
じ

よ

う

ち

よ

”
り

じ

よ

”り
」
つ
よ

う

■
Ｔ
つ

仏
師
定
朝
と
定
朝
様

「
お
―
い
、

い
い
加
減
に
し
ろ
よ
。
団
体
が
も
う
三
組
も
出
て
行

っ
た
ぞ

」
と
、

夫

の
不
機
嫌
そ
う
な
声
が
入
口
か
ら
聞

こ
え
て
来
た
。
き

っ
と
眉
根

に
相
当
な
級
を

寄

せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

日
本
で
唯

一
残
存
し
て
い
る
名
匠
定
朝
作
の
、
丈
六
阿
弥
陀
如
来

に
会

い
た
く
て

会

い
た
く
て
、
や

っ
と
そ
の
念
願
の
か
な
っ
た
、
昭
和
五
十
五
年
晩
秋

の
あ
る
日
の

事
だ

っ
た
。
藤
原
頼
道
建
立
の
宇
治
平
等
院
鳳
凰
堂

の
中
堂
の
内
部
で
、
陶
酔

の
虜

に
な
り
果

て
ゝ
い
た
私
め
は
、
や

っ
と
そ
の
声

で
日
覚

め
た
感
じ
が
し
た
。

八
角
九
重

の
壮
厳
な
蓮
華
座

の
上
で
、
静
か
に
定
印
を
結
ん
で
い
る
阿
弥
陀
如
来

の
姿

は
程
よ
く
豊
満
で
、
一月
の
線

も
実

に
美
し
い
。　
一
昨
日
の
邪
心
も
、
昨
日
の
悪

事
も
、
み
ん
な
お
見
通
し
な
の
に
全
部
包
み
込
ん
で
、

「
許
し
ま
し
ょ
う

」
と
、
言

っ
て
居
ら
れ
る
よ
う
な
気
品

の
あ
る
半
眼
が
と
て
も
素
晴
し
い
。
円
満

で
仏
徳
を
湛

え
た
典
雅

な
相
貌

の
中

か
ら
、
溢

れ
る
慈
愛

の
心
を
見

つ
け
た
思
い
が
し
た
。
流
一麗

な
衣
紋
は
、
貞
観
期

の
仏
像
と
同
じ
翻
波
式
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
彫
り
は
あ
ま
り

深
く
な
く
、
割
合
サ
ラ
リ
と
し
た
も
の
が
感
じ
ら

れ
る
。
ま
る
で
ゆ
る
や
か
に
流

れ

る
水
の
よ
う
で
、
そ
の
衣
紋

に
さ
え
、
す
が

っ
て
甘
え
て
み
た
い
思

い
が
す
る
。

光
背
は
、

二
重
円
相
を
も

つ
飛
天
光

で
、
そ
の
中

の
武
天
と
、
周
囲
の
天
丼
小
壁

に

育ヒ

谷

子

あ
る
雲
中
供
養
菩
薩

（定
朝
の
弟
子
達
の
作
品
）
と
が
呼
応
し
て
、
堂
内
全
体
で
別

世
界
の
交
響
曲
を
奏
で
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
若
し
音
が
聞
こ
え
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
陶
然
た
る
極
楽
の
音
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
ふ
と
、
今
ま
で
見
た

蓮
弁
と
の
違
い
に
気
付
い
た
。
四
重
の
弁
は
行
儀
よ
く
下
段
の
弁
に
従

っ
て
重
な
っ

操

平等院鳳凰堂
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て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
湾
曲
は
な
だ
ら
か
で
美
し
く
、

い
つ
ぞ
や
旧
家

で
見

つ
け
た
古

い
碗

の
曲
線
を
連
想
さ
せ
る
の
だ

っ
た
。
華
麗
な
大
天
蓋

の
縁
に
は
、

宝
相
華
文

の
透

か
し
彫
り
の
宝
簾
が
、
ビ
ラ
ビ
ラ
と
美
し
く
下
が

っ
て
い
る
。
ま
さ

に
芸
術

の
宝
庫

で
あ
る
。
宝
池

の
向
こ
う
か
ら
写
真
家
が
撮

っ
た
小
格
子
も
念
入
り

に
見
上
げ

て
、
ひ
と
り
う
な
ず
き
な
が
ら
鳳
凰
堂
を
後

に
、
や

っ
と
夫

の
声
に
応
じ

た
。始

め
て
見
た
定
朝
作
に
す

っ
か
り
魅

せ
ら
れ
た
私
は
、
次

の
年

の
秋
、
京
都
と
奈

良

の
県
境

に
あ
る
浄
瑠
璃
寺

（
九
品
寺
）

に
参

っ
た
。
浄
土
信
仰
が
盛
ん
で
あ

っ
た

平
安
中
期
以
降

に
は
、
九
体
阿
弥
陀
堂
が
相
当
数
造
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
こ
の
寺
が

現
存
す
る
唯

一
の
遺
構
と
聞

い
て
い
る
。　
一
一
〇
七
年

の
造
立

で
、
阿
弥
陀
堂

の
定

法
通
り
に
宝
池
を
前

に
し
て
東
面
し
て
い
る
。
本
堂
前

の
紅
葉
と
、
緑

の
樹
々
も
池

の
面

に
そ
の
影
を
落
と
し
、
よ
り
華
麗
な
演
出
を
見
せ
て
い
る
。
う

っ
そ
う
と
し
た

緑

に
囲
ま
れ
た
池
を
隔
て
、
桧
皮
葺

の
三
重

の
塔
が
あ
る
。
女
性
的
と
も
言
え
る
優

し
い
型
の
こ
の
塔

の
内
部
中
央

に
は
、
薬
師
如
来
が
安
置
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。

こ

れ
は
高
倉
天
皇
が
京
都

一
条
大
宮

か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
ら
し

い
が
、
そ
の
前
身
は

分
か
ら
な
い
。

こ
の
天
皇

の
フ
ァ
ン
で
あ
る
私
は
ふ
と
、
小
督
局
と
の
悲
恋
を
想
い

又
、
那
須

の
与

一
が
射
落
し
た
一扇
ま
で
連
想
し
た
。
ま
る
で
住
宅

の
よ
う
な
簡
素

な

本
堂
内

に
入

っ
て
驚

い
た
。
九
体

の
阿
弥
陀
如
来
が
ず
ら
り
並
列
し
て
い
る
そ
の
壮

観
に
、
思
わ
ず
息
を
呑
む
思
い
が
し
た
。
中
尊
は
周
丈
六
で
来
迎
印
、
左
右

の
四
体

は
そ
れ
ぞ

れ
定
印
を
結
び
半
丈
六
で
あ
る
。
素
人

の
私

の
眼

に
も
、
ほ
ん
の
僅
か
づ

つ
違
う
作
風
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
穏

や
か
な
面
相
や
、
ゆ

っ
た
り
し
た
肉
づ
け
は
、

や
は
り
何
と
言

っ
て
も
定
朝
作
と
共
通
す
る
点
が
多

い
と
思

っ
た
。
始
め
て
化
粧
す

る
女
性
が

一
応
描
き
そ
う
な
眉
で
、
美
し
い
三
日
月
眉

で
あ
る
。
中
尊

（定
朝
様
）

の
光
背

の
文
様
は
単
な
る
ブ

ツ
ブ

ツ
に
見
え
た
が
、
よ
く
見
る
と
そ
の

一
つ

一
つ
が

小
千
仏
で
あ
り
、
そ
の
中

に
い
わ
ゆ
る
十
体
仏
が
浮
き
彫
り
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
う
な
る
様

な
そ
の
最
高

の
芸
術

に
、
機
械
力

の
乏
し

い
こ
の
時
代

に
、
よ
く
も

こ
ん
な
手

の
込
ん
だ
物
が
出
来
た
も
の
だ
と
、
惜
し
み
な
い
讃
辞
を
心
の
中

で
送

っ

た
。
今
も
眼
を
閉
じ
る
と
、
九
体
阿
弥
陀

の
姿

が
鮮
か
に
浮
か
ん
で
来

る
。
浄
瑠
璃

寺
か
ら
岩
船
寺

へ
と
歩
く
山
道

に
は
、
さ

ゝ
や
か
な
無
人
店
が
そ
こ
か
し
こ
に
あ

っ

て
、
野
菜

や
果
物
、
漬
物
等
が
ぶ
ら
下
げ
て
あ
る
。
近
在

の
農
家
の
作
品
で
、
何

れ

も
百
円

（当
時
）

の
値
を

つ
け

「
竹
筒

に
代
金
お
入
れ
下
さ
い

」
と
、
書

い
て
あ
る
。

参
詣

の
往
き
還
り
の
人
々
が
、
品
定
め
し
な
が
ら
三
二
五
五
買

っ
て
ゆ
く
。

の
ど
か

な
の
ど
か
な
風
景
だ

っ
た
。
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京
都
日
野

に
あ
る
法
界
寺

は
、
土
地

の
人
々
に
は
乳
薬
師

の
名

で
知
ら
れ
て
い
る
。

開
創

の
時
期

に
就

い
て
は
二
つ
の
説
が
あ
る
が
、
永
承
六
年

（
一
〇
五
二
）
日
野
資

業
が
菩
提
寺
と
し
て
創
立
し
た
ら
し
い
。
広
々
と
し
た
礼
拝

の
空
間

に
は
静
か
な
雰

囲
気
が
流

れ
、
ま
る
で
肩

の
荷
を
下
ろ
し
た
時
の
よ
う
な
、
ホ

ッ
と
し
た
も
の
を
感

じ
た
。
さ
す
が
鳳
凰
堂

の
阿
弥
陀
如
来

の
そ

っ
く
り
さ
ん
と
言
わ
れ
る
だ
け
あ

っ
て
、

丈
六
の
そ
の
お
姿
全
体
が
実

に
よ
く
似

て
い
る
。
台
座

も
殆
ん
ど
同
じ
、
蓮
弁

の
あ

の
珍
し
い
重
な
り
も
同
じ
で
あ
る
。
強

い
て
言
え
ば
、

二
重
円
相

の
文
様
が
少
し
違

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
そ

れ
を
彫
る
仏
師

の
自
分
な
り
の
持
味
を
ど
こ
か
で
表
現

し
た
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
天
丼

の
小
壁

の
供
養
菩
薩
と
共

に
、
楽
器
や
蓮

華
箸
が
飛
び
交
う
よ
う
な
壁
画
が
私

の
眼
を
奪
う
。
勾
欄

の
反
り
具
合
や
、
天
女
壁

画
の
色
彩

の
褪
せ
具
合
等
は
、
私
達

の
眼

に
は
か
え

っ
て
重
厚
に
映
り
、
歴
史

の
重

み
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る
。
静
か
な
部
辺
に
あ
る
千
年
の
古
刹

に
行

っ
て
い
る

と
、
古
都
を
訪

れ
る
事

の
出
来
た
喜
び
を
か
み
し
め
る
事
が
出
来

る
。

双
ケ
丘
と
聞
け
ば
、
あ
の
兼
好
法
師
、
法
然
草
を
先
ず
想

い
起
こ
す
の
で
あ
る
。

あ
る
日
そ
の
双
ケ
丘

に
あ
る
法
金
剛
院
を
訪

れ
た
。

こ
こ
は
も
と
清
原
夏
野

（
小
野

宣
等
と
共

に
令
義
解
を
著
し
た
人
）

の
山
荘

で
あ

っ
た
が
、　
一
〓

一
九
年

（白
河
法

皇

の
崩
じ
た
年
）
鳥
羽
上
皇

の
中
宮

で
あ

っ
た
侍
賢
門
院

が

（
当
時
二
十
九
才
）
再

建
し
た
。
そ
の
後
十

一
年
を
か
け
て
、
西
御
堂
、
南
御
堂
、
北
斗
堂
、
二
重
塔
、
大

庭
園
、
女
院
御
所
等
を
作
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
法
金
剛
院
御
所
と
な
る
の
で
あ
る
。

西
行
も
度
々
こ
こ
を
訪

れ
て
い
る
。
現
在

の
こ
の
本
堂
は
、
焼
け
落
ち
た
西
御
堂
の

上
に
再
建
さ
れ
た
も
の
と
聞
く
。
だ
か
ら
現
在

の
こ
の
阿
弥
陀
如
来

は
、
当
時
西
御

堂

に
あ

っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
、
角
田
文
衛
博
士
は
書

い
て
い
る
。
周
丈
六
の
阿
弥
陀

如
来
は
、
私
が
今
ま
で
見
た
定
朝
様
よ
り
、

ほ
ん
の
少
し
面
長
の
感
じ
で
沈
静
と
い

う
言
葉
が
ぴ

っ
た
り
。
八
角
七
重
の
蓮
華
座
で
あ
る
が
、
そ
の
蓮
弁

の

一
枚

一
枚
を

一
応
粟
粒
を
並

べ
た
よ
う
な
魚
子
地

に
仕
上
げ
、
更
に
そ
の
上
に
宝
相
華
文
を
美
し

く
町
寧

に
彫

っ
て
あ
る
。

な
か
な
か
優
雅
で
豪
華
そ
の
も
の
。
そ
の
重
な
り
は
定
朝

作
と
違

い
互
い
違

い
に
重
な
っ
て
い
る
。
飛
天
光
背

に
刻
ま
れ
た
七
体

の
菩
薩
は
、

そ
れ
ぞ

れ
楽
器
を
持

っ
て
い
て
そ
の
巧

み
な
透
か
し
彫
り
は
、
又

一
味
違

っ
た
美
し

さ
を
見
せ
て
い
る
。

こ
の
像

は
仏
師
院
覚

の
作
品
で
院
覚
の
持
味
を
、
そ

の
蓮
弁

に

十
三
分

に
発
揮
出
来
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
城
待
門
院

が
年
若

い

崇
徳
天
皇
を
案
じ
た
も
の
か
、
外

の
薄
幸

な
二
人

の
皇
子
の
事
を
祈
ら
れ
た
も
の
か
、

そ
れ
共
美
福
門
院
と
の
確
執
に
悩
ま
れ
て
の
事
か
、
自
河
法
皇

の
回
向
を
願
わ
れ
た

も
の
か
、

こ
の
阿
弥
陀
如
来

へ
の
願

い
は
知

る
す

べ
も
よ
く
、
た
だ
想
像
を
許
さ
れ
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る
の
み
で
あ
る
。
当
時
、
西
御
堂

に
は
こ
の
如
来
、
三
重
塔

に
は
同
じ
院
覚
作

の
大

日
如
来
四
体
、
南
御
堂
に
は
九
体

の
阿
弥
陀
如
来
、
北
斗
堂

に
は
賢
円
作
の

一
字
金

輪
像
、

こ
れ
ら
十
五
体

に
も
及
ぶ
仏
像
群
の
中

に
は
、
や
が
で
渦
巻
く
潮
流
と
化
す

″
保
元
の
乱
″

の
導
火
線
を
、
じ

っ
と
見

つ
め
て
い
た
仏
像
が
あ

っ
た
か
も
知

れ
な

い
と
私
は
思
う
。
と
も
あ
れ
、
比
類

の
な
い
落
ち
着

い
た
装
飾
美

に
酔
う
こ
と
の
出

来
た
し
あ
わ
せ
な
日
で
あ

っ
た
。

鳥
羽
上
皇
終
焉
の
地
と
し
て
知
ら

れ
る
京
都
伏
見
区
竹
田
に
あ
る
安
楽
寿
院
を
、

地
図
を
頼
り
に
や

っ
と
探
し
当

て
た
。
鳥
羽
上
皇
が
、
鳥
羽
殿

の
東
殿
の

一
部

に
創

建
し
た
の
が
こ
の
寺

の
始
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
侍
賢
門
院
が
、
法
金
剛
院

の
南
御
堂

（
九
体
阿
弥
陀
堂
）

の
造
営
を
始
め
た
の
と
同
期
で
あ
る
。
市
内
と
は
思

え
な
い
程
、
た
ま
ら
な
い
静
け
さ
を
漂
わ
し
て
い
る
環
境
に
、
懐
旧
の
思

い
を
そ
そ

ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
平
安
時
代

の
石
造
三
如
来
像

（江
戸
時
代

の
発
掘
）

や
、
宝

医
印
塔

の
あ
る
境
内
地

に
行

っ
て
い
る
と
、
温
和
な
御
性
格
の
鳥
羽
上
皇

の
院
政
を

執
る
お
姿
が
脳
裡
を
掠

め
る
の
で
あ
る
。
住
職
は
留
守

で
あ

っ
た
が
、
前

日
に
電
話

を
し
て
お
い
た
の
で
、
娘
さ
ん
が
阿
弥
陀
堂

の
鍵
を
開
け
、
更

に
厨
子
を
う
や
う
や

し
く
開
け
る
と
、

「
ど
う
ぞ
ゆ

っ
く
り
拝
観
し
て
下
さ

い
」
と
、
引
き
揚
げ
て
く
れ

た
。
厨
子
の
上
部

に
は
赤

い
錦

の
幕
が
張

っ
て
あ
り
そ
の
上

に
大
き
く
て
立
派

な
華

髪
が
下
が

っ
て
い
る
。

よ
く
見
る
と
そ

の
少
し
上
に
、
同
じ
大
き
さ
位

の
菊

の
御
紋

が

つ
い
て
い
る
。
瞬
間
異
様
な
感
じ
が
し
た
が
、
磯
長

の
叡
福
寺

（
聖
徳
太
子
の
墓

所
）

で
も
こ
れ
に
似
た
感
動
を
覚
え
た
こ
と
を
ふ
と
思

い
出
し
た
。
仏
師
賢
円
作
の

こ
の
阿
弥
陀
如
来
を
見
て
先
ず
感
じ
た
の
は
、
頬

の
辺
り
が
今
迄
見
た
定
朝
様
よ
り

少
し
ス
リ
ム
で
あ
る
事
、
そ
れ
に
眼
は
殆
ん
ど
開

い
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
た
。

何
よ
り
も
変

っ
て
い
る
の
は
、
胸
に
卍

が
あ
る
事
だ

っ
た
。
ど
ん
な
意
味
が
あ

っ
て

上
皇
が
仏
師

に
注
文
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
正
面

の
蓮
弁
五
枚

に
だ
け
は
、
宝
相
華
文

な
ど
を
町
寧

に
彫
り
、
装
飾
性
豊
か
に
表
現
し
て
い
る
。

二
重
円
相
光
が
素
文
光
背

で
あ
る
の
も
、

こ
の
時
代
と
し
て
は
少

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　

阿
弥
陀
の
造

仏
を
上
皇
か
ら
命
じ
ら
れ
た
仏
師
賢
円
は
、
平
等
院

の
定
朝
作
阿
弥
陀
如
来
を
見
学

に
出
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
賢
円
の
仏
所

（
工
房
）

へ
は
、
鳥
羽
上
皇
が
度

々
足
を

運
ば

れ
、
製
作
中

の
仏
像

に

つ
い
て
、
か
な
り
厳
し
て
批
評
を
加
え
て
い
ら
れ
る
。

胸

の
厚
み
、
首

の
角
度
、
衣
紋

の
細
部

の
削
り
等

も
、
定
朝
作
を
引
き
合

い
に
出
し

て
修
正
を
さ
せ
て
い
ら
れ
た
と
聞
く
。
こ
れ
ら
の
注
文
を
忠
実
に
守

っ
て
彫
る
仏
師

賢
円
の
酷
し

い
眼
ま
で
、
私
は
識
ら
ず
識
ら
ず
想
像
し
て
い
た
。
温
厚
な
鳥
羽
上
皇

の
鋭

い
批
評
眼

に
よ
る
こ
の
阿
弥
陀
如
来

に
は
、
ど
の
よ
う
な
願

い
が
こ
め
ら
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
堂
の
右
上
の
壁

に
は
、
鳥
羽
上
皇
、
美
福
門
院
、
八
条
女
院

の
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画
像
が
か
か

っ
て
あ

っ
た
。
軸
が
あ

っ
た
の
を
復
製
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
に

し
て
も
、

こ
れ
で
観
る
限
り
、
美
福
門
院

は
あ
ま
り
美
女

で
は
な
か

っ
た
な
あ
と
思

っ
た
。
細
部
ま
で
ゆ

っ
く
り
拝
観
さ
せ
て
も
ら

い
、
悪

い
と
知
り

つ
ゝ
存
分

に
カ
メ

ラ
に
納

め
さ
せ
て
も
ら

っ
た
。
境
内
地

に
は
、
鳥
羽
上
皇

の
御
陵
と
、
近
衛
天
皇

の

多
宝
塔
御
陵
が
あ

っ
た
。
観
光
の
喧
躁
か
ら
逃
が
れ
、
閑
静

な
寺

で
ひ
と
と
き
を
過

ご
せ
た
や
す
ら
ぎ
の

一
日
で
あ

っ
た
。

そ
の
日
の
岩
手
県
は
、
底
抜
け
る
よ
う
な
ど
し
ゃ
降
り
で
あ

っ
た
。
金
色
堂
と
、

毛
越
寺
と
、
達
谷
の
窟
を
回

っ
て
欲
し
い
と
言
う
と
、
タ
ク
シ
ー
は

一
万

三
千
円
を

要
求
し
た
。
値
切
り
の
天
才
を
自
負
し
て
い
る
私
な
の
に
、
藤
原
三
代
が
、
ミ
イ
ラ

で
眠
る
そ
の
謎
と

ロ
マ
ン
に
光
り
輝
く
中
尊
寺
金
色
堂
が
目
前

に
あ
る
と
い
う
喜
び

に
、
見
事
上
が
り
切

っ
て
し
ま

っ
て
、
値
切
る
こ
と
な
ど
念
頭
に
は
な
か

っ
た
。
都

で
は
自
河
、
鳥
羽
、
後
自
河
三
代
が
院
政

の
世
紀
を
形
作

っ
て
い
る
時
、

こ
こ
で
は

藤
原
三
代
が
平
泉

の
歴
史
を
作

っ
て
い
た
の
だ
。
た
ゞ
支
配
者

の
豪
奢
を
実
現
し
た

だ
け
で
な
く
、
都

の
貴
族
文
化

の
形
よ
り
以
上
に
超
え
る
心
を
、
奥
州
す

べ
て
の
金

で
表
現
し
た
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
衡
、
基
衡
、
秀
衡

の
三
体

の
須
弥
壇
か
ら
は
、

た
ゞ
た
ゞ
も
う
眼
を
奪
わ
れ
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
壇
下
に
は
金
箔
を

貼

っ
た
木
棺
が
納
ま

っ
て
い
る
と
想
像
す
る
だ
に
身
震

い
す
る
よ
う
な
感
動
を
覚
え

る
の
だ

っ
た
。
拝
観

の
位
置
は
仏
像

よ
り
随
分
離
し
て
あ
る
の
で
、
細
部

に
わ
た

っ

て
観
察
す
る
事
は
出
来

な
い
が
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
三
尊
像
が
地
蔵
菩
薩
六
体
を

従
え
た
そ
の
鷹
揚
た
る
姿
は
豪
華
と

い
う
よ
り
外

に
言
葉

は
見

つ
か
ら
な
い
。
平
安

時
代

の
六
体

一
具
地
蔵
菩
薩
が
現
存
す
る
の
は
、
こ
の
金
色
堂
の
み
と
聞
く
。
下
半

身
を
包
む
そ
れ
ぞ

れ
の
衣
紋
か
ら
、
荘
厳
な
仏
教
音
楽

の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
聴
く
思

い

が
し
た
。
中
央
壇

の
阿
弥
陀
三
尊
と
地
蔵
六
体
は
同
じ
仏
師
群

の
作
品
か
、
ど
れ
も

眼
尻
は
少
し
上
が
り
気
味

で
切

れ
長

の
と
て
も
素
晴

し
い
眼
だ

っ
た
。
宝
相
華
唐
草

文
を
彫
り
出
し
た
内
陣
、
入
念
な
漆
塗
り
に
螺
釦
を
存
分

に
散
り
ば
め
、
菩
薩
像

の

蒔
絵
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
た
巻
柱

に
は
、
唸
り
と
た
め
息
を
禁
じ
得
な
か

っ
た
。

金
色
を
こ
れ
迄

に
残
し
た
保
存

の
技
術

も
賞
讃
す

べ
き
だ
が
、

こ
れ
を
造

っ
た
仏
師

の
入
念
さ
に
も
思
い
を
馳
せ
た
い
。
平
泉

か
ら
指
名
招
聘
さ
れ
た
都

の
仏
師
と
し
て

は
名
誉

で
も
あ
る
し
、
大

い
な
る
喜
び
に
胸
震
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

こ
そ
仏

師

の
誇
り
を
余
す
所
な
く
表
現
し
た
の
だ
と
思
う
。
と
も
あ
れ
金
色
の
芸
術

に
圧
倒

さ
れ
、
魂
が
宙

に
浮

い
た
平
泉

の
旅

で
あ

っ
た
。

京
都
の
万
寿
寺

に
も
定
朝
様

の
優
作
が
あ
る
事
を
知
り
、
夫

を
促
し
て
出
か
け
た
。
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地
図
通
り
に
東
福
寺
駅
前
を
う
ろ
う
ろ
し
た
が
見
つ
か
ら
な
い
。
東
福
寺
の
塔
頭
で

あ
る
退
耕
庵

（石
田
三
成
が
宇
喜
多
秀
家
ら
と
関
ケ
原
合
戦
の
謀
議
を
計

っ
た
所
）

の
若
い
僧
に
聞
く
と
「
万
寿
禅
寺
と
い
う
の
は
、
そ
こ
の
九
条
通
り
の
向
こ
う
側
に

あ
り
ま
す
が
、
定
朝
様
の
仏
像
が
あ
る
な
ん
で
話
聞
い
た
事
も
な
い
し
、
観
光
目
的

の
寺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
「
そ
れ
で
も
行
か
れ
ま
す
か
」
を
、
何
度
も
何
度
も
繰

り
返
し
な
が
ら
、
私
達
の
姿
を
上
か
ら
下
ま
で
、
ジ
ロ
ジ
ロ
と
見
る
。
や
っ
と
万
寿

禅
寺
を
見
つ
け
た
。
入
日
の
碑
の
側
面
に
は
日
韓
友
好
云
々
…
…
と
、
な
に
や
ら
ゴ

チ
ャ
ゴ
チ
ャ
彫

っ
て
あ
っ
た
。
な
る
程
立
派
な
仏
像
の
あ
る
気
配
も
な
し
、
荒
寺
の

雰
囲
気
充
分
で
ひ
と
気
が
な
い
。
本
堂
が
た
だ

一
つ
、
そ
れ
も
障
子
が
締
め
切

っ
て

あ
る
。
恐
る
恐
る
裏

へ
回
っ
て
み
る
と
、
私
の
身
長
以
上
も
あ
る
巨
石
が
二
つ
重
な

っ
て
い
る
。
何
の
事
は
な
い
重
ね
餅
の
お
化
け
の
よ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
祈
り
の

対
象
か
も
…
…
と
、
掌
を
合
わ
せ
て
早
々
に
退
散
し
た
。
東
福
寺

へ
参

っ
て
泉
湧
寺

迄
の
裏
道
を
歩
い
て
い
た
時
、
小
さ
な
パ
ン
屋
を
見
つ
け
た
の
で
、
そ
の
店
の
人
に

万
寿
寺
の
こ
と
を
聞
い
て
み
た
。
こ
の
人
も
そ
ん
な
有
名
な
仏
像
の
話
は
聞
い
た
事

も
な
い
と
言
う
。

私
の
幼
い
頃
、
母
が
よ
く
唄

っ
て
い
た
京
都
の
わ
ら
べ
唄
を
ふ
と
思
い
出
し
た
。

そ
れ
は
南
北
す
る
鳥
丸
通
り
を
、
丸
太
町
通
り
か
ら
南

へ
、
東
西
に
横
切
る
通
り
の

名
を
唄
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
丸
竹
夷
二
押
御
池
姉
三
六
角
蛤
錦
四
綾
仏
高
松
方
五

条
」
と
、
唄
い
な
が
ら
京
都
市
内
の
地
図
を
拡
げ
て
み
た
。
万
寿
寺
通
り
は
あ
る
が
、

寺
の
印
は
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
な
い
。
疑
間
を
抱
い
た
ま
ゝ
の
あ
る
日
、
林
屋
辰
三

郎
著
の

″
京
都
″
に
目
を
落
と
し
て
い
た
。
万
寿
寺
の
阿
弥
陀
如
来
が
、
京
都
国
立

博
物
館
の
玄
関
を
飾

っ
て
い
る
と
書
い
て
あ
る
。
思
わ
ず

「
あ
っ
た
」
と
叫
ん
だ
。

で
も
、
そ
れ
で
は
か
つ
て
五
山
の

一
と
話
わ
れ
た
万
寿
寺
は
、
は
て
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
思
い
切

っ
て
先
日
行
っ
た
万
寿
禅
寺
に
電
話
を
し
て
み
た
。
若
そ
う
な
声

の
町
寧
な
住
職
の
話
で
は
、

「
万
寿
寺
通
り
に
昔
は
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
衰
退
の

一

途
を
た
ど
り
、
随
分
前
に
こ
こ
三
聖
寺
に
合
併
し
た
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
現
在

は
東
福
寺
の
塔
頭
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ん
は
博
物
館
か
ら
東
福
寺
の
宝

物
館
に
移
っ
て
お
り
ま
す
」
と
の
事
だ
っ
た
。

「
折
角
東
福
寺

へ
回
っ
た
の
に
」
と
、

昌
痴
り
な
が
ら
す
ぐ
又
東
福
寺

へ
電
話
し
て
み
る
と
、
「
春
秋
の
法
会
の
時
に
だ
け

拝
観
し
て
頂
き
ま
す
」
と
い
う
返
事
。
度
々
の
身
売
り
の
憂
き
目
を
み
た
阿
弥
陀
如

来
が
何
だ
か
哀
れ
で
、
こ
れ
を
造
っ
た
仏
師
は
彼
岸
で
き
っ
と
た
め
息
を
つ
い
て
い

る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
こ
う
な
る
と
女
の
意
地
で
、
当
時
の
大
作
と
賞
讃
さ
れ
た
阿

弥
陀
さ
ん
に
は
、
是
非
是
非
会
い
に
行
か
ね
ば
と
、
十

一
月
第
二
日
曜

へ
手
ぐ
す
ね

引
い
て
い
る
。

県
内
で
あ
り
な
が
ら
、
な
か
な
か
そ
の
機
を
得
な
か
っ
た
牛
田
の
不
動
院

へ
、
や

っ
と
チ
ャ
ン
ス
を
見
つ
け
て
出
か
け
る
事
が
出
来
た
。
前
日
電
話
を
入
れ
て
お
い
た

の
で
早
速
金
堂
を
開
け
て
貰

っ
た
。
薬
師
如
来
の
側
に
、
「
行
基
の
真
作
、
薬
師
如

来

」
と
、
書
い
た
大
き
い
木
札
が
立
て
ゝ
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
七
、
八
世
紀
の
作
で

は
決
し
て
な
い
。

「
寺
そ
の
も
の
は
行
基
開
基
で
す
が
、
如
来
さ
ん
は
平
安
後
期
の
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も
の
で
ご
ざ

い
ま
す

」
と
、
住
職

も
言
う
。

「
矢
張
り
定
朝
様

で
あ

っ
た

」
と
、
喜

び
が
私

の
中

を
駈
け
め
ぐ
る
。
光
背

や
台
座
等

の
金
色

の
輝
き
は
、
割
合
新
し
い
時

代

の
も
の
と
見
た
。
兵
火

に
会

っ
て
光
背
も
台
座
も
、
勿
論
日
光
月
光
菩
薩

も
外

へ

運
び
出
す
事
が
出
来
ず
、
辛
う
じ
て
本
尊

の
み
運
び
出
し
た
の
だ
ろ
う
と
住
職
は
言

っ
た
。
そ
の
時
は
も
う
こ
の
如
来
も
煙
に
巻
か
れ
て
い
た
か
、
又
は
炎
が
そ
こ
迄
近

付

い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
勝
手
に
想
像
す
る
。
目
鼻
立
ち
が
あ
ま
り
鮮
明
で
な

い
か
ら
。
自
宅
と
衣

の

一
部

に
は
ん
の
少
し
金
色
を
残
し
て
い
る
如
来
は
、
ま
さ
し

く
藤
原
彫
刻
だ
と
思

っ
た
。

二
脇
侍

の
い
な
い
空
席
を
十

二
神
将
が
ち
ゃ
ん
と
埋
め

て
い
た
。

昭
和
六
十
三
年
二
月
、
末
森
さ
ん
の
例
会

の
資
料
を
バ
ス
の
中

で
読
ん
で
い
た
。

さ
ま
ざ
ま
の
名
を
連
ね
た
善
根
寺

の
仏
像
、
そ
の
数

の
移
し
い
の
に
た
ゞ
た
ゞ
び

っ

く
り
し
た
。
そ
の
中

に
私

の
胸
を
衝

い
た
の
は
重
文

の
木
像
薬
師
如
来
だ

っ
た
。

ま
さ
か
こ
の
日
の
例
会

で
定
朝
様

の
如
来
さ
ん
に
会
え
る
と
は
思

っ
て
も
見
な
か

っ

た
。
宝
蔵
庫
は
村

の
人
達
の
浄
財

で
建
て
ら
れ
た
と
言
う
事

で
大
変
有
難

い
と
は
思

っ
た
け
れ
ど
、

こ
れ
ほ
ど
の
素
晴
し
い
平
安
朝

の
仏
像
群
を
蔵
め
る
の
な
ら
、
欲
を

言
え
ば
ほ
ん
の
少
し
広
く
、
ほ
ん
の
少
し
高
く
建

て
ゝ
欲
し
か

っ
た
な
あ
と
、
門
外

漢

で
あ
る
私
が
勝
手
な
昌
痴
を
こ
ぼ
し
て
み
る
の
だ

っ
た
。
問
題
の
薬
師
如
来

の
輪

光
背
は
後

の
時
代

に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
が
殆
ん
ど
天
丼

に
ひ

っ
つ

い
て
い
て
、
如
来
を
押
さ
え

つ
け
て
い
る
よ
う
で
本
当

に
惜
し
い
。

で
も
定
朝
様
特

有
の
典
雅

な
姿
が
王
朝
芸
術

の

一
端
と
し
て
、
手

の
届
く
所
に
こ
う
し
て
残
し
て
置

い
て
も
ら

っ
て
る
の
は
大
変
嬉
し
い
。
重
文

に
指
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
い
ざ
修
復

と
な
る
と
な
か
な
か
そ
の
費
用
の
捻
出
が
む

つ
か
し
い
ら
し
い
。
例

に
洩

れ
ず

こ
こ

の
二
三
の
台
座
に
も
、

い
か
に
も
素
人
細
工
の
そ
の
場
凌
ぎ
の
修
繕

が
施
し
て
あ

っ

て
寂
し
い
思
い
が
し
た
。
稲
村
山
城
主
で
あ

っ
た
田
坂
氏
の
祈
願
所
と

い
う
善
根
寺

っ
て
、
き

っ
と
大
き
い
立
派

な
寺
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
呪
わ
し
い
戦
火
や
、
阿
鼻
叫

喚
の
洪
水
も
、
今
は
黙
し
て
語
ら
ぬ
仏
像
群

に
、
私
も
黙

っ
て
静

か
に
目
礼
す
る
の

み
で
急

い
で
バ
ス
の
客
と
な

っ
た
。

湖
東
三
山
の
真
中

の
寺

と
し
て
有
名
な
金
剛
輪
寺

に
参

る
事
が
出
来
た
。
聖
武
天

皇

の
勅
願
で
、
行
基
が
七
四

一
年

に
開
山
し
た
千
古

の
名
刹
は
、
観
光
客

で
大
変
賑

わ

っ
て
い
た
。
移
し

い
コ
ピ
ー
の
水
子
地
蔵
を
左
右

に
見
て
、

「
寺

は
ど
う
し
て
こ

う
高

い
所

へ
建
て
た
が
る
の
だ
ろ
う

」
と
、

ぼ
や
き
な
が
ら
石
段
を

フ
ー
フ
ー
と
登

っ
て
い
く
。
薄
暗

い
内
陣

の
高

い
天
丼

や
太

い
柱
は
、
蜜
教
修
法

の
護
摩

で
真
黒
に

煤
け
て
い
る
。
沢
山
の
仏
像

の
中

で
、
来
迎
印
を
結

ぶ
半
丈
六
の
阿
弥
陀
如
来
は
、

浄
土
信
仰
が
普
く
浸
透
し
た
平
安
時
代
末
期
の
作
品
ら
し
く
、
そ
の
螺
髪
も
美

し
く
、
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落
ち
着
い
た
そ
の
お
顔
は
と
り
わ
け
端
正
だ
っ
た
。
両
足
の
間
に
重
れ
た
衣
紋
の
重

な
り
が
、
ま
る
で
今
様
の
フ
リ
ル
風
に
見
え
て
興
味
を
そ
ゝ
っ
た
。
光
背
は
板
光
背

に
彩
色
を
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
塗
り
替
え
て
も
い
な
い
、
補
正
も
し
て
い
な
い

像
に
は
、
そ
こ
は
か
と
な
い
魅
力
が
感
じ
ら
れ
て
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
貯
ん

で
い
た
い
気
が
す
る
。
体
内
の
墨
書
銘
か
ら
、
大
仏
師
近
江
国
の
講
師
経
円
が
造
像

し
て
四
年
の
歳
月
を
費
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
微
か
な
曲
線

を
見
せ
た
額
の
螺
髪
と
、
フ
リ
ル
風
の
衣
文
と
に
、
仏
師
経
電
の
個
性
を
ち
ら
つ
か

せ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

滋
賀
県
栗
東
町
荒
張
部
落
の
外
れ
に
、
金
胎
寺
と
い
う
鰺
か
な
里
寺
が
あ
る
。

書
の
美
し
い
な
だ
ら
か
な
石
段
を
登
る
と
、
も
う
そ
こ
は
本
堂
で
、
そ
の
前
に
は
小

さ
な
花
々
が
控
え
目
に
咲
い
て
い
る
。
天
智
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
大
和
国

（奈
良

県
）
高
市
郡
に
建
立
さ
れ
た
大
久
保
寺
が
そ
の
前
身
で
、
平
安
時
代
の
半
ば
に
、
僧

蓮
秀
が
衰
退
し
た
寺
を
再
輿
し
た
。
寛
文
二
年

（
一
六
六
三
）
に
現
在
地
に
移

っ
て

金
陰
寺
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
半
丈
六
の
こ
の
阿
弥
陀
難
来
の
特
長
は
裳
懸
座
で

あ
る
こ
と
、
そ
の
上
三
尊

一
具
で
残
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
三
尊
を
守
る
持

墨
天
、
増
長
天
も
進
し
い
姿
で
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
擁
は
大
変
珍
し
い
。
住
職

の
議
で
は
、
当
時
は
勿
論
四
天
玉
揃

っ
て
い
た
と
思
う
が
、
兵
火
若
し
く
は
、
度
々

の
移
転
で
二
体
が
無
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
阿
弥
陀
如
来
の
穏

や
か
な
そ
の
面
相
は
定
朝
様
の
典
型
的
な
作
例
で
、
裳
の
裾
の
下
側
は
華
足
、
下
敷

藤
子
ま
で
よ
く
見
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
裳
懸
座
と
雖
も
、
下
か
ら
六
重
ま
で
は
元

来
の
台
座
同
様
で
、
義
風
の
美
事
な
意
匿
を
心
ゆ
く
ま
で
表
現
し
て
い
る
か
ら
豪
華

で
実
に
素
晴
し
い
。
無
来
も
二
脇
侍
も
殆
ん
ど
金
色
が
残

っ
て
い
な
い
。
強
い
て
言

え
ば
自
肇
と
目
尻
に
は
ん
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
残

っ
て
い
る
程
度
で
、
漆
黒
と
い
う
言
葉

が
ぴ
っ
た
り
。
二
脇
侍
の
腰
の
ひ
ね
り
の
線
も
、
可
愛
い
く
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い

て
、
ふ
と
薬
師
寺
の
二
蓄
薩
の
姿
も
浮
か
ん
で
来
た
。
じ
っ
と
饉
て
い
る
と
歳
月
の

重
み
が
決
く
感
じ
ら
れ
、
堂
内
に
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
た
。
私

像
に
比
較
し
て
、
唐
草
文
様
の
中
に
小
仏
十

一
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
印
相
で
浮
彫
り

に
さ
れ
て
い
る
飛
天
光
背

の
金
色
が
割
合
鮮
や
か
な
の
で
住
穣
に
聞
い
て
み
た
。

話
に
よ
る
と
、
文
化
財
と
し
て
指
定
を
受
け
た
昭
和
三
年
四
月
に
光
背
の

一
部
を
修

繕
し
、
そ
の
時
に
塗
り
替
え
た
ら
し
い
こ
と
、
同
時
に
体
内
か
ら
墨
書
銘
が
発
見
さ

れ
た
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
早
速
無
理
を
言

っ
て
胆
内
記
の
写
し
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
。
そ
れ
に
は
四
十
名
ほ
ど
の
奉
加
助
成
の
名
が
連
ね
て
あ

っ
た
。
約
半
分
は
僧
で

あ
り
、
そ
の
中
に
秀
の
字
の
つ
く
名
が
三
、
医
名
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ

は
蓮
秀
の
縁
に
つ
な
が
る
僧
達
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
し
て
み
る
。
あ
と
の
半
分

に
は
藤
際
、
清
原
、
業
、
物
部
等
の
姓
が
見
え
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
永
治
二
年

（
一

一
四
二
）
に
造
立
さ
れ
た
事
が
分
か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
仏
師
の
名
は
見
当
た
ら
な

い
。
製
作
年
代
や
奉
加
名
ま
で
明
ら
か
に
し
て
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
仏
師
の
名
を

堂
々
と
書
き
入
れ
な
か
っ
た
の
か
と
疑
間
に
思
う
。
こ
の
寺
の
種
岡
住
職
は
、
躍
穣

二
十
七
年
大
正
大
学
卒
業
、
同
二
十
八
年
に
、
小
さ
め
の
日
少
し
ゆ
っ
く
ら
し
た
頬

の
こ
の
阿
弥
陀
さ
ん
に
惚
れ
て
晋
山
し
た
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
ｃ
勿
論
初
対
面
で
あ

る
の
に
、
じ
っ
く
り
お
議
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
と
て
も
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
、
以

前
か
ら
お
会
い
し
て
い
た
よ
う
な
気
さ
え
す
る
。
折
を
見
て
是
非
ま
た
こ
の
静
か
な

寺
を
訪
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

塩
飽
擁
会
の
船
の
中
で
神
谷
先
生
か
ら
「
今
か
ら
行
く
島
に
も
定
朝
様
が
あ
る
ん
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で
す
よ

」
と
聞
か
さ
れ
て
、
思

い
も
か
け
ぬ
話

に
瞬
間
胸
の
踊
る
思

い
が
し
た
。

台
座

の
説
明
を
延
々
と
聞
か
せ
る
住
職

に
「
も
う
そ
の
辺
で
よ
ろ
し
い
か
ら
早
く
観

せ
て
下
さ
い
」
と
、
叫
び
た
い
衝
動
を
じ

っ
と
押
さ
え
て
耐
え
て
い
た
。
き

っ
と
難

し
い
顔
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
宝
蔵
庫
に
足
を
踏

み
入
れ
る
な
り
、

「
あ

っ
惜
し
い
」
と
思

っ
た
。
そ
れ
は

一
日

で
、
後

の
時
代

に
ひ

っ
つ
け
た
輪
光
背
を
見

た
か
ら
。
し
か
も
そ
れ
が
後

の
板
壁

に
ペ
タ

ッ
と
張
り

つ
い
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
。

宝
相
華
文

の
中

で
、
泳
ぐ
よ
う
に
舞
う
飛
天

の
立
派
な
光
背
を
想
像
し
て
い
た
私
は
、

ち
ょ
っ
ぴ
り
気
落
ち
し
た
。

で
も
嬉
し
い
の
は
仏
像
は
さ
す
が
定
朝
様
、
当
時

の
貴

族
達
を
魅
了
し
て
や
ま
な
か
っ
た
典
雅
で
た
ぐ

い
な
い
調
和

の
美
を
、

こ
ん
な
小
島

に
見

つ
け
る
事
が
出
来
た
の
だ
か
ら
。
健
康
な
人
も
、
病
め
る
人
も
、

み
ん
な
温
く

包
み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
薬
師
如
来

の
ほ
の
か
な
抑
揚

に
、

「
お
会

い
出
来
ま
し

た
ね

」
と
、
声
し
た
く
な
る
ひ
と

ゝ
き
で
あ

っ
た

京
都

の
万
寿
寺
通
り
の

一
つ
北
側
の
通
り
が
松
原
通
り
で
あ
る
。
建
仁
寺

の
塔
頭

で
あ
る
珍
皇
寺
は
こ
の
通
り
に
あ

っ
て
、
八
月
七
日
か
ら
十
日
ま
で
の
四
日
間
は
、

六
道
参
り
の
人
達
で
大
変

な
賑
わ

い
を
見
せ
る
と
聞

い
て
い
る
。
切
子
燈
籠
や
槙
を

売
る
店
、
そ
の
他
の
屋
台
店

の
間
を
、
縫
う
よ
う
に
し
て
通
る
鐘
や
太
鼓

の
物
凄

い

群
が
、
精
霊

の
迎

い
鐘
を
頼
り
に
松
原
坂
を
ゆ

っ
く
り
上

っ
て
ゆ
く
、
そ
の
有
様
を

見
て
い
る
だ
け
で
も
楽
し
い
そ
う
で
あ
る
。
門
を
入
る
と
右
側
に
小
野
笙
と
閻
魔
さ

ん
を
安
置
し
た
堂
が
あ

っ
た
。
小
格
子

の
間
か
ら
覗

い
て
み
る
と
、
堂
は
長
身
で
な

か
な
か
ハ
ン
サ
ム
。
間
魔
様
は
い
つ
ど
こ
で
見

て
も
同
じ
あ
の
恐
し
い
顔
。
境
内
は

一肩
張

っ
た
よ
う
な
た
ゝ
ず
ま
い
は
全
然
な
く
、

い
か
に
も
庶
民
的

な
寺

で
あ

っ
た
。

こ
の
寺

は
孟
蘭
盆
に
突
如
と
し
て
人
が
集
ま
る
と
い
う
故

か
、
私

の
行

っ
た
日
は
住

職
も
、
寺

の
監
理
人

も
居
ら
ず
、
定
朝
様

の
阿
弥
陀
如
来
も
、
宣
が
冥
府
と
の
往
還

に
出
入
り
し
た
と
い
う
伝
説

の
井
戸
も
、
残
念
な
が
ら
観
る
こ
と
は
出
来

な
か
っ
た
。

京
都

の
夏
は
極

め
て
暑

い
。
人

一
倍
暑
が
り
屋
の
私

は
、
再
び
珍
皇
寺
を
訪

れ
る
事

は
な
い
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
老
婆
が
の
ん
び
り
と
孫

の
守
り
を
し
て
い
た
、
あ
の

魂
の
故
郷
み
た
い
な
寺

に
、
定
朝
様
式
を
忠
実

に
踏
襲
し
た
作
品
の
あ
る
事
を
信
じ

て
、
そ
の
姿
を
勝
手

に
造
り
上
げ
て
想
像
す
る
こ
と
に
し
た
。
本
堂
脇

の
ユ
ニ
ー
ク

な
鐘
楼

の
鐘
を
撞

い
て
、
鳥
辺
野

の
煙
と
化
し
た
人
達

の
回
向
の
真
似
事

で
も
出
来

た
の
だ
か
ら
と
、
負
け
惜
し
み
を
暖
め
な
が
ら
空
振
り
に
終
わ

っ
た
珍
皇
寺

を
後
に

し
た
。

京
都
山
科

に
あ
る
小
野
随
心
院

の
境
内
地

の
四
季
は
、
お
り
お
り
の
樹
々
や
花
々

が
美
し
い
。
先
日
訪

れ
た
の
は
、
さ

つ
き
が
そ
れ
ぞ

れ
の
美
し
さ
を
競

っ
て
い
る
時

だ

っ
た
。
創
建
は
空
海

の
弟
子
仁
海
が
、　
一
条
天
皇

（
九
九

一
）
か
ら
こ
の
地
を
賜

っ
た
時

で
あ

っ
て
、
祈
雨

の
効
験
あ
ら
た
か
で
知
ら
れ
た
寺

で
あ
る
。
そ
の
後
堀
河

天
皇

よ
り
門
跡

の
宣
旨
を
賜
り
そ
れ
以
来
随
心
院
門
跡
と
な
っ
た
と
か
。
小
野
小
町

の
屋
敷
跡
、
化
粧
井
戸
、
深
草
少
将
百
夜
通
い
の
道
、
庭
園
、
玄
関
、
総
門
、
庫
裡
、

書
院
、
能

の
間
等

へ
大
勢

の
観
光
客
が
ひ
し
め
い
て
い
る
時
、
私
達
夫
婦

は
そ
の
狂

騒
か
ら
逃

れ
、
僅
か
な
隙
間

に
あ
る
静
か
な
刻
を
見

つ
け
て
本
堂

に
座
す
事
が
出
来

た
。
七
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
像
は
、
沢
山
の
時
代
を
経

て
き
た
証
に
漆
黒
を
見
せ
て

い
る
。
随
分
離

れ
た
場
所

に
ロ
ー
プ
が
張

っ
て
あ
る
。
そ
れ
よ
り
少
し
で
も
上
半
身

を
乗
り
出
そ
う
も
の
な
ら
、
び

っ
く
り
す
る
よ
う
な
音
で
ベ
ル
が
鳴

る
の
で
あ
ま
り

細
部
ま
で
観
る
事
が
出
来
な
い
。
小
野
小
町
が
自
分

へ
の
ラ
ブ

レ
タ
ー
を
貼

っ
て
造

っ
た
と

い
う
文
張
地
蔵

の
横

に
、
私

の
目
指
す
阿
弥
陀
如
来
が
あ

っ
た
。
輪
相
光
背
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だ
け
の
つ
つ
ま
し
い
像
で
あ
っ
た
が
、
平
安
後
期
の
作
品
と
あ
っ
て
矢
張
り
こ
こ
も

金
色
は
全
然
見
当
ら
な
い
。
深
い
思
索
を
経
た
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
静
か
な

面
相
と
、
そ
の
半
眼
に
は
な
に
か
神
秘
性
を
湛
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な

か
っ
た
。

二
滝
寺

へ
阿
弥
陀
如
来
を
拝
鶴
し
た
い
旨
の
電
話
を
入
れ
た
。

「
十

一
月
の
法
会

の
時
だ
け
で
、
平
常
は
お
断
り
し
て
い
ま
す
」
と
の
返
事
．
置
い
た
受
話
器
の
上
に

私
は
悪
わ
ず

「
ケ
チ
ン
ポ
」
と
、
浴
び
せ
か
け
た
。
県
内
だ
か
ら
い
つ
で
も
行
け
る

と
思
い
込
ん
で
い
た
自
分
の
迂
濶
さ
と
、
折
角
の
楽
し
み
に
、
平
手
打
ち
を
食
わ
さ

れ
た
腹
立
ち
が
交
錯
し
た
、
ま
る
で
駄
々
っ
子
の
よ
う
な
咄
瑳
の
自
分
の
言
葉
に
、

ひ
と
り
苦
笑
し
た
。

福
島
県
の
自
水
阿
弥
陀
堂
。
大
分
県
の
富
貴
寺
。
真
木
大
堂
、
宇
佐
大
楽
寺
等
々
、

直
接
中
央
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
寺
々
は
勿
論
の
こ
と
、
京
都
の

東
福
寺

（
万
寿
寺
阿
弥
陀
）
、
三
千
院
、
広
島
県
の
三
滝
寺
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
私
の

宿
題
は
残
っ
て
い
る
が
持
ち
時
間
の
許
す
限
り
、
ち
ぎ
れ
ら
ぎ
れ
の
旅
路
を
重
ね
て

ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

難
来
が
如
来
で
あ
る
た
め
の
権
は
、
三
十
二
相
八
十
種
好
も
あ
る
と
い
う
か
ら
、
有

名
で
な
い
寺
に
あ
る
仏
像
に
も
目
を
向
け
、
寺

の
来
し
方
の
と
き
ど
き
の
財
政
状
況

や
、
災
害
や
、
又
修
復
さ
え
も
大
っ
ぴ
ら
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
の
背
景
な
ど
も

頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
の
作
品
を
正
し
く
観
る
観
察
眼
を
大
い
に
養
わ
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
る
。

政
治
や
仏
教
や
文
化
は
時
代
と
共
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
進
物
界
に
於
け

る
様
式
も
大
き
く
変
遷
を
見
せ
る
の
は
当
然
と
書
え
ば
当
然
で
あ
る
。
で
も
定
朝
様

に
ぞ

っ
こ
ん
参

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
素
人
の
私
の
眼
に
は
、
飛
鳥
期
の
仏
像
は
面
長

過
ぎ
、
首
は
茶
筒
を
ひ
っ
つ
け
た
様
に
映
る
。
天
平
期
の
も
の
は
形
式
に
こ
だ
わ
り

過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
延
暦
、
弘
仁
期
の
仏
像
は
概
し
て
胸
の
肉
は
盛
り
過
ぎ

目
は
大
き
く
唇
は
厚
過
ぎ
る
感
が
あ
る
。
天
長
、
承
和
期
の
眉
や
唇
の
線
は
梢
不
自

然
で
は
な
い
か
し
ら
と
思
い
、
足
先
や
纏
等
に
神
経
を
使
い
過
ぎ
て
は
い
な
い
か
と

ど
う
も
気
に
な
る
。
貞
観
期
の
堂
々
た
る
体
駆
か
ら
は
、
か
え
っ
て
い
か
つ
さ
を
覚

え
、
な
に
か
し
ら
威
圧
さ
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
上
翻
波
式
衣
紋
の
深
き
、
く

ど
さ
が
圏
立

つ
よ
う
で
あ
る
。
と
は
言

っ
て
も
、
こ
れ
等
前
期
の
仏
像
に
も
、
宗
教

の
も
つ
美
術
的
表
現
の
意
味
は
充
分
彫
り
込
ま
れ
で
あ
り
、
仏
で
あ
る
事
に
い
さ
さ

か
も
変
り
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
前
に
作

っ
た
時
、
極
く
自
然
に
頭
の
下
が
る
悪
い

は
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
。

定
朝
は
十

一
世
紀
に
活
躍
し
た
仏
師
で
、
仏
師
と
し
て
は
始
め
て
僧
綱
の

一
つ
で

あ
る
法
橋
と
い
う
位
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
三
会

（御
斎
会
、
景
勝
会
、
維
摩
会
）

の
講
師
を
無
事
務
め
た
学
識
の
高
い
僧
に
与
え
ら
れ
る
位
で
、
法
印
、
法
眼
、
法
橋

の
三
段
階
に
分
か
れ
る
。
定
義
の
父
康
尚
も
功
績
は
あ
っ
た
が
遂
に
講
師
止
ま
り
で

終
わ
っ
た
と
か
。
造
仏
だ
け
で
な
く
、
仏
教
な
る
学
問
も
大
い
に
学
ん
で
身
に
つ
け

た
も
の
と
思
う
。
寺
の
中
に
あ
る
造
仏
所
か
ら
、
寺
を
離
れ
て
従
弟
鰹
度
の
工
房

（仏
所
）
を
構
え
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
仏
師
定
朝
の
人
間
と
続
が

高
く
評
価
さ
れ
認
め
ら
れ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
当
時
の
貴
族
の
日
記
に
よ
る
と
、

定
朝
の
指
揮
の
下
に
大
仏
師
二
十
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
五
名
づ
つ
の
弟
子
を
従
え
、
造

仏
を
始
め
て
か
ら
二
十
五
日
め
に
二
十
七
体
の
仏
像
を
納
め
た
。
と
書
い
て
あ
っ
た

と
い
う
か
ら
、
恐
ら
く
分
準
と
い
う
形
で
能
率
を
上
げ
、
技
術
釣
に
も
随
分
合
涯
化
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さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
大
集
団
を
誇
る
工
房
内
の
仕
事
ぶ
り
に
は
、
す
さ
ま
じ

い
ば
か
り
の
気
塊
が
満
ち
満
ち
て
い
た
事
だ
ろ
う
。
な
に
人
を
も
包
み
込
ま
ず
に
は

お
れ
な
い
、
そ
こ
は
か
と
な
い
優
し
い
表
情
、
静
か
に
流
れ
る
衣
紋
、
流
麗
な
る
全

体
の
姿
、
そ
れ
ら
美

へ
の
追
究
と
、
浄
土

へ
の
憧
れ
が
、
よ
り
強
く
よ
り
大
き
く
、

定
朝
の
腕
に
響
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
全
身
で
打
ち
込
む
槌
の
音
に
は
魂
の
響
が
脹

り
、
飛
び
散
る
汗
は
き
っ
と
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
い
た
と
思
う
。
全
霊
を
傾
け
て
刻
み

込
む
の
み
に
は
、
研
ざ
す
ま
さ
れ
た
神
経
の
音
が
聞
こ
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仕
事
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
し
わ
ぶ
き
も
許
さ
れ
ぬ
厳
し
い
刻
も
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
大
仏
師
を
含
む
弟
子
達
は
、
造
仏
に
全
神
経
を
傾
注
す
る
真
摯
な
師
匠
の
姿

に
、
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
鍛
練
の
有
意
議
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

識
る
由
も
な
い
当
時
の
工
一房
内
を
、
私
は
好
き
な
よ
う
に
想
像
展
開
し
、
日
本
彫
刻

史
上
の
名
工
と
話
わ
れ
た
定
朝
の
、
そ
の
人
柄
ま
で
素
晴
し
く
描
き
上
げ
、
識
ら
ず

識
ら
ず
自
分
勝
手
な
方
向

へ
遅
し
く
育
て
ゝ
い
た
の
で
あ
る
。

万
寿
四
年

（
一
〇
二
七
）
藤
原
道
長
が
、
無
量
寿
院
で
定
朝
作
の
阿
弥
陀
如
来
の

手
に
結
ば
れ
た
糸
の
端
を
握
り
な
が
ら
、
六
十
二
才
の
命
を
閉
じ
た
話
は
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
る
。
円
満
具
足
の
相
好
と
柔
和
な
容
姿
は
、

「
尊
容
満
月
の
如
し
」
と
、

謡
わ
れ
て
、
穏
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
そ
の
作
品
は
、
当
時
の
宮
廷
や
貴
族
達
の
心
を
、

余
す
と
こ
ろ
な
く
捉
え
て
離
さ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
以
来
造
仏
を

一
手
に

引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
時
代
と
共
に
造
仏
材
料
も
変

っ
て
ゆ

き
、
金
銅
像
か
ら
乾
漆
像
。
塑
像
、
木
像

（
一
本
造
り
、
寄
木
造
り
）
と
な
る
が
、

定
朝
は
こ
の
寄
木
造
り
の
完
成
者
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
作
品
が
あ
ま
ね
く

愛
さ
れ
た
の
は
、
勿
論
外
面
的
の
こ
と
が

一
番
で
あ
る
が
、
胎
内
を
奇
麗
に
内
剖
り

し
て
い
て
、
材
は
割
合
薄
く
造

っ
て
あ
る
か
ら
、
重
量
の
面
で
も
従
来

の
仏
像
よ
り

随
分
改
良
さ
れ
、
持
ち
運
び
に
便
利
だ

っ
た
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
優
秀

な
仏
師
を
大
勢
育

て
ゝ
抱

え
て
い
た
ら
し
い
し
、
抜
き
ん
で

た
統
率
力

に
よ
る
分
業

に
よ

っ
て
、
短
時
日
で
注
文

に
応
じ
た
事
も
、
大
き
い
魅
力

で
あ

っ
た
か
も
知

れ
な
い
。

こ
の
定
朝
仏

の
様
式
は
、
以
後
広
く
造
仏
界
を
支
配
す
る
如
来
像

の
規
範
と
な
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
貴
族
達
の
注
文

に
応
じ
た
仏
師
達
は
、
競

っ
て
定
朝
様

を
見
習

っ
た
と
い
う
。
仏
師
院
朝
は
、
参
考

に
す
る
た
め
、
定
朝
作
の
寸
法
を

一
日

が
か
り
で
約
七
十
ケ
所

に
わ
た
り
詳
し
く
採
寸
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

定
朝
は
天
喜
五
年

（
一
〇
五
七
）

に
亡
く
な
る
が
、
そ
の
後
八
十
年
を
経
過
し
た
後

も
依
然
と
し
て
仏
像

の
基
準

に
な

っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
仏
師
達
が
如
何
に
模
倣

し
よ
う
と
努
力
し
た
か
が
伺
え
る
。
寺

か
ら
離

れ
て
仏
所
を
構
え
た
定
朝
を
祖
と
し

て
、
以
後
そ
の
弟
子
達
の
代

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
独
立
し
た
仏
所

に
分
か
れ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
こ
で
は
集
団
に
よ
る
分
業

で
大
量
生
産
的
な
態
勢
が
と
ら

れ
て
い
た

と
思
う
。
所
在
地

に
よ
っ
て
七
条
仏
所

（慶
派
）
。
七
条
大
宮
仏
所

（院
派
）
。

三
条
仏
所

（
円
派
）
な
ど
と
呼
ば

れ
、
定
朝

の
弟
子
で
三
条
仏
所
を
開

い
た
長
勢
は
、

広
隆
寺

の
十

二
神
将
を
残
し
て
お
り
、
円
勢
は
法
金
剛
院

の
阿
弥
陀
如
来
五
体
と
不

動
明
王

一
体
を
造

っ
て
い
る
。
賢
円
は
安
楽
寿
院

の
阿
弥
陀
如
来
を
残
し
、
法
金
剛

院

の

一
字
金
輪
像

一
体
と
、
法
勝
寺

の
阿
弥
陀
如
来
九
体
を
造

っ
て
い
る
。
明
円
は

大
覚
寺

の
五
大
明
王
像
を
残
し
て
い
る
。
七
条
大
宮
仏
所
の
院
覚
は
法
金
剛
院

の
大

日
如
来

一
体
を
造
り
、
阿
弥
陀
如
来

一
体
を
残
し
て
い
る
。

鎌
倉
時
代

に
入
り
、
定
朝

の
直
系
で
あ
る
康
慶
、
運
慶
等
が
現
れ
、
新
し
く
創
り
出
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し
た
様
式

に
よ
っ
て
定
朝
様

の
穏
や
か
で
優
雅
な
尊
容
は
次
第

に
姿
を
消
し
、
日
本

彫
刻
史
は
徐
々
に
移
行
し
な
が
ら
、
又
新
し
い
時
代

の
幕
を
開
け
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

康
助
―
―
―

康
尚
―
―
―
定
朝

（
六
条
万
里

小
路
仏
所
）

運
慶

助 賀 勝 弁 運 慶
定

円

―
―
―

康
円

―
―
―
康
俊
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