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小お

野の

寺で

ら　

久ひ

さ

幸ゆ

き　

― 

仏ぶ

つ

像ぞ

う

修し
ゅ
う

理り

一ひ

と

筋す

じ

に
歩
ん
だ
人
生 

―

一
目
置
く
…

自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た

人
と
み
と
め
て
尊そ

ん
け
い敬

し
、
一
歩
下
が
っ
て

接せ
っ

す
る
。

美
術
院
国
宝
修

理
所
…

国
や
地
方
自
治
体
な

ど
の
依
頼
を
受
け
て
、

国
宝
、
重
要
文
化
財

及
び
古
文
化
財
の
修

理
を
行
っ
た
り
、
修

理
技
師
を
養よ

う
せ
い成

し
た

り
し
て
、
日
本
の
文

化
財
保
存
事
業
を
実

施
し
て
い
る
。

抜
て
き
…

大お
お
ぜ
い勢

の
中
か
ら
能
力

の
あ
る
人
を
選
び
出

し
て
重
要
な
役
目
に

つ
け
る
こ
と
。

国
宝
東
大
寺
南
大

門
金
剛
力
士
像
…

「
金
剛
力
士
」
と
は
、

「
金
剛
杵
（
こ
ん
ご

う
し
ょ
）
＝
硬か

た

い
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
さ
え
砕く

だ

け
る
武
器
）
を
手
に

し
た
仏
教
の
守
り
神

の
こ
と
。
阿
形
と
吽

形
の
二
体
で
ペ
ア
に

な
っ
て
お
り
、「
仁

王
像
」
と
も
呼
ば
れ

る
。
鎌
倉
時
代
に
運

慶
が
、
快
慶
ら
十
八

人
の
職
人
を
率
い
て

六
十
九
日
で
作
り
上

げ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。

国
民
学
校
…

戦
時
中
の
義
務
教
育

を
行
う
学
校
の
名め

い

称し
ょ
う

。初
等
教
育
六
年
・

中
等
教
育
二
年
。

日
雇
い
…

一
日
ご
と
の
や
く
そ

く
で
働
く
こ
と
。

一
途
…

た
だ
一
つ
の
こ
と
を

追
い
求
め
、
他
の
こ

と
を
考
え
な
い
様よ

う

子す

。

独
学
…

学
校
に
行
っ
た
り
先

生
に
習
っ
た
り
し
な

い
で
、
一
人
で
勉
強

す
る
こ
と
。

　

小
野
寺
久
幸
は
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
、
本も

と

吉よ
し

郡ぐ
ん

小こ

泉い
ず
み

村む
ら

（
現げ

ん

在ざ
い

の
気け

仙せ
ん

沼ぬ
ま

市
）
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
幼お

さ
な

い
こ
ろ
か
ら
絵え

を
描か

い
た
り
木
工
作
品
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
が
好
き

で
、
絵
描
き
に
な
る
の
が
夢ゆ

め

で
し
た
。
時
間
を
み
つ
け
て
は
、
絵
を
描
い
た
り
木
工
作
品
作

り
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

国
民
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
近
く
の
造
船
所
に
つ
と
め
て
木
造
船
の
造
り
方
を
一
か
ら
学

び
ま
し
た
。
で
も
、
美び

術じ
ゅ
つ

の
勉
強
が
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

（
こ
の
ま
ま
こ
こ
に
い
て
は
、
自
分
の
夢
は
か
な
え
ら
れ
な
い
。）

　

そ
う
思
っ
た
久
幸
は
、
二
十
歳さ

い

の
時
、
家
族
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
抱い

だ

い
て
親
友
と
東と

う

京き
ょ
う

に
行
き
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、現げ

ん

実じ
つ

は
あ
ま
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
生
活
の
貧
し
さ
や
知
り
合
い
も
い
な
い
さ
び
し
さ
は
想そ

う

像ぞ
う

以い

上じ
ょ
う

で
、が
ま
ん
で
き
な
く
な
っ

た
親
友
は
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
久
幸
は
夢
は
あ
き
ら
め
ら
れ
ず
、
一
人
で
が
ん
ば
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

「
あ
の
ぉ
、
こ
い
づ
は
、
な
じ
ょ
し
た
ら
い
い
ん
だ
べ
。
お
し
ぇ
で
く
だ
は
り
せ
（
こ
れ
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
教
え
て
く
だ
さ
い
）。」

「
は
は
は
、
今
な
ん
て
言
っ
た
の
か
な
。
な
ま
り
（
方
言
）
が
強
す
ぎ
て
、
意
味
が
分
か
ら
な
い
よ
。」

　

東
京
の
人
に
方
言
を
笑
わ
れ
、
言
葉
が
通
じ
な
い
の
で
す
。
久
幸
は
泣
き
た
く
な
り
、
だ
れ
と
も
話
を
し
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
一
人
東
京
に
残
り
ま
し
た
。

　

日ひ

雇や
と

い
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
美
術
を
学
ぶ
道
を
探さ

が

し
続
け
る
生
活
が
二
年
ほ
ど
続
き
ま
し
た
。
あ
る
時
、
久
幸
の
一い

ち

途ず

な
気
持
ち

を
知
っ
た
人
が
仏ぶ

つ

像ぞ
う

修し
ゅ
う

理り

を
し
て
い
る
職
人
を
紹

し
ょ
う

介か
い

し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
人
か
ら
「
仏
像
修
理
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
。」
と

頼た
の

ま
れ
、
久
幸
は
喜
ん
で
引
き
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
仏
像
修
理
に
つ
い
て
何
の
知ち

識し
き

や
技ぎ

術じ
ゅ
つ

も
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
ず
つ
教
え
て

も
ら
い
、
時
に
は
ど
な
ら
れ
な
が
ら
の
作
業
が
続
き
ま
し
た
が
、
一
日
も
早
く
仕
事
を
覚
え
る
よ
う
必
死
に
努
力
し
ま
し
た
。
少
し
で

も
知
識
を
得え

よ
う
と
、
仏
像
に
関
す
る
本
を
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
気
が
つ
く
と
朝
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
た
び
た
び

で
し
た
。
ま
た
、
忙
し
い
中
で
ひ
ま
を
見
つ
け
て
は
、
寺
社
を
め
ぐ
っ
て
、
独ど

く

学が
く

で
仏
像
の
勉

強
を
し
ま
し
た
。

　

仏
像
に
つ
い
て
の
知
識
が
深
ま
っ
て
く
る
と
、
仏
像
修
理
の
難む

ず
か

し
さ
だ
け
で
な
く
お
も
し
ろ

さ
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
木
で
作
ら
れ
た
仏
像
は
壊こ

わ

れ

た
り
腐く

さ

っ
た
り
し
や
す
く
、
こ
の
ま
ま
で
は
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

こ
の
仕
事
の
や
り
が
い
や
大
切
さ
を
知
っ
た
久
幸
は
、

（
私
は
、
仏
像
修
理
の
仕
事
を
一
生
続
け
て
、
大
切
な
文ぶ

ん

化か

財ざ
い

を
守
っ
て
い
こ
う
。）

そ
う
心
に
決
め
、
仕
事
に
打
ち
こ
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
だ
れ
も
が
一い

ち

目も
く

置お

く
ほ
ど
の
優す

ぐ

れ
た

仏
像
修
理
の
技
術
や
深
い
知
識
を
身
に
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
四
十
六
歳
の
時
、
そ
の
実
力
が

認
め
ら
れ
て
、
美び

術じ
ゅ
つ

院い
ん

国こ
く

宝ほ
う

修し
ゅ
う

理り

所じ
ょ

の
所
長
に
抜ば

っ

て
き
さ
れ
た
の
で
す
。

　

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
、
久
幸
は
、
奈な

良ら

の
東と

う

大だ
い

寺じ

南な
ん

大だ
い

門も
ん

に
立

つ
国
宝
金こ

ん

剛ご
う

力り
き

士し

像ぞ
う

（
仁
王
像
）
の
解
体
修
理
を
頼
ま
れ
ま
し
た
。
鎌か

ま

倉く
ら

時

代
に
天
才
仏ぶ

っ

師し

運う
ん

慶け
い

、
快か

い

慶け
い

ら
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
仁
王
像
は
、
高
さ
約
八
・

四
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
日
本
最
大
級
の
木も

く

造ぞ
う

彫ち
ょ
う

刻こ
く

で
す
。
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ

て
、
作
ら
れ
て
八
百
年
も
の
間
、
一
度
も
解
体
修
理
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
傷い

た

み
が
ひ
ど
く
て
す
ぐ
に
も
修
理
が
必
要
な
状

じ
ょ
う

態た
い

で
し
た
。

　

解
体
前
に
、久
幸
は
二
体
の
仁
王
像
を
見
上
げ
て
み
ま
し
た
。
門
か
ら
ち
ょ

う
ど
三
歩
の
と
こ
ろ
で
立
ち
止
ま
る
と
、
二
体
の
視し

線せ
ん

が
自
分
と
ぴ
た
り
と

合
い
、
鋭す

る
ど

い
目
で
に
ら
ん
で
く
る
の
で
す
。
も
の
す
ご
い
迫は

く

力り
ょ
く

で
、
見
る
者

を
圧あ

っ

倒と
う

す
る
力
強
さ
で
し
た
。
久
幸
は
そ
の
視し

線せ
ん

を
受
け
な
が
ら
、
大
き
く

身み

震ぶ
る

い
し
ま
し
た
。

　

平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
六
月
。
久
幸
の
指し

揮き

の
下も

と

、総そ
う

勢ぜ
い

三
十
人
の
チ
ー

ム
が
、
誰
も
経け

い

験け
ん

し
た
こ
と
の
な
い
難
し
い
解
体
修
理
に
い
ど
み
は
じ
め
ま
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快
挙
…

他
か
ら
ほ
め
ら
れ
る

よ
う
な
す
ば
ら
し
い

こ
と
。

安
置
…

大
切
に
す
え
置
く
こ

と
。

刀
鍛
冶
…

金
属
を
熱
し
て
打
ち

き
た
え
、
刀
な
ど
を

つ
く
る
職
人
。

頭
を
か
か
え
る
…

ど
う
し
て
い
い
か
分

か
ら
ず
じ
っ
と
考
え

こ
む
様
子
。

小
野
寺
久
幸

　

小
野
寺
久
幸
は
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
、
宮
城
県
本
吉
郡
小
泉
村
（
現
在
の
気
仙
沼
市
）
に
生
ま
れ
た
。
幼
い
頃
か
ら
美
術
に
興
味
を
も
ち
、
上
京
し
て
仏
像
修

理
師
と
な
っ
た
。
奈
良
東
大
寺
の
仁
王
像
の
修
理
を
見
事
に
成な

し
遂と

げ
て
、「
大
仏
師
」
の
称
号
を
授さ

ず

か
っ
た
。
生

し
ょ
う

涯が
い

に
国
宝
を
は
じ
め
三
千
体
以
上
の
仏
像
の
保
存
修
理

を
手
が
け
た
。

し
た
。
鎌
倉
時
代
に
作
っ
た
と
き
の
書
物
（
設せ

っ

計け
い

書し
ょ

）
な
ど
は
な
く
、
手て

探さ
ぐ

り
で
解
体
し
て
み
る
と
部
品
は
一
体
で
約
三
千
も
あ
っ
た

の
で
す
。
国
宝
で
あ
る
仁
王
像
に
は
、
傷き

ず

一
つ
つ
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
一
つ
を
修
理
し
て
元
ど
お
り
の
姿
に
も
ど
す
こ

と
は
、
想
像
以
上
に
大
変
な
こ
と
で
し
た
。

　

責
任
者
で
あ
る
久
幸
の
仕
事
は
、
大
勢
の
人
達
を
ま
と
め
、
修
理
方
法
や
手
順
を
決
め
、
必
要
な
材
料
な
ど
を
そ
ろ
え
、
修
理
の
進

み
具
合
を
見
て
必
要
な
指し

示じ

を
出
す
こ
と
で
し
た
。
す
べ
て
の
責せ

き

任に
ん

が
、
久
幸
の
肩か

た

に
か
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
仏
像
修
理
は
、
で
き

る
だ
け
作
ら
れ
た
当
時
の
材
料
を
使
っ
て
、
当
時
の
作
り
方
に
近
い
形
で
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
き
れ
い
に
す
る
の
で
は
な
く
、
今

あ
る
も
の
を
で
き
る
だ
け
残
す
こ
と
が
、
歴
史
を
保
存
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

あ
る
時
、
仁
王
像
の
右
手
の
薬
指
の
欠
け
た
部
分
を
修
理
し
よ
う
と
す
る
と
、
な
ん
と
木も

く

目め

の
う
ず
巻ま

き
模も

様よ
う

が
指し

も
ん
に
見
え
る

よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。　
　

「
こ
れ
は
す
ご
い
。
さ
す
が
運
慶
で
す
ね
。」

「
本
当
だ
な
。
で
も
、
困こ

ま

っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
種
類
の
木
は
、
も
う
当
時
の
産
地
に
は
生
え
て
い
な
い
ん
だ
。」

「
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。」

「
な
ん
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
木
目
を
も
つ
木
を
探
し
出
す
し
か
な
い
。
あ
き
ら
め
る
な
。」

　

作
業
現げ

ん

場ば

に
は
、
修
理
の
た
め
に
全
国
か
ら
何
百
種
類
と
い
う
木
材
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
地
形
や
気
候
を
調
べ
、
よ
り
近
い

産
地
を
探
し
回
り
、
そ
の
一
本
一
本
の
特
性
や
木
目
を
見
な
が
ら
、
修
理
に
使
え
る
木
材
を
必
死
に
探
し
出
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

た
く
さ
ん
の
時
間
と
労
力
を
つ
い
や
し
て
、
よ
う
や
く
ぴ
っ
た
り
の
木
材
を
見
つ
け
出
し
、
み
ご
と
に
指
を
修
理
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
八
百
年
間
部
品
を
つ
な
い
で
い
た
く
ぎ
類
も
、
新
し
い
も
の
と
交
換
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
技
術

は
現げ

ん

代だ
い

に
は
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
探
し
て
み
る
と
、
同
じ
製
法
を
受
け
つ
ぐ
刀

か
た
な

鍛か

冶じ

は
、
日
本
に
た
っ
た
一
人
し
か
い
な
い
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
久
幸
は
、
広ひ

ろ

島し
ま

に
住
む
刀
鍛
冶
の
家
を
探
し
あ
て
、
八
百
年
前
と
同
じ
く
ぎ
を
作
っ
て
く
れ
る
よ
う
頭
を
下
げ
て
頼

み
こ
み
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
業
は
多
く
の
困こ

ん

難な
ん

や
苦
労
の
連
続
で
、
頭
を
か
か
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。
し
か
し
、
久
幸
は
ど
ん
な
時

も
強
い
気
持
ち
で
あ
き
ら
め
ず
に
取
り
組
み
、
皆
を
引
っ
ぱ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
運
慶
た
ち
の
技
術
の
す
ば
ら
し
さ
に
触ふ

れ
て
自

分
の
技
術
を
高
め
た
い
と
い
う
、
職
人
と
し
て
の
強
い
願
い
も
あ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
久
幸
は
い
つ
も
こ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。

（
鎌
倉
時
代
の
仏
師
た
ち
の
知ち

恵え

と
技
術
は
、
本
当
に
す
ご
い
。
私
も
負
け
ら
れ
な
い
ぞ
。）

　

解
体
修
理
か
ら
、
五
年
も
の
年
月
が
流
れ
ま
し
た
。
久
幸
た
ち
が
、
技
術
と
知
識
の
す
べ
て
を
こ
め
て
修
理
し
た
仁
王
像
は
、
無
事

に
元
の
場
所
に
戻も

ど

さ
れ
ま
し
た
。
久
幸
は
最
後
の
確か

く

認に
ん

を
す
る
た
め
に
、
解
体
修
理
前
に
し
た
よ
う
に
、
門
か
ら
三
歩
の
と
こ
ろ
で
立

ち
止
ま
り
、
仁
王
像
を
見
上
げ
ま
し
た
。
す
る
と
、
二
体
の
視
線
は
、
ぴ
た
り
と
久
幸
を
と
ら
え
て
、
に
ら
み
つ
け
て
き
た
の
で
す
。　

（
運
慶
さ
ん
、
快
慶
さ
ん
、
や
り
遂と

げ
ま
し
た
よ
…
…
。）

　

平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
、十
一
月
、仁
王
像
の
落ら

っ

慶け
い

法ほ
う

要よ
う

（
完
成
を
祝い

わ

う
式し

き

典て
ん

）
が
、東
大
寺
で
盛せ

い

大だ
い

に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

人
々
の
注
目
は
「
大
仏
師
」
の
称

し
ょ
う

号ご
う

の
授じ

ゅ

与よ

式し
き

に
集
ま
り
ま
し
た
。
大
仏
師
と
は
、
も
と
も
と
は
奈
良
時
代
に
仏
師
た
ち
を
し
た
が
え

て
大だ

い

規き

模ぼ

な
仏
像
制
作
に
当
た
っ
た
責
任
者
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
仁
王
像
を
作
っ
た
運
慶
と
快
慶
も
授
与
さ
れ
た
名め

い

誉よ

あ
る
称
号

で
す
。
久
幸
へ
の
授
与
は
、
東
大
寺
と
し
て
は
江
戸
時
代
以
来
二
百
六
十
年
ぶ
り
と
い
う
快か

い

挙き
ょ

だ
っ
た
の
で
す
。
多
く
の
人
々
の
拍は

く

手し
ゅ

と
歓か

ん

声せ
い

の
中
、
大
仏
師
の
称
号
を
受
け
た
久
幸
の
顔
は
、
輝
い
て
い
ま
し
た
。

　

久
幸
は
、
四
十
五
年
に
わ
た
っ
て
三
千
体
以
上
の
仏
像
を
修
理
し
、
日
本
の
仏
教
美
術
の
保
存
に
努
め
る
と
と
も
に
、
多
く
の
優す

ぐ

れ

た
修
理
技
師
の
育
成
に
も
力
を
つ
く
し
た
の
で
し
た
。
ふ
る
さ
と
気
仙
沼
市
に
あ
る
峰ほ

う

仙せ
ん

寺じ

（
白は

く

雲う
ん

山ざ
ん

仏ぶ
っ

国こ
く

峰ほ
う

仙せ
ん

禅ぜ
ん

寺じ

）
の
山
門
に
は
、

久
幸
の
彫
っ
た
見
事
な
仁
王
像
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
今
も
訪お

と
ず

れ
る
人
を
迎む

か

え
て
く
れ
ま
す
。

峰仙寺山門仁王像
（気仙沼市）


