
か
ら
時
計

回
り
に
棒
杖
・
箱
（
経
典
）・
上
半
身
か
ら
左
腕
に
絡
ま
る
蛇
・
香
炉
な
ど
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
左
腕
に
蛇
が
絡
ま
る
像
（
図
五
）
に
関
し
て

は
、『
七
大
寺
日
記
』
元
興
寺
条
に
記
載
さ
れ
る
図
像
と
一
致
す
る
。
瀬
谷
貴
之
氏
は
、

右
手
を
握
り
拳
に
し
て
振
り
下
げ
、
左
手
に
蛇
（
竜
）
の
尾
を
取
り
首
に
巻
き
つ
け

る
姿
が
本
二
像
に
一
致
す
る
と
し
、
元
興
寺
中
門
夜
叉
像
を
本
二
像
制
作
に
あ
た
っ

て
参
考
に
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

亜
）。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
運
慶
は
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
に
南
都
に
下
向

し
た
際
、
元
興
寺
の
二
天
王
及
び

八
夜
叉
像
を
模
写
し
、
建
久
九
年

（
一
一
九
八
）
に
神
護
寺
中
門
造
仏

に
お
い
て
元
興
寺
像
の
模
刻
像
を
制

作
し
て
お
り（
唖
）、
さ
ら
に
同
年
に
は
康

弁
も
加
わ
り
、
東
寺
南
大
門
及
び
中

門
像
を
造
像
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る（
娃
）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
少
な
く

と
も
運
慶
主
導
の
も
と
制
作
さ
れ
た

元
興
寺
像
の
模
刻
像
の
姿
を
康
弁
が

意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高

い
と
い
え
、
古
典
作
例
に
範
を
と
っ

た
作
例
を
本
二
像
制
作
に
か
か
る
造

形
的
典
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
す

る
こ
と
も
首
肯
さ
れ
る
も
の
と
考
え

図四　興福寺曼荼羅中門夜叉像部分 X線写真　京博図五　中門夜叉像拡大
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る
。
ま
し
て
西
金
堂
本
尊
釈
迦
如
来
像
は
運
慶
に
よ
っ
て
造
像
さ
れ
て
お
り（
阿
）、
運
慶

作
に
な
る
夜
叉
像
を
参
考
と
し
て
西
金
堂
の
群
像
に
お
け
る
志
向
性
の
統
一
を
計
っ

て
い
た
可
能
性
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
恐
ら
く
元
興
寺
及
び
神

護
寺
、
東
寺
像
に
関
し
て
も
、「
興
福
寺
曼
荼
羅
」
中
門
像
と
ほ
ぼ
同
様
の
像
容
・

役
割
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
本
二
像
の
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
燈
籠
を
担

ぐ
と
い
う
図
像
の
典
拠
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要

が
あ
る
。

さ
て
、
ひ
と
ま
ず
「
鬼
」・「
燈
籠
」
と
い
っ
た
要
素
を
除
い
て
作
例
を
眺
め
た
場

合
、
持
物
を
、
あ
る
い
は
何
ら
か
を
「
奉
戴
」
す
る
像
は
古
代
作
例
を
中
心
に
少
な

か
ら
ず
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
薬
師
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
台
座
の
南
北
面
中
央
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
柱
状

の
も
の
を
支
え
る
異
形
像
（
図
六
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
柱
状
の
物
体
は
、
南
北
面
と

も
に
同
様
の
形
状
で
、
異
形
像
の
頭
上
及
び
指
先
の
土
台
か
ら
、
台
座
腰
部
の
上
端

に
か
け
て
連
珠
と
宝
瓶
の
よ
う
な
も
の
を
連
続
し
て
接
続
し
成
っ
て
い
る
。
こ
の
異

形
像
が
果
た
し
て
何
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解

が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
奉
戴
す
る
と
い
う
形
式
に
当
て
は
ま
る
作
例
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
滋
賀
・
聖
衆
来
迎
寺
に
伝
来
す
る
鋳
銅
三
具
足
の
う
ち
の

燭
台
（
図
七
）
で
は
、

竜
が
巻
き
つ
い
た
柱

部
分
を
二
体
の
獅
子

形
像
が
支
え
る
と

い
っ
た
も
の
も
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
の
作

例
は
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
獅
子
形
像

が
支
え
る
と
い
っ
た
姿
は
、
古
く
中
興
山
城
獅
子
石
燈
籠
（
図
八
）
や
忠
清
北
道
法

住
寺
双
獅
子
石
燈
籠
な
ど
、
統
一
新
羅
時
代
の
遺
品
が
極
め
て
多
く
み
ら
れ
る
こ
と

は
留
意
さ
れ
、
燈
籠
や
燭
台
と
い
っ
た
仏
前
に
奉
じ
る
仏
具
及
び
荘
厳
具
に
お
い
て

比
較
的
早
い
時
期
か
ら

一
定
の
形
式
を
備
え
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

同
寺
に
伝
来
す
る
同
じ

く
鋳
銅
三
具
足
の
う
ち

の
香
炉
（
図
九
）
で
は
、

底
部
四
辺
の
脚
に
鬼
形

を
か
た
ど
っ
て
い
る
。

持
物
に
香
炉
を
持
つ
鬼

形
像
は
、
先
に
も
見
た

よ
う
に
「
興
福
寺
曼
荼

羅
」
に
お
い
て
も
確
認

さ
れ
る
が
、
法
具
そ
の

も
の
に
鬼
形
を
用
い
た

例
は
、
管
見
の
限
り
で

は
珍
し
い
も
の
と
い
え

本
二
像
以
降
の
作
例
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。
他

図七　燭台
聖衆来迎寺

図六　異形像（南面）
薬師寺

図九　香炉　聖衆来迎寺
図八　石燈籠　
ソウル国立博物館
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七
〇

に
も
兜
跋
毘
沙
門
天
を
支
え
る
地
天
女
及
び
尼
藍
婆
・
毘
藍
婆
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
鬼
と
い
う
要
素
を
除
い
て
「
奉
戴
」
と
い
う
視
点
で
見
渡
す
と
い

く
つ
か
の
作
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
作
例
と
本
二
像
が
有
機
的

な
関
係
性
に
あ
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
制
作
に
あ
た
り
形

姿
を
形
作
る
と
い
う
造
形
上
の
要
求
か
ら
、
様
々
な
図
像
を
参
照
し
そ
れ
を
組
み
合

わ
せ
る
と
い
っ
た
作
業
が
当
然
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
先
に
触
れ
た
運
慶
制
作
に
な
る
元
興
寺
模
刻
の
夜
叉
像
の
み
な
ら
ず
、
古
代

作
例
を
参
考
に
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、

こ
の
こ
と
か
ら
は
形
姿
の
参
考
と
な
っ
た
可
能
性
は
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
燈
籠
を

「
奉
戴
」
す
る
と
い
う
特
異
性
を
持
た
せ
た
意
図
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
課
題
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
図
像
的
典
拠
を
既
存
の
作
例
か
ら
求

め
る
だ
け
で
克
服
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
重
層
的
な
背
景
を
有
す
る
も
の

と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
い
。

第
二
節　
「
灯
台
鬼
説
話
」
に
つ
い
て

本
二
像
の
特
異
な
図
像
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
興
味
深
い
も
の
と
し
て
、

「
灯
台
鬼
説
話
」
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
灯
台
鬼
説
話
は
、
平
康
頼
に
よ
っ
て
治

承
三
年
（
一
一
七
九
）
以
降
の
数
年
の
間
に
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
仏
教
説
話
集
、

『
宝
物
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
早
い
例
と
し
て
知
ら
れ
る（

哀
）。

軽
の
大
臣
と
申
け
る
人
、
遣
唐
使
に
て
渡
り
て
侍
り
け
る
を
、
如
何
成
事
か
有

け
ん
、
物
い
は
ぬ
薬
を
く
は
せ
て
、
身
に
は
絵
を
書
、
頭
に
は
灯
台
と
云
物
を

う
ち
て
、
火
を
と
も
し
て
、
灯
台
鬼
と
云
名
を
つ
け
て
有
と
云
事
を
聞
て
、
其

子
弼
の
宰
相
と
云
人
、
万
里
の
波
を
分
て
、
他
州
震
旦
国
ま
て
尋
行
て
見
た
ま

ひ
れ
は
、
鬼
泪
を
な
か
し
て
、
手
の
指
を
く
い
切
て
、
血
を
出
し
て
か
く
そ
書

給
ひ
け
る
。（
後
略
）

右
は
灯
台
鬼
説
話
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
、
こ
の
後
は
、
子
の
親
へ
の
孝
養

の
功
徳
を
説
い
て
い
る（
愛
）。
注
目
さ
れ
る
の
は
傍
線
部
分
で
、
特
に
「
頭
に
は
灯
台
と

云
物
を
う
ち
て
、
火
を
と
も
し
て
、
灯
台
鬼
と
云
名
を
つ
け
て
有
」
と
い
う
箇
所
は
、

ま
さ
に
図
像
・
名
称
の
親
近
性
に
お
い
て
本
二
像
と
明
ら
か
に
共
通
す
る
点
で
興
味

深
い
。

灯
台
鬼
説
話
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』、
ま
た
は
『
帝
王
編
年
記
』

な
ど
の
歴
史
書
、
古
辞
書
と
し
て
知
ら
れ
る
『
下
学
集
』
や
そ
の
他
、
十
三
世
紀
頃

か
ら
十
八
世
紀
頃
に
か
け
て
、
異
同
は
あ
る
も
の
の
概
ね
同
様
の
構
成
に
よ
る
説
話

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
中
世
以
降
で
は
広
く
浸
透
し
一
定
以
上
の
認

知
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

浜
畑
圭
吾
氏
は
竜
燈
鬼
像
の
像
容
に
つ
い
て
、「
こ
の
像
の
制
作
者
康
弁
は
、
像

を
造
る
際
に
そ
の
想
像
力
、
構
想
力
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
「
情
報
」
に
接
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
本
二
像
造
立
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

『
宝
物
集
』
は
そ
の
情
報
源
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
さ
ら
に
『
宝
物
集
』

が
「
唱
導
者
の
教
義
解
説
の
た
め
の
例
話
集
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
そ
れ

を
裏
付
け
る
」
と
指
摘
す
る（

挨
）。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、『
宝
物
集
』
成
立
か
ら
本
二
像

造
立
に
至
る
三
十
年
程
の
間
の
、
世
間
に
お
け
る
認
識
の
広
が
り
の
早
さ
を
想
定
す

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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『
宝
物
集
』
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
灯
台
鬼
は
、
あ
く
ま
で
も
「
人
」
で
あ
り
、
ま

た
意
図
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
窮
極
的
に
み
れ
ば
古
代
か

ら
人
々
が
創
造
・
変
容
し
、
ま
た
共
有
し
て
き
た
「
鬼
」
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と

い
え
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
淺
湫
毅
氏
が
薬
師
寺
金
堂
台
座
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
異
形

像
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
際
に
、
唐
代
の
中
国
人
が
南
洋
諸
国
を
羅
刹
の
国
と
認
識

し
、
南
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
崑
崙
奴
と
悪
鬼
・
羅
刹
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に（
姶
）、
人
が
「
鬼
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い

は
「
鬼
化
」
し
て
い
く
と
い
う
展
開
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
意
味
で
も
、『
法
華
経
』
及
び
そ
れ
と
一
体
化
し
て
い
た
釈
迦
信
仰
を
背
景
に
持

つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
『
宝
物
集
』
所
収
説
話
の
存
在
が
、
本
二
像
の
よ
う
な
経
典

な
ど
の
教
理
的
背
景
を
持
た
な
い
図
像
を
形
成
す
る
「
情
報
」
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た

と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
浮
世
絵
師
鳥
山
石
燕
に
よ
る
『
今
昔
百
鬼
拾
遺
』（
安
永
十
年

〈
一
七
八
〇
〉）
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
灯
台
鬼
像
（
図
十
）
は
、
頭
上
の
燈
台
を
睨
み
直

立
し
、
左
手
で

右
手
首
を
握
る

と
い
う
形
式
的

特
徴
が
竜
燈
鬼

と
類
似
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と

か
ら
は
、
少
な

く
と
も
十
八
世

紀
後
半
頃
に
は

竜
燈
鬼
像
が
灯
台
鬼
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
治
承
年
間
頃
に
成
立
し
た
『
宝
物
集
』
所
収
の
説
話
を
採
用
し
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、『
七
大
寺
日
記
』
や
『
興
福
寺
流
記
』
な
ど
の
諸
史

料
に
本
二
像
が
あ
ら
わ
れ
ず
、
鎌
倉
復
興
期
に
新
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と

も
符
合
す
る
。
ま
た
、
文
学
作
品
と
美
術
作
品
と
の
交
渉
を
具
現
す
る
興
味
深
い
事

例
と
し
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
三
章　

造
形
表
現
に
つ
い
て
―
動
勢
・
頭
髪
表
現
の
検
討
―

鬼
を
表
し
た
造
形
物
は
、
中
国
石
窟
壁
画
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
獣
頭
人
身
の

異
形
像
や
四
天
王
が
足
下
に
踏
み
つ
け
る
邪
鬼
、
鬼
瓦
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

古
く
か
ら
多
様
な
表
現
を
持
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
良
い
。
日
本
に
お

け
る
古
例
と
し
て
は
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
邪
鬼
や
当
麻
寺
金
堂
四
天
王
像
邪
鬼
、

東
大
寺
戒
壇
院
四
天
王
像
邪
鬼
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
先
に
も
挙
げ
た
薬
師
寺
金
堂
本

尊
台
座
異
形
像
や
、
法
隆
寺
玉
虫
厨
子
「
施
身
聞
偈
」
の
羅
刹
な
ど
も
一
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
邪
鬼
に
も
自
ら
が
四
天
王
を
支
え
る
も
の
や
、
踏
み
敷
か
れ

屈
服
す
る
も
の
な
ど
多
様
な
表
現
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
、
ま
た
東
寺
や
六
波
羅
蜜

寺
で
は
夜
叉
像
が
各
二
軀
ず
つ
確
認
さ
れ
て
お
り
、
独
立
し
た
鬼
形
像
の
作
例
も
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

本
二
像
の
造
形
性
を
評
価
す
る
に
は
、
同
時
代
に
お
け
る
鬼
形
像
の
類
例
の
無
さ

が
い
さ
さ
か
妨
げ
と
な
る
が
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
古
代
作
例
と
比
較
し
た
場
合
に

は
、
や
は
り
そ
の
彫
刻
空
間
の
大
き
さ
と
、
動
勢
・
肉
身
部
の
筋
肉
表
現
の
巧
み
さ

が
評
価
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
や
は
り
時
代
様
式
に
よ
る
相
違
は
著
し
く
、
本
二
像
の

彫
刻
空
間
の
取
り
方
や
、
表
現
技
法
に
つ
い
て
は
、
近
し
い
作
例
か
ら
学
ん
で
い
た

図十　灯台鬼『古今百鬼拾遺』



興
福
寺
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
に
つ
い
て　

 

（
植
村
拓
哉
）

七
二

も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

本
二
像
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
西
金
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た

金
剛
力
士
像
（
図
十
一
・
十
二
）
が
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
特
に
天

燈
鬼
像
に
顕
著
で
、
腰
を
境
に
上
下
で
材
を
接
合
す
る
構
造
を
採
用
す
る
こ
と
で
前

後
左
右
に
大
き
く
彫
刻
空
間
を
と
る
点
や
、
半
回
転
ひ
ね
り
を
加
え
て
や
や
後
方
に

突
き
出
す
右
腕
の
動
勢
な
ど
が
阿
形
像
と
共
通
す
る
。
筋
肉
の
描
写
や
全
体
的
な
動

勢
表
現
を
比
べ
る
と
、
誇
張
が
著
し
い
と
は
い
え
阿
形
像
の
ほ
う
が
巧
み
に
ま
と
め

あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
天
燈
鬼
像
で
は
全
身
に
漲
る
力
感
の
伝
達
が
突
き
出
し
た
右
腕

に
逃
げ
て
い
る
点
か
ら
、
動
勢
の
ぎ
こ
ち
な
さ
が
目
に
付
き
、
阿
形
像
の
腕
の
ひ
ね

り
に
あ
わ
せ
た
筋
肉
の
動
き
な
ど
の
表
現
力
の
差
も
窺
え
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
表
現
の
差
は
、
当
然
意
図
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
卑
俗
的
な
存
在

で
あ
る
鬼
と
人
体
の
骨
格
を
あ
る
程
度
写
実
的
に
表
現
で
き
る
尊
格
の
違
い
に
よ
る

差
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
技
量
の
差
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
と
い
え
る
。

や
は
り
天
燈
鬼
像
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
運
慶
子
息
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
康
弁

の
弟
子
に
あ
た
る
仏
師
の
存
在
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

対
し
て
竜
燈
鬼
像
で
は
、
上
腕
の
力
こ
ぶ
を
二
つ
に
分
割
す
る
よ
う
な
特
徴
的
な

形
式
を
採
用
し
て
い
る
点
が
金
剛
力
士
像
に
共
通
す
る
点
に
留
ま
る
。
こ
の
よ
う
な

点
は
、
例
え
ば
放
光
寺
金
剛
力
士
像
な
ど
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
、
鎌
倉
時
代
仁
王

像
の
、
あ
る
い
は
鎌
倉
彫
刻
に
お
け
る
筋
肉
表
現
の
常
套
的
表
現
と
も
い
え
、
金
剛

力
士
像
の
み
か
ら
得
た
と
は
い
い
難
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
両
腕
を
腹
前
で

組
む
体
勢
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
身
の
筋
肉
の
隆
起
を
有
機
的
に
演
出
し
て
い
る

点
も
巧
み
で
あ
る
。
竜
燈
鬼
像
の
造
形
は
、
た
だ
過
度
の
筋
肉
表
現
に
よ
っ
て
造
形

上
の
志
向
性
を
決
定
せ
ず
、
滑
稽
的
な
表
現
を
取
り
込
む
こ
と
で
諧
謔
味
溢
れ
る
造

図十二　金剛力士像（吽形）　興福寺 図十一　金剛力士像（阿形）　興福寺
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形
を
生
み
、
親
し
み
を
持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、
直
立
で
静
的
な
動
勢
に

豊
か
な
表
情
を
生
ん
で
い
る
稀
有
な
作
例
と
い
い
得
る
。
こ
こ
で
は
、
独
特
の
形
姿

を
ま
と
め
あ
げ
た
仏
師
康
弁
の
技
量
を
特
に
評
価
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、

や
は
り
こ
の
二
像
間
で
は
、
康
弁
が
指
導
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。注

目
さ
れ
る
の
は
頭
髪
の
表
現
で
、
天
燈
鬼
は
長
さ
を
持
た
せ
た
巻
髪
と
し
て
認

識
さ
れ
る
も
の
（
図
十
三
）
で
あ
る
が
、
竜
燈
鬼
は
舌
状
の
突
起
を
幾
条
も
つ
く
る

珍
し
い
も
の
で
あ
る
（
図
十
四
）。
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
と
も
に
、
そ
の
形
状
は
そ
れ

ぞ
れ
が
実
に
独
立
的
で
奔
放
で
あ
る
。

慶
派
彫
刻
に
お
け
る
巻
髪
及
び
そ
れ
に
類
す
る
毛
束
を
あ
ら
わ
す
頭
髪
表
現
の

展
開
を
眺
め
る
と
、
運
慶
壮
年
初
期
作
例
で
あ
る
願
成
就
院
・
浄
楽
寺
不
動
明
王

像
（
図
十
五
）
な
ど
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
捻
塑
的
な
表
現
を
意
図
的
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
基
本
的
に
は
規
則
的
な
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
運
慶
工
房
の
作
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
高
野
山
八
大
童
子
の

う
ち
矜
羯
羅
童
子
像
（
図
十
六
）
で
は
束
を
大
き
く
造
り
、
慧
光
童
子
（
図
十
七
）

で
は
舌
状
に
跳
ね
る
毛
束
を
造
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
湛
慶
あ
る
い
は
そ
の
周
辺

の
仏
師
に
よ
る
作
例
と
思
わ
れ

る
、
与
田
寺
不
動
明
王
像
（
図

十
八
・
十
九
）
で
は（

逢
）、
巻
髪
に
造

る
部
分
と
舌
状
の
毛
束
の
混
合
が

見
受
け
ら
れ
、
巻
髪
の
形
状
も
長

く
垂
れ
た
先
を
巻
く
と
い
う
特
徴

的
な
も
の
で
あ
る
。
襟
足
部
分
で

図十三（上）　天燈鬼頭部左側面
図十四（下）　竜燈鬼頭部左斜側面

図十五　不動明王頭部左斜側
面　浄楽寺

図十六（上）　矜羯羅童子頭部
図十七（下）　恵光童子頭部
高野山金剛峯寺

図十八（上）　不動明王頭部
図十九（下）　頭部左側面
与田寺
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七
四

は
そ
れ
が
よ
り
顕
著
に
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
特
に
天
燈
鬼

像
と
は
垂
れ
る
毛
先
を
巻

髪
状
に
造
る
形
状
の
上
で

類
似
す
る
点
は
興
味
深
く
、

竜
燈
鬼
に
お
け
る
造
形
の

斬
新
性
も
改
め
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
二
像
を
含
む
鬼
形
像
の
造
形
的
展
開
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
獅

子
・
狛
犬
な
ど
動
物
彫
刻
の
造
形
が
注
視
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
神
将
形
作
例
な
ど

に
見
ら
れ
る
獅
咬
な
ど
も
含
ま
れ
よ
う
。
獅
子
・
狛
犬
は
基
本
的
に
は
二
体
一
対
で

造
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
二
体
間
で
の
表
現
に
差
異
を
持
た
せ
る
こ
と
が
多
く
、

阿
形
・
吽
形
や
鬣
を
総
髪
・
巻
髪
な
ど
の
対
比
を
用
い
て
表
さ
れ
る
も
の
が
散
見
さ

れ
、
ま
た
本
二
像
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
頭
髪
表
現
を
比
較
的
古
い
作
例
が
す
で
に
備

え
て
い
る
と
い
う
点
も
興
味
深
い
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の

都
合
で
詳
し
く
触
れ
得
な
い
が
、
別
稿
に
て
改
め
て
検
討
し
た
い
。

と
も
あ
れ
本
二
像
の
頭
髪
表
現
は
、
慶
派
作
例
の
巻
髪
表
現
の
展
開
を
そ
れ
ぞ
れ

継
承
し
、
ま
た
ひ
と
つ
の
完
成
形
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
本
二
像
か
ら
三
十
年
程
く
だ
る
と
考
え
ら
れ
る
三
十
三
間
堂
風
神
像
（
図

二
十
）
な
ど
で
は
、
巻
髪
の
表
現
に
よ
り
表
情
を
加
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
以
降
の
作
例
へ
の
影
響
も
想
定
さ
れ
る
重
要
な
も
の
と
し
て
評
価
で
き

る
だ
ろ
う
。

第
四
章　

西
金
堂
釈
迦
集
会
群
像
と
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼

本
二
像
が
安
置
さ
れ
た
西
金
堂
は
、
光
明
皇
后
が
生
母
橘
三
千
代
追
善
の
た
め
に

創
建
し
、
一
周
忌
に
あ
た
る
天
平
六
年
（
七
三
四
）
頃
完
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る（
葵
）。
創
建
当
初
の
安
置
仏
像
は
、『
興
福
寺
流
記
』
所
収
「
山
階
流
記
」
に
よ
る
と
、

釈
迦
如
来
像
を
中
心
と
し
て
、
計
二
十
九
体
の
群
像
が
安
置
さ
れ
、
さ
ら
に
菩
提
樹

や
宝
頂
、
金
鼓
及
び
付
属
の
波
羅
門
像
な
ど
、
極
め
て
演
出
的
・
具
体
的
な
荘
厳
具

が
そ
こ
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る（
茜
）。
こ
れ
ら
の
群
像
の
典
拠
と
な
っ
た
経

典
に
つ
い
て
は
所
説
あ
る
が
、
釈
迦
が
霊
鷲
山
で
行
っ
た
釈
迦
説
法
の
再
現
を
企
図

し
た
釈
迦
集
会
群
像
で
あ
る
こ
と
が
同
史
料
に
は
記
さ
れ
て
お
り
、
創
建
当
初
は
現

世
に
お
け
る
釈
迦
説
法
の
場
の
再
現
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る（
穐
）。
創
建
か
ら
は
長
い

年
月
を
経
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
釈
迦
集
会
を
形
成
す
る
群
像
の
中
に
本

二
像
が
安
置
さ
れ
た
背
景
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

稲
本
泰
生
氏
は
こ
の
西
金
堂
及
び
釈
迦
集
会
群
像
の
機
能
に
つ
い
て
、「
釈
迦
像

を
中
心
と
す
る
諸
尊
に
対
す
る
働
き
か
け
（
懺
悔
な
ど
）
が
成
就
す
れ
ば
、
実
在
す

る
釈
迦
が
応
え
、
こ
の
場
が
真
の
釈
迦
説
法
の
場
に
転
ず
る
と
い
う
信
仰
に
支
え
ら

れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り（
悪
）、
そ
の
機
能
と
場
に
対
す
る
基
礎
的
な
認
識
は

参
考
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
興
福
寺
南
円
堂
前
に
安
置
さ
れ
て
い
た
銅
製
燈
籠
の
火
袋

に
あ
ら
わ
さ
れ
た
銘
文
に
は
、
燃
燈
に
お
け
る
光
明
の
功
徳
が
様
々
な
経
典
か
ら
引

用
さ
れ
て
い
る
が
、
第
四
面
末
文
に
は
、「
示
以
崇
親
」
と
、
孝
養
を
説
く
点
が
注

目
さ
れ
る
。
復
興
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
建
久
御
巡
礼
記
』
な
ど
に
も

記
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
認
識
と
し
て
も
、
西
金
堂
建
立
の
縁
起
と
し
て
光
明
皇

后
の
橘
三
千
代
へ
の
孝
養
が
喧
伝
さ
れ
て
お
り
、
先
に
触
れ
た
灯
台
鬼
説
話
の
主
旨

図二十　風神像　蓮華王院



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

七
五

と
も
重
な
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
復
興
期
に
お
け
る
西
金
堂
に
対
す
る
認
識
を
理
解

す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と
し
て
注
視
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
西
金
堂
で
行
わ
れ
て
い
た
法
会
に
つ
い
て
は
修
二
会
が
挙
げ
ら
れ
、『
類

聚
世
要
抄
』
で
は
、
治
承
の
大
火
後
釈
迦
如
来
を
本
尊
と
し
て
修
二
会
を
行
う
た
め

に
、
禅
定
院
か
ら
他
堂
の
釈
迦
如
来
像
を
移
し
修
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（
握
）。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
稲
本
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
、
釈
迦
及
び
諸
尊
に
懺
悔
す
る
と
い
う
機
能

は
存
続
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
西
金
堂
に
お
け
る
「
釈
迦
説
法
の
場
の
再
現
」
と
、
そ
れ
を
具
現
す
る
「
群

像
」
の
構
成
は
、
鎌
倉
復
興
期
、
あ
る
い
は
本
二
像
造
立
時
に
は
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

西
金
堂
安
置
仏
像
の
創
建
時
以
降
の
展
開
を
見
る
と
、
平
安
期
の
『
七
大
寺
日
記
』

で
は
安
置
仏
像
に
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
菩
提
樹
な
ど
の
荘
厳
具

な
ど
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
頃
の
西
金
堂
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
復
興
期
、

特
に
本
二
像
造
立
頃
に
関
し
て
は
、
霊
鷲
山
に
お
け
る
釈
迦
説
法
の
場
の
再
現
と
い

う
意
図
は
継
続
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

興
福
寺
に
お
け
る
鎌
倉
復
興
に
際
し
て
注
目
す
べ
き
人
物
に
解
脱
房
貞
慶
が
い
る
。

貞
慶
が
陰
に
陽
に
復
興
事
業
に
参
画
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
角
度

か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
疑
問
を
挟
む
余
地
は
無
い
が
、
多
岐
に
渡
る
信
仰
で
知
ら
れ

る
貞
慶
の
核
は
釈
迦
信
仰
に
あ
る
と
考
え
ら
れ（

渥
）、『
愚
迷
発
心
集（
旭
）』
で
は
、

か
の
弟
子
が
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
、
昔
霊
鷲
山
に
在
せ
し
の
時
は
、
十
万
所
有

の
群
生
、
恣
に
そ
の
益
を
蒙
り
た
り
と
雖
も
、
三
界
輪
廻
の
我
等
、
そ
の
と
き

い
か
な
る
処
に
か
在
り
け
ん
。（
中
略
）
仏
前
仏
後
の
中
間
に
生
れ
て
、
出
離

解
脱
の
因
縁
も
な
く
、
粟
散
扶
桑
の
小
国
に
住
し
て
、
上
求
下
化
の
修
行
も
闕

け
た
り
。
悲
し
み
て
も
ま
た
悲
し
き
は
、
在
世
に
漏
れ
た
る
の
悲
し
み
な
り
。

と
、
釈
迦
在
世
時
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
強
く
嘆
い
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
、
同
時
に
、
釈
迦
は
現
世
に
常
に
在
住
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る（
葦
）こ
と
も

留
意
さ
れ
る
。

西
金
堂
に
お
け
る
貞
慶
の
関
わ
り
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
承
元
頃
（
一
二
〇
七

〜
一
〇
）
に
東
西
両
金
堂
衆
に
対
し
て
投
げ
か
け
た
言
と
し
て
知
ら
れ
る
、「
解
脱

上
人
戒
律
興
行
願
書（
芦
）」
の
内
容
で
あ
る
。

東
西
の
金
堂
衆
は
、
則
ち
そ
れ
律
家
な
り
。（
中
略
）
い
か
な
る
方
便
を
以
て
か
、

暫
く
助
け
を
得
る
と
雖
も
、
両
堂
の
旧
学
の
輩
、
お
の
お
の
退
屈
の
恨
み
を
止

め
、
須
く
勧
進
の
計
を
廻
ら
す
べ
し
。

こ
こ
で
は
、
金
堂
衆
に
律
僧
と
し
て
の
自
覚
を
促
し
、
そ
の
活
動
の
場
で
あ
る
道
場

の
勧
進
を
訴
え
か
け
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
道
場
は
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）

に
建
立
さ
れ
た
常
喜
院
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
貞
慶
の
堂
衆

た
ち
に
対
す
る
影
響
力
や
復
興
造
営
に
お
け
る
貞
慶
の
活
動
、
さ
ら
に
当
然
期
待
し

た
で
あ
ろ
う
現
世
に
お
け
る
釈
迦
の
顕
現
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
も
、
西
金

堂
釈
迦
集
会
像
の
復
興
は
貞
慶
に
と
っ
て
は
重
要
な
造
営
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

藤
岡
穣
氏
は
、
興
福
寺
鎌
倉
復
興
に
お
け
る
解
脱
房
貞
慶
の
参
画
と
そ
の
影
響
に
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七
六

つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
東
西
両
金
堂
の
鎌
倉
復
興
期
彫
像
の
図
像
的
特
徴
と
し
て
、

伝
統
的
・
復
古
的
な
図
様
を
も
と
に
大
胆
に
宋
代
様
式
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を

指
摘
し
な
が
ら
貞
慶
周
辺
作
例
と
の
共
通
性
を
認
め
、
史
料
の
上
で
は
特
筆
す
べ
き

事
績
が
見
出
し
に
く
い
東
西
両
金
堂
の
造
営
に
貞
慶
が
関
わ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る（
鯵
）。
ま
た
、
現
存
作
例
か
ら
眺
め
た
場
合
、
東
西
両
金
堂
に
お
け
る
復
興
期
彫

像
が
、
統
一
的
な
構
想
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
示
唆
し
て

い
る
点
、
注
目
す
べ
き
見
解
と
い
え
よ
う
。

本
二
像
の
願
主
で
あ
る
聖
勝
の
事
績
は
知
ら
れ
な
い
た
め
、
貞
慶
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
聖
勝
個
人
に
よ
る
造
進
と
取
れ
る
紙
片
の
内
容
か
ら

は
、
先
の
貞
慶
の
訴
え
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
か

と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
二
像
の
技
法
上
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
執
拗
と
も
言
え
る
異
材

使
用
か
ら
は
、
釈
迦
集
会
群
像
を
形
成
す
る
西
金
堂
に
安
置
さ
れ
る
背
景
を
窺
う
こ

と
が
出
来
る
。
そ
こ
に
は
、
近
年
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
仏
教
美
術

を
考
え
る
上
で
重
要
な
概
念
で
あ
る
、
生
身
仏
信
仰
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

生
身
仏
信
仰
に
つ
い
て
は
生
駒
哲
郎
氏
、
中
尾
尭
氏
な
ど
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て

お
り（

梓
）、
造
形
的
展
開
に
つ
い
て
は
奥
健
夫
・
伊
東
史
朗
氏
に
よ
る
一
連
の
論
考
に
詳

し
い（
圧
）。
ま
た
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
異
材
使
用
の
意
義
及
び
生
身
性
の
表
象
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
武
笠
朗
氏
で
あ
る（
斡
）。

生
身
仏
は
「
現
世
に
具
体
的
な
姿
を
あ
ら
わ
し
た
仏
」
を
指
し
、
狭
義
と
し
て

は
「
歴
史
上
こ
の
世
に
肉
体
を
持
っ
て
存
在
し
た
釈
迦
の
姿
」
と
な
る
。
優
塡
王
思

慕
像
（
釈
迦
在
世
中
に
写
さ
れ
た
伝
承
を
持
つ
像
）
と
し
て
の
造
形
を
も
ち
、
種
々

の
納
入
品
に
よ
っ
て
生
身
仏
と
し
て
の
属
性
を
付
与
さ
れ
た
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
の

請
来
以
降
、
霊
験
仏
信
仰
の
高
ま
り
と
相
ま
っ
て
様
々
な
表
現
法
を
用
い
な
が
ら
展

開
し
て
い
く
こ
と
は
諸
氏
の
指
摘
か
ら
導
か
れ
る
。
仏
舎
利
・
仏
牙
に
代
表
さ
れ
る

納
入
品
や
胎
内
に
箔
押
し
を
行
う
な
ど
の
納
入
品
納
置
空
間
の
荘
厳
、
裸
形
着
装
像
、

異
材
を
用
い
た
荘
厳
な
ど
、
尊
格
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
無
く
、
像
そ
の
も
の
に
対
す

る
造
形
的
な
意
味
付
け
や
意
義
が
そ
の
展
開
と
共
に
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

先
学
の
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
本
二
像
に
つ
い
て
い
え
ば
、
水
晶
製
の
牙
は
明
ら

か
に
仏
牙
を
企
図
し
た
技
法
上
の
展
開
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
し
、
髭
の

植
毛
や
玉
眼
、
竜
の
獣
皮
に
つ
い
て
は
伎
楽
面
な
ど
の
先
例
も
あ
り
、
技
法
の
転
用

も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
現
世
に
お
け
る
釈
迦
集
会
を
荘
厳
す
る
御
像
と

し
て
、
実
在
感
の
強
調
と
い
う
意
味
で
最
も
相
応
し
い
使
用
法
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

本
二
像
の
異
材
使
用
の
意
義
を
生
身
性
の
表
象
と
捉
え
た
場
合
、
釈
迦
在
世
時
に

行
わ
れ
た
釈
迦
説
法
の
場
の
再
現
と
い
う
意
図
を
施
行
す
る
、
最
も
適
し
た
意
義
付

け
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
燈
籠
を
奉

戴
し
て
仏
前
を
荘
厳
す
る
本
二
像
は
ま
さ
に
西
金
堂
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
が
相
応
し

い
御
像
で
あ
る
と
い
え
、
造
像
当
初
の
安
置
場
所
に
つ
い
て
も
疑
問
は
無
い
も
の
と

い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

本
稿
で
触
れ
て
き
た
本
二
像
に
関
わ
る
背
景
的
要
素
に
は
、
い
ず
れ
も
釈
迦
の
存
在



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

七
七

が
看
取
さ
れ
、
造
像
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
特
に
、『
法

華
経
』
及
び
釈
迦
信
仰
が
窺
え
る
、『
宝
物
集
』
所
収
の
灯
台
鬼
説
話
と
の
図
像
的

一
致
は
、
本
二
像
の
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
な
か
っ
た
造
像
背
景
に
つ
い
て
深
く
迫
る

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら
は
、
本
二
像
が
西
金
堂
釈
迦
集
会

像
の
一
群
と
し
て
加
え
ら
れ
る
意
義
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解

す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

造
形
的
に
は
、
天
燈
鬼
像
が
西
金
堂
金
剛
力
士
像
に
構
造
や
動
勢
を
学
ん
で
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
た
。
同
じ
慶
派
仏
師
の
手
に
な
る
作
例
間
で
の
踏
襲
は
当
然
の
こ
と

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
竜
燈
鬼
と
は
違
い
、
燈
籠
を
担
ぐ
と
い
う
明
確
な
図

像
的
根
拠
を
持
ち
得
な
か
っ
た
た
め
に
、
動
勢
等
を
参
考
と
し
た
過
程
が
垣
間
見
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
確
定
要
素
が
多
い
も
の
の
、
こ
の
こ
と
は
天
燈
鬼
像
作
者

を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
点
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
対
し
て
竜
燈
鬼
像
で
は
、

全
体
に
緊
張
を
持
た
せ
な
が
ら
も
、
た
だ
力
感
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
豊
か
な

表
現
力
に
よ
っ
て
諧
謔
性
を
生
み
出
し
、
ま
た
独
特
の
形
姿
を
巧
み
に
ま
と
め
あ
げ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
湛
慶
世
代
に
あ
た
る
仏
師
康
弁
の
彫
刻
的

技
量
や
構
想
力
の
高
さ
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
創
意
を
具

現
し
展
開
し
て
い
く
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
仏
教
美
術
の
あ
り
方
を
雄
弁
に
物
語
る
作

例
と
も
い
い
得
る
。

本
二
像
は
、
法
隆
寺
五
重
塔
塑
像
群
に
匹
敵
す
る
、
極
め
て
演
出
的
な
群
像
中
に

お
い
て
、
現
世
に
お
け
る
釈
迦
説
法
の
場
の
荘
厳
性
を
よ
り
高
め
、
造
形
的
に
も
具

体
性
や
実
体
感
が
求
め
ら
れ
た
な
か
で
、
充
分
な
技
量
を
も
っ
て
応
え
西
金
堂
釈
迦

集
会
群
像
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
１
） 

水
野
敬
三
郎
「
天
燈
鬼
像
」「
竜
燈
鬼
像
」（『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
八
巻
「
興

福
寺
二
」、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）
後
に
同
『
日
本
彫
刻
史
研
究
』（
中
央
公
論

美
術
出
版
、
一
九
九
六
）
に
再
録

 

同
「
天
灯
鬼
像
、
竜
灯
鬼
像
」（『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』「
鎌
倉
時
代
造

像
銘
記
篇
三
」、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
）

（
２
） 

京
博
本
「
興
福
寺
曼
荼
羅
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
治
承
の
大

火
以
前
、
あ
る
い
は
以
後
か
と
い
う
問
題
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
藤
岡

穣
氏
は
、
特
徴
的
な
図
像
を
持
つ
東
金
堂
文
殊
像
の
類
似
な
ど
の
諸
点
か
ら
、
治

承
大
火
以
後
に
描
か
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
も
、
氏
の
指
摘
に
賛

同
す
る
立
場
と
し
て
本
作
例
を
捉
え
て
い
る
。

 

毛
利
久
「
興
福
寺
曼
荼
羅
と
同
寺
安
置
仏
像
（
上
・
下
）」（『
国
華
』
七
七
八
・

七
八
〇
、一
九
三
五
）
後
に
同
『
仏
師
快
慶
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
、〈
増

補
版
：
一
九
八
七
〉）
に
再
録
。

 

藤
岡
穣
「
興
福
寺
南
円
堂
四
天
王
像
と
中
金
堂
四
天
王
像
に
つ
い
て
（
上
・
下
）」

（『
国
華
』
一
一
三
七
・
一
一
三
八
、一
九
九
〇
）

 

『
興
福
寺
曼
荼
羅
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
五
）

（
３
） 

前
掲
註
１
水
野
論
文

（
４
） 

長
廣
敏
雄
「
鬼
神
図
の
系
譜
」（『
六
朝
時
代
美
術
の
研
究
』、
美
術
出
版
社
、

一
九
六
九
）

（
５
） 

前
掲
註
１
水
野
論
文

（
６
） 

砺
波
恵
昭
「
天
燈
鬼
竜
燈
鬼
」（『
週
刊
朝
日
百
科 

日
本
の
国
宝
』
第
五
巻
「
近

畿
三　

奈
良
」、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
）

（
７
） 

前
掲
註
１
水
野
論
文

（
８
） 

西
金
堂
鎌
倉
復
興
の
経
緯
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
触
れ
て
い
る
が
、
本
二
像
の
造

像
が
勧
進
に
頼
ら
な
い
個
人
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
は
、
聖
勝
の
本

二
像
及
び
西
金
堂
に
対
す
る
何
ら
か
の
強
い
願
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

 
太
田
博
太
郎
「
興
福
寺
の
歴
史
」（『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
七
巻
「
興
福
寺
一
」、

岩
波
書
店
、
一
九
六
九
）

 

藤
岡
穣
「
解
脱
房
貞
慶
と
興
福
寺
の
鎌
倉
復
興
」（『
学
叢
』
二
四
、二
〇
〇
二
）



興
福
寺
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
に
つ
い
て　

 

（
植
村
拓
哉
）

七
八

 

拙
稿
「
運
慶
壮
年
期
に
お
け
る
造
形
表
現
と
造
像
環
境
に
つ
い
て
―
興
福
寺
木
造

釈
迦
仏
頭
を
中
心
に
―
」（『
密
教
図
像
』
二
九
、二
〇
一
〇
）

（
９
） 
前
掲
註
１
水
野
論
文

（
10
） 
瀬
谷
貴
之
氏
の
指
摘
は
、
美
術
史
学
会
で
の
口
頭
発
表
（「
興
福
寺
北
円
堂
鎌

倉
再
興
造
像
に
つ
い
て
―
解
脱
上
人
貞
慶
の
関
与
と
現
南
円
堂
四
天
王
像
の
位

置
づ
け
を
中
心
に
―
」、
第
五
六
回
美
術
史
学
会
全
国
大
会
、
於
・
関
西
大
学
、

二
〇
〇
三
）
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
は
拝
聴
し
得
て
い
な
い
。
し
か

し
、
前
掲
註
１
『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』
備
考
欄
に
、
瀬
谷
氏
の
指
摘
が

記
載
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
拠
っ
た
。

（
11
） 『
神
護
寺
略
記
』
中
門
条

彩
色
二
天
像
各
一
躯
、
彩
色
八
大
夜
叉
像
各
一
躯
／
右
建
久
七
年
性
賀
阿
闍
梨

相
具
仏
師
運
慶
法
印
下
向
南
都
模
写
元
興
寺
二
天
八
薬
叉
安
置
之
、

（
12
） 『
東
宝
記
』
第
一

一　

南
大
門
（
中
略
）
／
二
王
作
者
／
惣
大
仏
師
運
慶
／
金
剛
〈
東
〉
運
慶
／

力
士
〈
西
〉
湛
慶
／
但
子
息
等
加
造
乎
云
々
、〈
運
慶
子
息
六
人
、
湛
慶
、
康
運
、

康
弁
、
高
勝
、
運
／
賀
、
運
助
云
々
、
運
慶
始
而
補
東
寺
大
仏
師
云
々
〉（
中
略
）
／
一

　

中
門
、（
中
略
）
／
二
天
作
者
／
東　

康
運　

康
勝　

運
助
／
西　

湛
慶　

康
弁　

運
賀
〈
云
々
〉（
中
略
）
／
古
老
伝
云
、
根
本
安
置
像
者
、
大
師
御
作
多

聞
持
国
二
天
也
、
朽
損
之
間
、
模
元
興
寺
二
天
造
立
之
、
東
持
国
天
、
西
増
長

天
〈
云
々
〉（
中
略
）
／
夜
叉
神
／
古
老
伝
云
、
東
雄
夜
叉
、
本
地
文
殊
、
西
雌

夜
叉
、
本
地
虚
空
蔵
、
二
夜
叉
倶
大
師
御
作
也
、（
後
略
）

（
13
） 

横
内
裕
人
「『
類
聚
世
要
抄
』
に
見
え
る
鎌
倉
期
興
福
寺
再
建
―
運
慶
・
陳
和
卿

の
新
史
料
―
」（『
佛
教
藝
術
』
二
九
一
、
二
〇
〇
七
）

（
14
） 

平
康
頼
は
鹿
ケ
谷
事
件
の
咎
に
よ
っ
て
鬼
界
ヶ
島
に
流
さ
れ
、
中
宮
徳
子
の
懐
妊

に
よ
る
恩
赦
に
よ
っ
て
帰
京
し
た
後
、
数
年
の
間
に
『
宝
物
集
』
を
著
し
て
い
る

が
、
そ
の
頃
「
沙
弥
性
照
」
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。「
性
照
」

は
、
本
二
像
の
願
主
で
あ
る
「
聖
勝
」
と
音
で
通
じ
る
こ
と
に
気
付
か
れ
、
安
直

で
は
あ
る
が
何
か
し
ら
の
関
わ
り
を
想
像
さ
せ
る
。
し
か
し
、
像
内
銘
に
記
さ
れ

る
聖
勝
の
生
年
と
康
頼
と
で
は
、
い
さ
さ
か
齟
齬
が
生
じ
、
別
人
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
15
） 『
宝
物
集　

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊
託
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
〇
』、
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
）

（
16
） 

灯
台
鬼
と
本
二
像
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
紹
介
と
い
う
点
に
留
ま
る

が
、
山
下
哲
郎
氏
が
比
較
的
早
く
か
ら
触
れ
て
い
る
。
な
お
、『
宝
物
集
』
が
保

有
す
る
構
想
な
ど
に
つ
い
て
は
大
島
薫
氏
の
論
考
な
ど
に
詳
し
い
。

 

山
下
哲
郎
「
軽
の
大
臣
小
攷
―
『
宝
物
集
』
を
中
心
と
し
た
燈
台
鬼
説
話
の
考
察
―
」

（『
明
治
大
学
日
本
文
学
』
十
五
、一
九
八
七
）

 

浜
畑
圭
吾
「
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
「
燈
台
鬼
説
話
」」（『
國
文
學
論
叢
』

五
一　

二
〇
〇
六
）

 

大
島
薫
「
化
人
の
語
る
仏
教
道
化
―
『
宝
物
集
』
の
構
想
―
」（『
国
文
学
』
九
一
、

関
西
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
〇
七
）

（
17
） 

淺
湫
毅
「
薬
師
寺
金
堂
本
尊
台
座
の
異
形
像
に
つ
い
て
」（『
佛
教
藝
術
』
二
〇
八
、

一
九
九
三
）

（
18
） 

浅
井
和
春
氏
は
与
田
寺
像
に
つ
い
て
、
作
風
及
び
構
造
技
法
・
彩
色
な
ど
慶
派
作

例
に
最
も
共
通
す
る
が
、
同
時
期
の
作
例
と
は
や
や
隔
た
る
個
性
的
特
色
も
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
制
作
時
期
を
お
よ
そ
建
久
年
間
頃
（
一
一
九
〇
〜

一
一
九
九
）、
運
慶
周
辺
の
作
例
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
修
理
に
伴
う

報
告
で
は
、
像
内
内
刳
部
か
ら
「
僧
康
慶
」
と
判
読
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
墨
書

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
奥
健
夫
氏
は
調
査
報
告
に
お
い
て
、
作
風
や
形
式
、
文
様

な
ど
の
表
面
仕
上
げ
に
平
安
後
期
的
要
素
が
多
分
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
改
め

て
指
摘
し
、
康
慶
の
師
康
助
の
作
と
見
ら
れ
る
北
向
山
不
動
院
不
動
明
王
な
ど
の

比
較
か
ら
、
与
田
寺
像
を
康
慶
無
位
時
代
の
作
例
と
し
て
捉
え
、
そ
の
制
作
年

代
を
一
一
六
〇
年
代
頃
と
想
定
し
て
い
る
。「
僧
康
慶
」
銘
に
つ
い
て
の
解
釈
は

難
し
い
も
の
の
、
奥
氏
が
指
摘
す
る
線
条
的
な
衣
文
や
、
側
面
間
の
静
か
な
立
ち

姿
と
緩
や
か
な
弧
線
を
描
く
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
な
ど
の
特
徴
は
、
湛
慶
の
作
風
に
も

顕
著
な
点
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
湛
慶
の
作
風
展
開
に
つ
い
て
は
真

作
の
少
な
さ
か
ら
、
特
に
運
慶
と
共
に
造
仏
を
行
っ
て
い
た
前
半
生
の
作
風
が
明

ら
か
で
な
い
が
、
後
半
生
の
事
績
で
は
宮
廷
関
係
や
高
山
寺
な
ど
の
寺
院
の
造
仏

を
中
心
に
活
躍
し
て
お
り
、
根
立
研
介
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
慶
派
工
房
に
お
い

て
和
様
を
継
承
し
た
作
風
を
見
せ
て
い
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

七
九

と
く
に
、
鎌
倉
時
代
的
要
素
と
和
様
の
融
合
に
成
功
し
て
い
る
点
で
湛
慶
の
作
風

は
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
見
で
は
与
田
寺
像
の
厚
手
で
動
き
を

持
た
せ
、
写
実
的
な
処
理
を
み
せ
る
着
衣
や
肉
身
表
現
な
ど
は
、
や
は
り
運
慶
等

の
鎌
倉
前
期
慶
派
彫
刻
の
展
開
を
透
過
し
て
捉
え
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
本
稿

で
は
ひ
と
ま
ず
湛
慶
前
半
生
に
お
け
る
作
風
形
成
期
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
よ
る

作
例
と
し
て
扱
い
た
い
。

 

浅
井
和
春
「
与
田
寺
の
彫
刻
」（『
歴
史
博
物
館
整
備
に
伴
う
史
料
調
査
概
報
―
平

成
７
年
度
―
』、
香
川
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
）

 

「
新
指
定
の
文
化
財
（
美
術
工
芸
品
）
與
田
寺
不
動
明
王
及
び
童
子
像
」（『
月
刊

文
化
財
』
四
一
七
、一
九
九
八
）

 

根
立
研
介
「
彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て
」（『
哲
学
研
究
』

五
八
三
、
京
都
哲
学
会
、
二
〇
〇
七
）

 

京
都
国
立
博
物
館
編
『
日
本
に
お
け
る
木
の
造
形
的
表
現
と
そ
の
文
化
的
背
景
に

関
す
る
総
合
的
考
察
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
〇
）

 

奥
健
夫
「
與
田
寺
不
動
明
王
及
び
童
子
像
の
再
検
討
―
保
存
修
理
に
お
け
る
新
知

見
か
ら
―
」（『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
調
査
研
究
報
告
』
第
二
号
、
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
、
二
〇
一
〇
）

（
19
） 

近
年
で
は
、
西
金
堂
及
び
釈
迦
集
会
群
像
が
三
千
代
没
年
に
あ
た
る
天
平
五
年

（
七
三
三
）
か
ら
天
平
六
年
の
一
年
以
内
で
完
成
し
た
と
す
る
福
山
説
を
否
定
し
、

造
営
当
初
は
三
千
代
薨
去
と
は
関
わ
り
な
く
、
藤
原
不
比
等
が
造
像
を
計
画
し
、

堂
宇
の
造
営
に
あ
わ
せ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
小
林
裕
子
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

小
林
氏
の
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
創
建
当
初
の
造
営
意

図
の
問
題
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。
ま
た
、
小
林
氏
は
釈
迦
集
会
像
の
所
依

経
典
に
つ
い
て
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
道
慈
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
た
『
金
光

明
最
勝
王
経
』
で
は
な
く
、
天
武
朝
よ
り
護
国
経
典
と
さ
れ
て
き
た
『
金
光
明
経
』

が
典
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
本

二
像
の
図
像
背
景
や
解
脱
房
貞
慶
な
ど
の
関
わ
り
か
ら
眺
め
て
い
く
と
、
鎌
倉
復

興
期
に
お
け
る
西
金
堂
で
は
比
較
的
『
法
華
経
』
信
仰
の
影
響
が
強
く
反
映
さ
れ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

福
山
敏
男
「
興
福
寺
西
金
堂
の
研
究
」（『
日
本
建
築
史
研
究
』、
墨
水
書
房
、

一
九
六
八
）

 

小
林
裕
子
「
興
福
寺
東
金
堂
・
五
重
塔
・
西
金
堂
造
営
と
そ
の
意
義
」（『
早
稲
田

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
五
二
輯
第
三
分
冊
、
二
〇
〇
七
）

 

小
林
裕
子
「
興
福
寺
西
金
堂
釈
迦
集
会
像
に
つ
い
て
」（『
南
都
仏
教
』
九
三
、

二
〇
〇
九
）

（
20
） 『
校
刊
美
術
史
料 

寺
院
篇
上
巻
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
二
）

 

谷
本
啓
「『
興
福
寺
流
記
』
の
基
礎
的
研
究
」（『
鳳
翔
学
叢
』
三
、二
〇
〇
七
）

（
21
） 

京
都
・
大
報
恩
寺
（
千
本
釈
迦
堂
）
に
は
、
行
快
作
釈
迦
如
来
像
・
快
慶
作
十
大

弟
子
像
・
羅
刹
像
六
軀
（
う
ち
一
軀
は
着
甲
の
神
将
形
が
伝
来
し
て
い
る
。
釈

迦
・
十
大
弟
子
・
鬼
と
い
う
構
成
は
西
金
堂
の
そ
れ
に
近
い
。
伊
東
史
朗
氏
は
、

こ
れ
ら
諸
像
を
仏
伝
の
「
諸
法
相
」
あ
る
い
は
「
降
魔
相
」
を
意
図
し
て
構
成
し

た
も
の
と
解
し
、
そ
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。

 

千
本
釈
迦
堂
大
報
恩
寺
編
、
伊
東
史
朗
監
修
『
大
報
恩
寺
の
美
術
と
歴
史
』（
柳

原
出
版
、
二
〇
〇
八
）

（
22
） 

稲
本
泰
生
「
古
代
の
人
々
は
阿
修
羅
の
眼
差
し
に
何
を
見
た
か
」（『
国
宝
の
美
01 

彫
刻
一
』「
天
平
の
脱
活
乾
漆
像
」、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
九
）

（
23
） 

前
掲
註
13
横
内
論
文
所
収
『
類
聚
世
要
抄
』

（
24
） 

冨
村
孝
文
「
解
脱
上
人
貞
慶
の
釈
迦
信
仰
に
つ
い
て
」（『
琉
球
大
学
法
文
学
部
紀

要
史
学
・
地
理
学
篇
』
三
二
、
琉
球
大
学
法
文
学
部
、
一
九
八
九
）

 

冨
村
孝
文
「
中
世
南
都
の
釈
迦
信
仰
」（『
琉
球
大
学
法
文
学
部
紀
要
史
学
・
地
理

学
篇
』
三
五
、
琉
球
大
学
法
文
学
部
、
一
九
九
二
）

 

下
間
一
頼
「
中
世
前
期
の
戒
律
復
興
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
中
世
の
寺
社
と
信
仰
』、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
）

 

ま
た
、
興
福
寺
復
興
の
経
緯
や
、
貞
慶
の
参
画
に
つ
い
て
は
、
特
に
以
下
を
参
照

し
た
。

 

安
田
次
郎
「
中
世
興
福
寺
と
菩
提
山
僧
正
信
円
」（
大
隅
和
雄
編
『
中
世
の
仏
教

と
社
会
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
）

 
前
掲
註
８
太
田
・
藤
岡
論
文

（
25
） 『
鎌
倉
旧
仏
教
』（『
日
本
思
想
体
系
』
十
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）

（
26
） 『
欣
求
霊
山
講
式
』



興
福
寺
天
燈
鬼
・
竜
燈
鬼
像
に
つ
い
て　

 

（
植
村
拓
哉
）

八
〇

又
依
法
華
経
者
、
五
百
塵
点
、
久
遠
劫
間
我
常
在
此
娑
婆
世
界
、
云
々
。
嗚
呼

我
師
与
此
界
、
其
縁
何
如
此
乎
。

 
ま
た
冨
村
氏
は
前
掲
註
24
論
文
の
中
で
、
貞
慶
の
隠
遁
先
で
あ
る
笠
置
寺
が
古
来

よ
り
釈
迦
浄
土
で
あ
る
霊
鷲
山
に
比
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
27
） 
前
掲
註
25

（
28
） 

前
掲
註
８
藤
岡
論
文

（
29
） 

中
尾
尭
『
中
世
の
勧
進
聖
と
舎
利
信
仰
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
）

 

生
駒
哲
郎
「
中
世
に
お
け
る
仏
像
の
仏
性
―
伝
香
寺
蔵
裸
形
地
蔵
菩
薩
像
胎
内
納

入
物
の
検
討
を
中
心
に
―
」（『
立
正
史
学
』
九
一
、
二
〇
〇
二
）

（
30
） 

伊
東
史
朗
「
阿
弥
陀
如
来
像　

大
阪
・
法
道
寺
蔵
」（『
平
安
時
代
彫
刻
史
の
研
究
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
）
な
ど

 

奥
健
夫
「
生
身
仏
像
論
」（『
講
座
日
本
美
術
史
』
第
四
巻
「
造
形
の
場
」、
東
京

大
学
出
版
、
二
〇
〇
五
）
な
ど

（
31
） 

武
笠
朗
「
仏
像
に
お
け
る
〈
工
芸
的
〉
な
こ
と
―
仏
像
の
金
属
製
荘
厳
具
を
め

ぐ
っ
て
」（『
講
座
日
本
美
術
史
』
第
五
巻
「〈
か
ざ
り
〉
と
〈
つ
く
り
〉
の
領
分
」、

東
京
大
学
出
版
、
二
〇
〇
五
）

〔
図
版
出
典
〕

図
一
・
二
・
十
三
・
十
四
、『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
八
巻
「
興
福
寺
二
」（
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
）：
図
三
・
四
・
五
、『
興
福
寺
曼
荼
羅
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
五
）：

図
六
、『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
六
巻
「
薬
師
寺
」（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
）：
図
七
・
九
、

『
古
寺
巡
礼
近
江
一　

聖
衆
来
迎
寺
』（
淡
交
社
、
一
九
八
〇
）：
図
八
、『
韓
国
七
千

年
美
術
体
系 

国
宝
』
第
七
巻
「
石
造
」（
竹
書
房
、
一
九
八
五
）：
図
十
、
稲
田
篤

信
・
田
中
直
日
編
『
図
画
百
鬼
夜
行
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
）：
図
十
一
・
十
二
、

『
魅
惑
の
仏
像
』「
金
剛
力
士　

奈
良
・
興
福
寺
」（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
）：
図

十
五
・
十
六
・
十
七
、『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
』
第
十
三
巻
「
運
慶
・
快
慶
」（
小
学

館
、
一
九
九
一
）：
図
十
八
・
十
九
、『
歴
史
博
物
館
整
備
に
伴
う
史
料
調
査
概
報
―
平

成
七
年
度
―
』（
香
川
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
）：
図
二
十
、『
魅
惑
の
仏
像
』「
風

神
雷
神　

京
都
・
妙
法
院
三
十
三
間
堂
」（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
）

〔
付
記
〕

　

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
佛
教
大
学
歴
史
学
部
教
授
安
藤
佳
香
先
生
に
は
厚
い
ご

指
導
を
頂
い
た
。
ま
た
、
博
士
後
期
課
程
室
田
辰
雄
氏
に
は
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
。

末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
の
意
を
示
し
た
い
。

（
う
え
む
ら　

た
く
や　
　

文
学
研
究
科
仏
教
文
化
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
：
安
藤　

佳
香　

教
授
）

二
〇
一
〇
年
九
月
三
十
日
受
理


