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前
述
し
た
様
に
東
大
寺
で
は
着
々
と
大
仏
の
修
営
が
進
め
ら
れ
て
い
る
間
に
、

興
福
寺
の
復
興
は
多
く
の
曲
折
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
無
論

東
大
寺
の
造
営
は
官
営
で
あ
り
、
大
勧
進
重
書
上
人
の
活
躍
、
あ
る
い
は
頼
朝
、

秀
平
な
ど
の
寄
進
も
少
く
な
く
、
言
わ
ば
国
を
挙
げ
て
の
造
営
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
が
、
興
福
寺
は
如
何
に
そ
の
権
勢
を
誇
っ
て
も
、
所
詮
は
藤
氏
一
門
の
野
寺
に

過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
の
事
情
は
又
全
く
違
っ
た
も
の
が
あ
る
。
興

福
寺
の
再
興
造
営
は
、
か
の
大
火
の
あ
と
半
年
後
の
治
承
五
年
六
月
十
二
日
に
は

金
堂
以
下
を
公
家
の
沙
汰
で
、
講
堂
、
南
円
堂
は
氏
長
者
が
、
食
堂
は
寺
家
側
が

造
営
す
る
案
が
出
て
い
る
こ
と
が
玉
葉
に
見
ら
れ
、
墨
東
金
堂
の
造
営
も
寺
家
側

の
負
担
で
行
わ
れ
て
お
り
（
玉
葉
元
暦
二
年
六
月
廿
八
日
）
恐
ら
く
西
金
堂
も
こ
れ

と
同
様
に
寺
家
の
沙
汰
に
よ
っ
て
造
営
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

興
福
寺
で
は
と
に
角
十
月
十
六
日
の
鎌
足
の
忌
日
に
毎
年
修
さ
れ
る
維
摩
会
だ
け

は
何
と
し
て
も
寺
内
で
修
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
関
係
も
あ
っ
て
、
ま
つ
講
堂
の
造
営
を

急
い
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
堂
の
造
営
に
公
家
側
は
大
極
殿
用
の
材
木
を
流
用
し

て
、
こ
れ
に
充
て
よ
う
と
苦
肉
の
計
を
立
て
た
が
、
こ
の
こ
と
は
公
私
混
同
も
甚
だ

し
い
と
問
題
に
さ
れ
て
計
画
は
中
止
さ
れ
、
遂
に
講
堂
は
年
内
に
は
出
来
な
い
こ

と
と
な
る
。
（
玉
葉
治
承
五
年
八
月
廿
日
）
、
そ
こ
で
こ
の
講
堂
の
代
り
に
食
堂
の

造
営
を
急
い
で
、
九
月
十
三
日
ご
ろ
は
近
く
落
成
す
る
段
階
に
迄
漕
ぎ
つ
け
た
様

で
、
十
月
十
六
日
の
維
摩
会
に
は
未
だ
完
成
し
て
い
な
い
食
堂
で
、
新
造
の
阿
弥

陀
像
を
中
心
に
禅
定
院
か
ら
雄
琴
、
文
殊
菩
薩
、
四
天
王
嫁
を
、
往
生
院
か
ら
観

音
、
勢
至
両
菩
薩
像
を
渡
し
て
、
と
に
角
形
だ
け
は
一
応
揃
え
て
維
摩
会
を
修
し

た
の
で
あ
っ
た
。
翌
年
の
維
摩
会
に
は
こ
の
阿
弥
陀
像
の
脇
侍
か
何
か
に
新
造
の

像
が
加
え
ら
れ
た
ら
し
く
、
玉
葉
の
寿
永
元
年
十
月
一
日
の
条
に
は
「
今
日
奉
γ

渡
一
一
興
福
寺
講
堂
仏
於
南
京
」
と
あ
り
、
更
に
四
年
後
の
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）

十
月
九
日
に
な
っ
て
、
皇
尊
作
の
講
堂
二
菩
薩
像
を
京
都
か
ら
送
る
と
と
も
に
、

講
堂
の
造
営
も
よ
う
や
く
こ
の
頃
完
成
を
見
た
も
の
ら
し
く
、
九
躯
の
像
を
食
堂

か
ら
講
堂
に
移
し
て
い
る
。
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こ
の
様
に
公
家
側
が
費
用
を
も
つ
黒
黒
の
再
興
が
瀬
々
進
ん
で
い
な
い
間
に
、

寺
側
で
造
営
す
る
西
金
堂
が
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
十
二
月
ご
ろ
に
は
完
成
を
見

た
ら
し
く
、
流
記
に
は
「
十
二
月
廿
二
日
十
一
面
観
音
奉
移
西
金
堂
」
と
記
し
て

あ
る
。
」
同
様
に
東
金
堂
の
造
営
も
翌
年
の
元
暦
二
年
（
二
八
五
）
六
月
ご
ろ
迄
に

は
完
成
し
て
い
て
、
玉
葉
の
同
月
廿
八
日
の
条
に
は
諸
経
の
許
に
興
福
寺
所
司
が

牒
状
を
持
参
し
て
、
東
金
堂
は
寺
家
の
経
営
で
造
り
了
え
た
が
、
造
仏
に
は
そ
の

力
及
び
難
い
の
で
、
氏
公
家
、
受
領
等
を
勧
進
し
て
そ
の
費
用
を
集
め
よ
う
と
し

て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
東
金
堂
宇
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
に
下
向
し
て
い
る

成
朝
の
こ
と
が
関
係
し
て
来
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
東
金
堂
の
造
仏
に
つ
い
て
は
、

前
々
か
ら
成
朝
に
受
持
た
せ
る
様
な
話
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
勧

進
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
様
に
経
済
的
に
苦
し
い
状
態
に
あ
っ
た
寺
家
で
は
、
結
局

は
こ
の
造
仏
を
公
家
側
で
負
担
す
る
様
に
働
き
か
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
文
治
二
年
八
月
三
日
の
玉
葉
に
は
東
金
観
仏
を
八
月
九
日
よ
り
法
成

寺
中
薬
師
堂
を
仏
所
と
し
て
始
め
る
話
が
出
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
す
る
と
旨
旨
に

代
っ
て
院
性
が
造
仏
に
あ
た
る
事
情
な
ど
も
ほ
ぼ
理
解
出
来
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

公
家
側
で
の
造
仏
も
一
向
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
ら
し
く
、
翌
文
治
三
年
（
二

八
七
）
三
月
九
日
に
は
東
金
堂
衆
が
大
挙
し
て
、
当
時
仁
和
寺
皆
労
で
あ
っ
た
山

田
寺
か
ら
、
金
銅
の
薬
師
三
尊
像
を
奪
取
し
て
堂
に
安
置
し
て
了
う
が
、
こ
れ

は
恐
ら
く
一
向
に
捗
ら
ぬ
公
家
の
沙
汰
に
業
を
に
や
し
た
挙
句
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
年
の
七
月
十
三
日
に
は
よ
う
や
く
南
大
門
の
棟
上
げ
が
行
わ
れ
、
年
末

に
は
南
門
衛
の
仏
像
の
御
衣
木
の
こ
と
が
話
題
と
き
れ
る
様
に
な
る
。
（
玉
葉
文

治
三
年
＋
二
月
廿
五
日
）
そ
う
し
て
翌
文
治
四
年
正
月
廿
九
日
に
は
金
堂
、
南
円
堂

の
棟
上
げ
が
行
わ
れ
、
こ
こ
に
興
福
寺
の
造
営
は
に
わ
か
に
活
気
づ
く
か
に
見
え

た
の
で
あ
る
が
、
二
月
十
九
日
に
は
、
藤
原
の
一
門
　
内
大
臣
良
通
が
急
逝
す
る
と

云
う
兼
実
一
家
の
大
事
が
起
り
、
造
寺
の
沙
汰
も
こ
こ
で
叉
延
引
を
来
す
が
、
や

っ
と
六
月
十
八
日
に
最
勝
金
剛
院
で
南
円
堂
の
不
空
電
索
観
音
、
四
天
王
、
法
相

六
祖
像
な
ど
が
康
慶
を
大
仏
師
と
し
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
南
円
堂
の
造
仏

が
そ
の
後
如
何
な
る
経
過
を
た
ど
っ
て
完
成
さ
れ
た
か
は
、
明
か
で
は
な
い
が
、

（
殊
に
そ
の
四
天
王
寺
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
）
毎
年
九
月
三
十
日
か
ら
長
岡

右
大
臣
す
な
わ
ち
藤
原
内
麻
呂
の
忌
日
に
あ
た
る
十
月
六
日
に
か
け
て
南
円
堂
で

修
さ
れ
る
法
華
会
に
問
に
合
う
様
に
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
兼
実
が
病

気
を
す
る
こ
と
か
、
上
西
門
院
の
崩
御
な
ど
色
々
の
故
障
が
あ
っ
て
、
予
定
よ
り

一
年
お
く
れ
た
文
治
五
年
八
月
廿
七
日
に
開
眼
さ
れ
、
廿
八
日
に
堂
に
渡
し
て
そ

の
年
の
法
華
会
に
間
に
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
間
に
二
月
ら
の
南
円
堂
仏
の
仏
所
は
京
都
の
最
勝
金
剛
院
か
ら
興
福
寺
一

乗
院
へ
と
移
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
元
暦
二
年
七
月
九
日
の
大
地
震

に
か
な
り
い
た
ん
だ
最
勝
金
剛
院
の
堂
の
修
理
が
こ
の
頃
行
わ
れ
た
様
で
、
　
一
乗

院
の
完
成
に
伴
っ
て
文
治
四
年
の
末
か
ら
、
文
治
五
年
二
月
ご
ろ
に
か
け
て
、
同

院
純
良
隅
に
仏
所
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
へ
移
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
運
慶
も
影
野

の
も
と
で
こ
の
仏
像
を
製
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
文
治

五
年
の
三
月
廿
日
か
ら
興
福
寺
内
で
運
慶
が
大
仏
師
と
な
っ
て
浄
楽
寺
の
像
を
始

め
た
旨
の
造
像
銘
札
が
先
年
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
応
札
に
よ
る
と
「
大
仏
師

興
福
寺
内
相
応
院
勾
当
運
慶
小
仏
師
十
人
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
「
興
福
寺
内
」
の

交
字
は
彼
も
恐
ら
く
こ
の
一
乗
院
内
の
仏
所
に
あ
っ
て
、
南
円
堂
の
造
仏
の
か
た

わ
ら
、
こ
の
逸
楽
寺
像
を
製
作
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
ま
た
こ
の
泣
面
金
堂
の
本
尊
の
造
立
も
、
苦
し
い
寺
の
経
済
の
も
と
で
、
行
わ
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れ
て
い
た
様
で
、
文
治
五
年
八
月
廿
二
日
に
兼
実
か
造
寺
の
検
知
を
行
っ
た
際
に

は
、
西
金
堂
に
金
箔
を
押
さ
な
い
白
木
仏
の
ま
ま
で
こ
れ
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
玉
葉
に
記
さ
れ
て
い
て
、
兼
実
に
「
寺
家
の
沙
汰
緩
々
鰍
」
と
欺
か
せ
て
い

る
が
、
こ
の
現
在
頭
部
と
両
腕
を
残
し
て
い
る
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
も
、
こ
の
間

興
福
寺
内
に
仏
所
を
置
い
た
慶
派
の
手
に
な
る
も
の
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
興
福

寺
濫
膓
記
は
、
こ
の
像
を
運
慶
の
作
と
伝
え
て
い
る
か
、
そ
の
若
々
し
い
ひ
き
し

ま
っ
た
顔
容
の
彫
り
力
、
特
に
眉
の
線
の
隆
起
、
唇
、
顎
の
ひ
き
し
ま
っ
た
線
は

康
慶
作
の
南
円
堂
の
不
空
絹
索
観
音
に
も
見
ら
れ
な
い
新
し
い
要
素
を
含
ん
で
お

り
、
一
方
で
は
額
の
上
の
螺
髪
の
生
え
際
の
線
か
直
線
状
て
は
な
く
額
の
申
央
で

一
旦
下
る
と
言
う
謂
る
鶏
相
面
の
変
化
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
特
徴

で
あ
る
。
こ
の
螺
髪
の
生
え
際
の
線
の
こ
う
し
た
変
化
は
、
従
前
の
嫁
に
は
例
が

な
く
、
文
三
二
年
ご
ろ
と
も
考
え
ら
れ
る
伊
豆
の
願
成
就
院
の
阿
弥
陀
像
に
わ
ず

か
に
先
例
が
見
ら
れ
、
又
、
文
治
五
年
の
勾
当
運
慶
の
出
札
の
出
た
と
伝
え
ら
れ

る
浄
楽
寺
の
毘
沙
門
天
の
像
に
も
、
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
こ

れ
は
た
し
か
に
慶
派
の
生
み
出
し
た
独
自
の
ス
タ
イ
ル
て
あ
り
、
然
も
こ
の
西
金

堂
の
仏
頭
は
北
円
堂
の
弥
勒
像
と
、
円
成
寺
の
大
日
如
来
像
と
の
中
間
的
な
形
式

て
、
き
び
し
い
作
風
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
西
金
堂
の
他
の
仏
像
を
建
仁
年
間
に

こ
れ
も
運
慶
の
徒
と
思
わ
れ
る
定
慶
か
造
立
し
て
い
る
処
か
ら
す
れ
ぼ
、
こ
の
仏

頭
の
作
者
を
こ
の
頃
漸
く
大
仏
師
と
な
っ
た
運
慶
に
考
え
る
こ
と
は
極
め
て
可
能

性
の
多
い
こ
と
て
あ
る
。

　
尚
こ
の
螺
髪
の
生
え
際
の
線
が
鶏
相
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
文
治
五
年
閏

四
月
二
日
に
勧
修
寺
て
書
写
さ
れ
た
と
の
奥
書
を
有
す
る
覚
禅
抄
の
仏
部
智
光
曼

茶
羅
図
に
は
、
本
尊
の
額
の
線
か
こ
れ
と
同
じ
形
式
で
描
か
れ
て
い
る
様
て
あ

一2！一
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り
、
又
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
四
月
七
日
の
銘
を
持
つ
金
剛
峯
寺
蔵
の
仏
浬
繋
図

申
に
は
、
釈
迦
、
文
殊
な
ど
の
額
の
形
が
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

　
（
注
）
　
こ
の
蔵
相
面
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
屡
々
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。
興
福
寺
西
金
堂
本
尊

　
　
は
忠
実
に
そ
の
系
を
ひ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
文
治
五
年
と
云
う
年
の
九
月
十
五
日
に
は
、
前
述
し
た
快
慶
が
、
両
親
と

先
師
権
僧
正
及
び
自
ら
の
後
生
の
た
め
に
、
三
尺
の
弥
勒
菩
薩
嫁
を
造
立
し
て
い

る
。
こ
の
像
は
快
慶
の
署
名
の
認
め
ら
れ
る
二
十
五
躰
の
仏
像
の
申
で
は
、
最
も

早
い
作
で
あ
り
、
未
だ
快
慶
独
自
の
作
風
を
充
分
に
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
作
品
で

あ
る
。
こ
の
嫁
の
胎
内
に
経
巻
を
納
入
し
た
の
は
、
翌
文
治
六
二
三
月
八
日
ご
ろ

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
以
後
の
慶
派
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
九
月
に
興
福

寺
南
大
門
の
力
士
像
を
康
慶
に
担
当
さ
せ
よ
う
と
の
話
が
出
た
こ
と
が
玉
葉
に
見

ら
れ
、
ま
た
建
久
三
年
八
月
五
日
か
ら
快
慶
が
醍
醐
僧
正
の
勝
憲
の
発
願
に
よ
る

三
宝
院
本
尊
、
弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
始
め
、
そ
の
年
の
十
一
月
二
日
に
供
養
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
像
の
膝
裏
に
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
建
久
四
年
三
月
九
日
に

は
蓮
華
王
院
内
に
先
年
崩
御
さ
れ
た
後
白
河
法
皇
の
た
め
一
堂
を
建
立
、
供
養
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
堂
内
に
院
尊
作
の
丈
六
阿
弥
陀
三
尊
と
、
康
慶
作
の
丈

六
不
動
三
尊
と
を
安
置
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
光

明
峯
寺
金
堂
の
仏
像
を
康
慶
が
等
身
の
大
日
如
来
像
と
三
尺
の
愛
染
明
王
像
を
受

持
ち
、
三
尺
不
動
明
王
像
一
体
を
仏
師
雲
慶
が
作
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

　
こ
の
後
建
久
五
年
九
月
に
は
、
興
福
寺
の
金
堂
本
尊
（
明
円
作
）
の
開
眼
が
行

わ
れ
、
一
応
興
福
寺
の
再
興
は
こ
こ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
東
金
堂
、
西
金

堂
そ
の
他
の
諸
堂
の
仏
像
は
、
こ
の
後
も
多
く
の
人
々
の
寄
進
を
ま
っ
て
は
一
体

一
体
と
か
な
り
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
こ
の
興
福
寺
の
供
養
を
宛
か
も
待
ち
う
け
て
い
た
か
の
様
に
、
こ
の
建
久

五
年
の
十
二
月
廿
六
日
か
ら
は
、
東
大
寺
で
、
快
々
、
定
覚
の
二
人
を
大
仏
師
と

し
て
、
二
丈
三
尺
の
南
中
門
の
多
聞
、
持
国
の
二
天
像
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
約
ニ
ケ
月
半
の
ち
の
建
久
六
年
三
月
十
二
日
の
東
大
寺
供
養
の
日
に
は
完
成

さ
れ
こ
い
た
ら
し
い
か
ら
驚
く
べ
き
短
時
日
の
う
ち
に
完
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え

よ
う
。

　
慶
派
の
初
期
と
し
て
、
我
々
は
こ
の
建
久
五
年
九
月
の
興
福
寺
供
養
の
日
を
以

て
区
切
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
後
の
東
大
寺
で
の
造
仏
は
そ
の

経
過
と
言
い
、
又
造
量
と
言
い
、
又
願
主
と
し
て
武
士
が
加
わ
っ
て
来
る
こ
と
な

ど
の
諸
点
を
考
え
て
見
て
も
、
か
な
り
の
変
化
を
見
せ
て
来
る
。

　
運
慶
は
こ
の
後
、
　
（
建
久
六
年
）
大
仏
師
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
を
保
証
す

る
か
の
如
き
、
直
叙
法
眼
の
栄
に
浴
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
の
慶
派
仏
師
の

活
動
は
実
に
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
我
々
は
従
っ
て
こ
れ
以
後
の
事
蹟
を
慶

派
の
鎌
倉
新
様
形
成
の
第
二
期
と
し
て
観
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

五
　
慶
派
初
期
の
作
風
に
つ
い
て

　
前
述
し
た
様
に
、
小
論
で
は
康
慶
、
運
慶
、
快
慶
ら
の
所
謂
る
初
期
の
慶
派
の

足
跡
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
が
、
作
品
の
数
も
極
く
少
く
、
又
問
題
の
多
い
時
期
で

あ
る
が
慶
派
の
作
風
の
展
開
に
つ
い
て
一
応
の
概
観
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
先
づ
こ
の
中
で
最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
、
長
寛
二
年
の
こ
ろ
の
も
の
と
考
え
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ら
れ
る
蓮
華
王
院
本
堂
の
「
運
慶
」
の
銘
を
持
つ
千
手
観
音
立
像
一
躯
で
あ
る
。

（
注
参
照
）

こ
れ
は
千
躰
千
手
観
音
中
の
一
躰
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
ろ

の
運
慶
の
年
令
（
大
体
十
五
六
才
と
考
え
ら
れ
る
）
な
ど
の
制
約
も
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
、
所
謂
る
藤
原
末
期
の
和
様
の
か
な
り
形
式
的
な
も
の
し
か
見
ら
れ
な

い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
安
元
年
間
の
作
で
あ
る
円
成
寺
の
大
日
如
来
像
に
も
引
継

が
れ
て
い
る
。
こ
の
大
日
如
来
像
は
そ
の
姿
態
に
若
々
し
く
引
き
坐
っ
た
も
の
を

見
せ
、
そ
の
製
作
態
度
は
か
っ
て
藤
原
の
和
様
に
は
見
ら
れ
な
い
雰
囲
気
を
持
つ

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
彫
刻
の
面
構
成
は
、
後
期
の
運
慶
の
作
品
に
見
ら
れ
る

様
な
、
抑
揚
の
あ
る
自
由
な
力
強
い
刀
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
調
を

な
し
て
い
る
も
の
は
、
や
は
り
伝
統
的
な
起
伏
の
な
だ
ら
か
な
面
の
構
成
に
終
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
像
に
も
後
の
運
慶
様
、
あ
る
い
は
鎌

倉
新
様
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
手
法
的
に
は
未
だ
認
め
ら
れ
な
い
と
言
え
る
。

　
さ
て
こ
の
次
に
見
ら
れ
る
運
慶
ら
の
作
品
は
、
交
治
二
年
ご
ろ
に
造
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
伊
豆
の
願
成
就
院
の
嫁
で
あ
る
。
現
在
同
寺
に
残
る
二
枚
の
運
慶

の
聖
像
銘
札
は
毘
沙
門
、
不
動
の
胎
内
か
ら
出
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
残
る
阿
弥
陀
、
不
動
三
尊
、
毘
沙
門
天
も
、
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の

の
様
で
あ
る
。
阿
弥
陀
嫁
は
寄
木
内
耳
、
彫
眼
で
あ
り
、
螺
髪
は
荒
い
彫
り
出
し

で
、
衣
文
は
か
な
り
隆
起
も
高
く
、
慶
派
の
後
の
諸
作
品
と
通
じ
る
点
を
持
つ

が
、
顔
の
彫
り
方
に
異
色
が
あ
り
、
殊
に
そ
の
眼
は
彫
眼
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の

長
さ
が
短
か
く
、
目
尻
に
か
け
て
斜
に
吊
り
上
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
慶
福

の
作
と
し
て
考
え
る
に
し
て
も
極
め
て
異
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
今
日
迄
こ
の
像

は
、
あ
る
い
は
関
東
仏
師
の
作
で
あ
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
恐
ら
く
後
の
運
慶
の
作
品
、
東
大
寺
南
大

初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
（
二
）

門
の
金
剛
力
士
像
、
興
福
寺
北
円
堂
の
諸
縁
な
ど
に
見
ら
れ
る
様
式
が
運
慶
の
作

品
の
基
準
と
し
て
そ
の
判
断
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が

こ
う
し
た
今
日
の
運
慶
様
と
言
う
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
様
式
は
、
和
様
の
伝

統
の
中
で
育
っ
て
来
た
運
慶
が
い
き
な
り
伝
統
を
否
定
し
、
一
挙
に
し
て
そ
う
し

た
様
式
を
確
立
す
る
こ
と
が
果
し
て
可
能
な
こ
と
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
青
年
仏
師
運
慶
は
、
和
様
の
持
つ
お
だ
や
か
な
雰
囲
気

に
と
ど
ま
り
得
ぬ
、
大
き
な
時
代
の
欲
求
の
何
も
の
か
を
、
ひ
そ
か
に
身
の
内
に

感
じ
な
が
ら
、
か
の
安
元
二
年
の
大
日
如
来
像
を
刻
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
然
し

そ
こ
で
は
そ
う
し
た
鎌
倉
的
な
感
覚
を
盛
る
新
様
へ
の
端
緒
を
運
慶
は
彫
刻
の
面

構
成
と
言
う
点
か
ら
す
れ
ば
未
だ
見
出
し
て
い
な
い
様
で
あ
る
。
運
慶
に
と
っ
て

新
し
い
様
式
へ
の
転
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
恐
ら
く
は
先
づ
第
一
に
養
和
寿
永
年

間
に
大
仏
の
修
理
に
関
係
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
平
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
大

仏
の
面
の
復
旧
を
手
が
け
た
運
慶
ら
に
と
っ
て
は
、
天
平
の
写
実
が
彼
等
の
求
め

た
新
様
へ
一
つ
の
手
預
り
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
察
に
難
く
な
い
。
私

は
そ
う
言
っ
た
意
味
で
こ
の
願
成
就
院
の
像
を
、
極
め
て
荒
い
作
り
で
は
あ
る

が
、
と
に
角
写
実
と
言
う
新
し
い
方
向
へ
摸
索
を
行
っ
て
い
る
運
慶
の
過
渡
的
な

作
品
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
過
渡
的
な
作
風
と

は
こ
の
場
合
、
彼
等
の
建
久
以
後
の
作
に
見
ら
れ
る
様
な
、
内
面
に
向
っ
て
堀
り

下
げ
ら
れ
た
写
実
で
は
な
く
、
と
に
角
従
前
の
末
期
的
な
和
様
の
伝
統
か
ら
す
べ

て
を
絶
縁
し
て
何
か
新
し
く
仏
像
を
彫
り
刻
ん
で
行
こ
う
と
す
る
、
新
し
い
写
実

へ
の
摸
索
の
段
階
と
言
っ
た
極
め
て
未
整
理
な
作
風
で
も
あ
る
。
文
治
五
年
の
銘

札
の
あ
っ
た
浄
楽
寺
の
諸
像
で
は
、
こ
う
し
た
混
乱
は
か
な
り
整
理
さ
れ
て
来
て

い
る
。
衣
文
の
彫
り
も
か
な
り
隆
起
抑
揚
を
持
つ
様
に
な
り
、
本
尊
阿
弥
陀
像
の
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初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
（
二
）

顔
も
か
な
り
引
締
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
更
に
現
在
興
福
寺
に
残
る

釈
迦
の
仏
語
も
目
と
か
鼻
、
耳
な
ど
の
彫
り
方
に
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
こ

の
興
福
寺
の
釈
迦
像
は
浄
楽
寺
の
阿
弥
陀
よ
り
更
に
顔
が
ひ
き
締
っ
て
お
り
、
様

式
と
し
て
は
、
こ
の
過
渡
的
な
も
の
が
、
か
な
り
整
理
さ
れ
て
来
て
い
る
点
で
、

解
像
岩
畳
め
後
に
来
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
快
適
の
作
と
し
て
、
現
在
醍
醐
三
宝
院
に
あ
る
弥
勒
菩
薩
の
座
像
は
、
建

久
三
年
の
八
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
像
に
於

け
る
衣
紋
の
彫
り
方
は
前
述
し
た
浄
楽
寺
の
阿
弥
陀
像
と
軋
を
一
に
し
た
も
の
が

あ
る
。
こ
の
像
に
は
後
の
快
慶
の
作
品
の
様
な
一
般
に
云
わ
れ
る
意
想
弥
様
は
未

だ
出
て
い
な
い
が
、
そ
の
面
部
に
は
鋭
い
理
智
的
な
冷
た
さ
が
た
だ
よ
い
、
特
に

耳
に
は
二
子
独
自
の
豊
麗
さ
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
運
慶
と
、
門
弟
と
が
そ
れ
ぞ

れ
の
異
っ
た
作
風
へ
と
分
岐
す
る
時
期
は
、
大
体
こ
の
文
治
末
か
ら
建
久
初
あ
た

り
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
共
通
の
基
盤
に
育
っ
た
運
慶
と
三
目
が
、
後

に
は
何
故
に
運
慶
様
、
快
慶
様
と
異
っ
た
様
式
を
見
せ
る
の
で
あ
る
か
と
言
う
事

は
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
就
い
て
は
、
更
に
今
後
の
研
究
を

待
つ
こ
と
と
し
て
、
小
論
は
慶
派
の
初
期
の
基
礎
的
、
準
備
的
な
研
究
を
も
っ
て

終
る
こ
と
と
す
る
。

〔
附
表
〕

慶
　
派
　
関
　
係
　
年
　
表

（
濫
）
　
丸
尾
彰
三
郎
氏
の
千
躰
千
手
観
音
像
修
理
報
告
書
で
は
、
こ
の
像
を
廃
駅
と
さ
れ

　
　
て
い
る
が
、
像
が
比
較
的
小
造
り
で
あ
る
こ
と
、
裳
の
下
部
に
張
り
が
な
く
、
裳
の

　
　
腹
部
下
の
形
式
が
建
長
再
興
の
時
の
三
賀
の
作
と
同
様
で
あ
る
こ
と
、
又
長
寛
仏
に

　
　
は
作
銘
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
更
に
「
運
慶
」
の
銘
の
運
筆
に
粗
雑
さ
が
あ
る
と
言

　
　
わ
れ
る
点
な
ど
が
、
そ
の
否
定
説
の
根
拠
で
あ
る
様
だ
が
、
こ
の
説
に
つ
い
て
も
未

　
だ
充
分
に
納
得
の
行
か
ぬ
点
が
あ
る
。
第
一
に
は
太
造
り
が
必
ず
し
も
長
寛
の
も
の

　
　
に
限
ら
ず
、
湛
慶
な
ど
の
作
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
又
逆
の
こ
と
も
あ

　
　
り
得
る
可
能
性
も
あ
り
、
こ
の
長
寛
の
こ
ろ
に
は
、
た
し
か
に
円
派
、
院
派
、
慶
派

　
　
な
ど
の
色
々
な
仏
師
が
作
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
先
ず
は
長
寛
仏
中
で
そ
の
区
分

　
　
を
な
す
こ
と
が
、
丸
尾
氏
の
説
で
は
先
決
問
題
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
銘
記
の

　
書
体
に
つ
い
て
は
、
こ
の
こ
ろ
の
運
慶
の
年
令
の
こ
と
も
充
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
、
こ
の
像
を
我
々
が
観
照
し
た
際
に
果
し
て
こ

　
　
の
像
が
藤
原
時
代
も
末
の
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
ご
ろ
の
感
覚
を
も
つ
も
の
か
、

　
或
い
は
、
鎌
倉
も
中
期
の
建
長
三
年
（
＝
一
五
一
）
か
ら
文
和
三
年
（
一
二
六
六
）

　
　
ご
ろ
の
鎌
倉
新
様
の
洗
練
を
経
た
も
の
か
を
、
む
し
ろ
看
て
取
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と

　
思
う
。
そ
う
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
像
の
面
の
彫
り
方
、
特
に
上
半
身
の
そ
れ
は
、
や

　
が
て
は
円
成
寺
の
大
日
如
来
像
の
作
者
と
し
て
成
長
し
て
行
く
、
少
年
運
慶
の
十
代

　
　
の
作
と
し
て
、
充
分
に
首
肯
出
来
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
そ
の
顔
の
つ
く
り

　
　
は
、
建
長
年
間
の
院
派
の
型
に
は
ま
っ
た
様
な
形
式
的
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
眉
や
目

　
　
の
所
な
ど
に
独
自
な
鋭
ど
さ
を
持
ち
、
ま
た
安
元
二
年
の
円
成
寺
の
大
日
如
来
像
と

　
そ
の
相
貌
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
こ
れ
は
運
慶
の
作

　
と
し
て
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
講
師
－
楽
書
講
読
）

久
納
慶
　
一
　
編
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一
一
五
四

二
五
六

一
一
五
九

一
一
六
〇

＝
六
一

＝
六
四

＝
六
五

＝
六
六

二
六
九

一
一
七
三

一
一
七
六

一
一
七
七

一
一
八
○

一
一
八
一

　
一
八
二

一　
一
八
三

一
一
一
八
四

＝
八
五

養i治i治安承嘉仁永長応永平保久
和i添i承元安応安万寛保暦治元寿

寿i寿
永i永

元
暦

文
治

二
年

三
年二

年
十
月
十
九
日

一
兀
年
十
二
月
十
七
日

四
年
十
二
月
廿
八
日

元
年
六
月
十
五
日

一
兀
年
山
ハ
月
廿
山
ハ
日

元
年
八
月

元
年
九
月

元
年
十
月
六
日

元
年
七
月
廿
三
日

二
年
四
月
十
九
日
よ
り

二
年
四
月
八
日
よ
り

二
年
十
月
以
降

元
年
六
月
廿
三
日

元
年
十
二
月
廿
二
日

元
年
三
月
十
九
日

一
兀
年
六
月
廿
八
日

元
年
八
月
廿
八
日

元
年
十
月
廿
四
日

運
慶
蓮
華
王
院
本
堂
申
の
千
手
観
音
立
像
を
造
る
（
銘
記
）

運
慶
の
長
子
湛
慶
の
出
生
（
没
年
よ
り
逆
算
）

運
慶
円
成
寺
旧
多
宝
塔
本
尊
大
日
如
来
像
を
奉
渡
（
銘
記
）

康
慶
蓮
華
王
院
五
重
塔
の
造
仏
に
よ
り
法
橋
に
叙
せ
ら
る
（
玉
葉
）

南
都
焼
亡
す

興
福
寺
造
営
の
こ
と
を
始
む
（
玉
葉
、
一
代
要
記
）

東
大
寺
の
造
寺
官
の
任
命
（
東
大
寺
続
要
録
）

俊
乗
房
重
源
東
大
寺
勧
進
上
人
と
な
る
（
東
大
寺
続
要
録
）

興
福
寺
講
堂
本
尊
を
半
作
の
食
堂
に
て
開
眼
（
玉
葉
、
三
会
定
一
記
）

大
仏
の
螺
髪
三
流
を
鋳
す
（
玉
葉
、
続
要
録
）

陳
和
卿
大
仏
前
に
て
重
源
と
そ
の
営
を
議
す
（
続
要
録
）

五
月
十
八
日
に
か
け
て
大
仏
の
面
の
鋳
成
を
完
了
す
（
続
要
録
、
玉
葉
）

六
月
七
日
に
か
け
て
僧
運
慶
願
主
と
な
っ
て
法
華
経
を
書
写
す
（
同
奥
書
）

東
大
寺
別
当
に
東
寺
長
者
仁
和
寺
別
当
定
遍
権
僧
正
補
任

大
仏
の
御
身
は
悉
く
奉
鋳
了
云
々
（
玉
葉
）

こ
の
こ
ろ
興
福
寺
西
金
堂
の
堂
舎
造
営
成
る
（
流
記
）

大
仏
の
背
を
修
鋳
す
る
こ
と
に
就
き
重
源
云
々
（
玉
葉
）

興
福
寺
東
金
堂
造
営
完
了
、
堂
仏
造
営
の
勧
進
を
始
め
る
（
玉
葉
）

東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
（
導
師
定
遍
権
僧
正
）

元
暦
元
年
十
一
月
よ
り
始
っ
た
鎌
倉
勝
長
寿
院
の
造
営
供
養
（
仏
師
成
朝
）

一25一

初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
（
二
）



初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
（
二
）

　
　
　
　
　
文
治

一
一
八
穴
　
　
文
治

文
治

二
八
七
　
　
文
治

一
一
八
八
　
　
文
治

＝
八
九

一
一
九
〇

一
一
九
一

一
一
九
二

二
九
三

一
一
九
四

九九
六五

文
治

建
久

元
年
十
二
月
十
八
日

二
年
三
月
二
日

二
年
五
月
三
日

二
年
七
月
廿
七
日

二
年
八
月
三
日

二
年
十
月
十
日

三
年
三
月
九
日

四
年
正
月
廿
九
日

四
年
五
月
五
日

四
年
六
月
十
八
日

五
年
二
月
十
四
日

五
年
三
月
廿
日

五
年
八
月
八
日

五
年
八
月
廿
三
日

五
年
九
月
廿
八
日

五
年
九
月
十
五
日

元
年
三
月
八
日

元
年
十
月
十
九
日

二
年
九
月
八
日

三
年
八
月
五
日
よ
り

四
年
三
月
九
日

五
年
七
月
廿
三
日

五
年
九
月
廿
二
日

五
年
九
月
廿
二
日

五
年
十
二
月
廿
六
日

六
年
三
月
十
二
目

七
年
三
月
廿
二
日

七
年
六
月
十
三
目

七
年
六
月
十
八
日

東
寺
第
一
長
者
定
遍
法
務
権
僧
正
入
滅
（
玉
葉
）

南
都
大
仏
師
成
朝
幕
府
へ
言
上
す
（
吾
妻
鏡
）

勾
当
運
慶
伊
豆
願
成
就
院
の
像
を
始
め
る
（
銘
札
）

興
福
寺
事
始
、
法
成
寺
事
始
（
玉
葉
）

興
福
寺
東
金
堂
仏
を
法
成
寺
申
薬
師
堂
に
て
造
ろ
う
と
す
る
（
玉
葉
）

興
福
寺
講
堂
二
菩
薩
像
（
院
尊
作
）
を
講
堂
に
渡
す
（
玉
葉
、
三
会
定
一
記
）

興
福
寺
東
金
堂
衆
山
田
寺
薬
師
三
尊
嫁
を
奪
取
す
る
（
玉
葉
）

興
福
寺
金
堂
南
円
堂
上
棟
（
玉
葉
、
百
練
抄
、
一
代
要
記
）

興
福
寺
一
乗
院
上
棟
　
　
　
（
大
乗
院
日
記
目
録
、
同
雑
事
記
）

興
福
寺
南
円
堂
仏
を
康
慶
最
勝
金
剛
院
で
始
め
る
（
玉
葉
）

最
勝
金
剛
院
に
御
仏
を
奉
居
す
（
玉
葉
）

大
仏
師
相
応
院
勾
当
運
慶
興
福
寺
に
て
浄
楽
寺
像
を
造
る
（
銘
札
）

興
福
寺
南
円
堂
四
天
御
衣
木
の
こ
と
云
々
（
玉
葉
）

興
福
寺
西
金
堂
白
木
仏
云
々
、
一
乗
院
仏
所
康
慶
、
京
都
仏
師
云
々
（
玉
葉
）

興
福
寺
南
円
堂
本
尊
を
堂
に
渡
す
（
玉
葉
）

快
慶
墾
親
及
び
師
権
僧
正
の
た
め
に
弥
勒
菩
薩
像
を
造
る
（
納
入
経
巻
）

快
慶
弥
勒
像
中
に
書
経
を
納
入
す
（
納
入
経
巻
）

東
大
寺
大
仏
殿
上
棟
（
東
大
寺
要
録
）

興
福
寺
南
大
門
力
士
像
に
つ
き
康
慶
院
実
云
々
（
葉
）

十
一
月
二
日
に
か
け
快
慶
三
宝
院
弥
勒
菩
薩
像
を
造
る
（
銘
記
）

蓮
華
王
院
内
堂
に
康
慶
作
不
動
三
尊
像
を
安
置
す
る

興
福
寺
金
堂
申
尊
を
法
成
寺
で
始
め
る
（
明
円
）
　
（
玉
葉
）

興
福
寺
供
養
（
中
尊
開
眼
）

興
福
寺
金
堂
弥
勒
浄
土
像
の
造
像
で
成
朝
法
橋
に
叙
せ
ら
れ
る

東
大
寺
南
中
門
二
天
像
を
造
り
始
め
る
（
快
慶
、
定
覚
）
　
（
続
要
録
）

東
大
寺
供
養
、
運
慶
法
眼
に
叙
せ
ら
る
（
続
要
録
、
壬
生
文
書
）

興
礼
寺
東
金
堂
維
摩
居
士
像
の
御
衣
木
加
持
を
行
う
（
銘
記
）

九
条
御
堂
に
東
大
寺
四
天
像
の
雛
型
を
見
る
（
明
月
記
）

運
慶
ら
東
大
寺
脇
士
菩
薩
及
四
天
像
を
造
り
始
め
る
（
続
要
録
、
抄
本
要
録
）
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一
一
九
七

一
一
九
九

建
久

建
久

正
治

一
二
〇
〇
　
　
正
治

一
二
〇
一
　
建
仁

＝
一
〇
二
　
　
建
仁

一
二
〇
三
　
　
建
仁

一
二
〇
四
　
　
元
久

一
二
〇
六
　
　
　
鵠
建
永

七
年
七
月
五
日

　
　
　
　
P
．

　
　
　
　
P
，

八
年
二
月
廿
八
日

八
年
五
月
ご
ろ

　
　
　
　
P
．

八
年
五
月
廿
八
日

八
年
十
月
十
二
日

元
年
六
月

　
　
こ
の
こ
ろ
か

　
　
こ
の
こ
ろ
か

　
　
こ
の
こ
ろ
か

二
年
十
一
月
十
一
日

元
年
十
月

元
年
十
二
月

元
年
十
二
月
廿
七
日

二
年
三
月
十
日

二
年
八
月
廿
日

二
年
九
月
六
日

二
年
十
月
こ
ろ
か

二
年
十
月
廿
六
日

三
年
　
　
こ
の
こ
ろ

三
年
五
月
四
日

三
年
六
月
廿
七
日

三
年
七
月
廿
四
日
よ
り

三
年
十
一
月
珊
日

　
　
こ
の
こ
ろ
か
P

元
年
…
…
以
降
承
元
年
間

元
年
六
月

興
福
寺
東
金
濁
世
摩
居
士
像
を
供
養
す
（
定
慶
）
　
（
銘
記
）

運
慶
神
護
寺
中
門
二
天
を
造
る
（
神
護
寺
略
記
、
東
宝
記
）

運
慶
鍵
阿
寺
大
日
如
来
、
仁
王
を
造
る
と
伝
う
（
鍵
阿
寺
縁
起
）

東
大
寺
鎮
守
八
幡
宮
社
殿
改
造
の
上
棟
（
八
幡
験
記
、
東
大
寺
要
録
）

運
慶
東
寺
講
堂
雪
像
の
修
理
を
始
め
る
（
東
宝
記
　
東
寺
私
用
集
）

運
慶
　
湛
慶
と
共
に
東
寺
南
大
門
仁
王
像
を
造
る
（
東
宝
記
）

運
慶
高
野
山
不
動
堂
二
童
子
最
果
大
童
子
像
を
造
る
と
伝
う
（
春
秋
）

快
慶
円
福
院
釈
迦
如
来
像
を
造
る
（
銘
記
）

東
大
寺
南
大
門
上
棟
（
東
大
寺
要
録
）

峰
定
寺
釈
迦
如
来
立
像

遣
仰
院
釈
迦
如
来
立
像
（
多
数
の
印
仏
、
署
名
あ
り
）

遣
仰
院
阿
弥
陀
如
来
立
像
（
快
慶
）
　
（
銘
記
）

快
慶
作
金
剛
峯
寺
孔
雀
明
王
像
を
供
養
す
（
銘
記
、
高
野
春
秋
、
他
）

快
慶
伊
豆
山
常
行
堂
の
仏
像
を
造
る

定
慶
興
福
寺
西
金
堂
帝
釈
天
像
を
造
る
（
銘
記
）

快
慶
東
大
寺
鎮
守
八
幡
神
像
を
造
る
　
（
銘
記
）

定
慶
興
福
寺
西
金
堂
梵
天
像
を
造
る
　
　
（
銘
記
）

興
福
寺
西
金
堂
脇
侍
薬
王
菩
薩
像
　
　
（
銘
記
）

興
福
寺
西
金
堂
脇
侍
運
上
菩
薩
像
　
　
（
銘
記
）

快
慶
新
大
仏
寺
本
尊
像
を
造
る

運
慶
近
衛
基
通
の
自
檀
普
賢
像
を
造
る
（
猪
隈
関
白
記
）

快
慶
東
大
寺
俊
乗
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
造
り
始
め
る
（
銘
記
、
東
大
寺
雑
集
）

運
慶
神
護
寺
講
堂
の
仏
像
を
造
る
（
神
護
寺
略
記
）

余
慶
三
宝
院
不
動
明
王
像
を
造
立
す
る
（
銘
記
）

元
興
寺
福
智
院
の
地
蔵
丈
六
坐
像
が
造
立
さ
れ
る
（
胎
内
銘
）

十
月
三
日
に
か
け
て
運
慶
快
慶
東
大
寺
南
大
門
仁
王
豫
を
造
る
（
東
大
寺
要
録
・
別
当
次
第
）

東
大
寺
惣
供
養
（
諸
天
供
養
）

安
倍
文
殊
院
文
殊
五
尊
像
（
「
建
仁
…
…
巧
匠
（
ア
ン
）
阿
陀
…
…
」
）
　
（
銘
記
）

法
橋
快
慶
東
大
寺
地
蔵
菩
薩
像
を
造
る
（
銘
記
）

重
源
上
人
没
す

一〇r一

初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
（
二
）



初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
（
二
）

一
二
〇
七

一
〇
〇
八

承i建
元i永

承
元

一
二
一
〇
　
　
　
承
一
兀

一
二
二

一
二
一
二

二
＝
三

＝
二
五

二
一
二
二

建建
暦暦

建建
保保

元
年
十
一
月

元
年
四
月
廿
九
日

元
年
八
月

二
年
四
月
廿
八
日

二
年
九
月
一
日

二
年
十
二
月
十
七
日

四
年
七
月
八
口

四
年
十
二
月
十
一
日
以
前

元
年
三
月
廿
八
日

二
年
春
頃

二
年

元
年
四
月
廿
六
日

三
年
四
月
廿
六
日

　
▼貞

応
　
　
二
年
十
二
月
十
一
日

高
弁
（
明
恵
）
栂
尾
を
賜
り
高
山
寺
を
建
つ
（
高
山
寺
縁
起
）

興
福
寺
東
金
堂
十
二
神
将
像
（
銘
記
）

興
福
寺
北
円
堂
の
再
興
発
願
（
弥
勒
感
応
抄
）

法
橋
快
慶
石
清
水
八
幡
宮
に
僧
形
八
幡
画
像
を
寄
進
す
（
寄
進
銘
）

快
慶
作
東
大
寺
阿
弥
陀
像
の
裁
金
を
始
め
る
（
銘
記
）

法
印
運
慶
興
福
寺
北
円
堂
諸
像
を
造
り
始
め
る
（
猪
隈
関
白
記
）

快
慶
作
熾
盛
光
堂
釈
迦
像
を
渡
す
（
門
葉
記
）

快
慶
白
檀
釈
迦
堂
を
造
る
（
明
本
病
）

快
慶
東
寿
院
阿
弥
陀
像
を
造
る

興
福
寺
北
円
堂
中
尊
像
に
納
入
物
を
納
む
（
願
文
）

浄
瑠
璃
寺
吉
祥
天
像
を
堂
に
渡
す
（
同
寺
流
記
）

運
慶
法
勝
寺
九
重
塔
造
仏
賞
を
湛
慶
に
譲
る
（
明
月
記
）

興
福
寺
西
金
堂
竜
灯
鬼
像
（
法
橋
康
弁
）
　
（
銘
記
）

運
慶
没
す

（
東
寺
豊
楽
縁
起
抄
）
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