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仏
の
強
さ
や
優
し
さ
を

知
る
こ
と
か
ら

「
大
佛
師
松
久
宗
琳
佛
所
」は
京
都
の
中
心
、

御
幸
町
三
条
下
ル
に
あ
り
ま
す
。
元
は
京
町
家

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
間
口
に
比
し
て
奥
行
き
の

深
い
近
代
的
な
ビ
ル
の
二
階
が
工
房
で
、
数
人
の

仏
師
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
像
と
向
き
合
っ
て

仏
像
を
彫
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
も
仏
師
で
あ
り
、

当
佛
所
の
所
長
で
あ
る
佳
遊
さ
ん
は
三
代
目
宗

琳
の
二
女
で
、
長
女
の
真
や
さ
ん
は
靖
朋
さ
ん

の
母
。
糸
状
に
切
っ
た
金
箔
で
仏
像
を
装
飾
す

る
截き
り

金が
ね

師
で
あ
り
、
彩
色
を
手
掛
け
る
彩
色
師

で
も
あ
り
ま
す
。
松
久
家
は
文
字
通
り
一
家
を

挙
げ
て
仏
像
製
作
に
携
わ
る
匠
の
一
族
で
す
。

「
松
久
家
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
の

縁
。
子
ど
も
の
時
か
ら
仕
事
場
に
出
入
り
し
て

　

古
都
・
京
都
に
は
各
宗
派
の
本
山
は
じ
め
、

数
多
の
寺
院
が
点
在
し
、
市
内
だ
け
で
も

一
万
七
千
も
の
寺
院
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
の
上
、
小
さ
な
祠
に
奉
ら
れ
る
石
の
お
地
蔵

さ
ん
は
ほ
ぼ
町
内
ご
と
に
あ
り
、
神
仏
に
手
を

合
わ
せ
、
祈
る
こ
と
は
日
本
人
、
と
り
わ
け
京

都
人
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
日
常
茶
飯
の
営
み
。

そ
の
祈
り
の
対
象

－

仏
像
や
祖
師
像
は
、
仏

像
彫
刻
専
門
の
工
房

－

佛
所
で
仏
師
と
呼
ば

れ
る
匠
が
造
仏
し
ま
す
。
京
都
に
は
数
カ
所
の

佛
所
が
あ
り
ま
す
が
、
初
代
の
丈
五
郎
、
二
代

目
・
朋
琳
、
三
代
目
の
宗
琳
、
そ
し
て
現
所
長

の
佳
遊
と
仏
像
彫
刻
の
技
を
つ
な
ぐ
大
佛
師

松
久
宗
琳
佛
所
の
若
き
匠
・
松
久
靖
朋
さ
ん
に

お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。 仏師　

松
ま つ

久
ひ さ

靖
せ い

朋
ほ う

さん

松久靖朋　プロフィール
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彫
刻
刀
で
遊
び
、
大
学
時
代
も
仏
像
彫
刻
の
教

室
に
通
っ
て
祖
父
の
弟
子
だ
っ
た
仏
師
か
ら
基

礎
的
な
技
を
学
び
、
ご
く
自
然
に
仏
師
を
生
業

と
す
る
こ
と
を
選
び
ま
し
た
。
ほ
か
に
や
り
た

い
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

当
家
に
生
ま
れ
、
こ
こ
で
育
っ
た
と
い
う
大
き

な
縁
に
導
か
れ
て
の
こ
と
で
す
」。
三
十
七
歳

の
靖
朋
さ
ん
は
そ
の
覚
悟
の
ほ
ど
を
爽
や
か
に

語
り
ま
す
。

一
口
に
仏
像
と
い
っ
て
も
多
様
で
、
仏
の

格
、
役
割
、
序
列
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
持
ち

物
や
印
の
結
び
方
、
衣
な
ど
特
徴
的
な
形
が

あ
っ
て
、
ざ
っ
と
千
以
上
の
種
類
が
あ
る
そ
う

で
す
。
ま
た
、
達
磨
大
師
や
空
海
、
最
澄
、
聖

徳
太
子
と
い
っ
た
祖
師
像
等
の
製
作
も
仏
師
の

仕
事
で
す
。

「
仏
像
に
は
主
に〝
如
来
〟〝
菩
薩
〟〝
明
王
〟

〝
天
〟の
四
種
が
あ
り
ま
す
。
最
上
格
は〝
如
来
〟

で
、
釈
迦
の
姿
を
写
し
た〝
釈
迦
如
来
〟や〝
阿

弥
陀
如
来
〟〝
薬
師
如
来
〟〝
大
日
如
来
〟が
あ

り
、
そ
の
次
は〝
菩
薩
〟。
こ
の
仏
も〝
聖
観
音

菩
薩
〟〝
弥
勒
菩
薩
〟〝
十
一
面
観
音
菩
薩
〟〝
地
蔵

菩
薩
〟等
が
あ
り
、
そ
の
下
の〝
明
王
〟と
呼
ば

れ
る
仏
は
忿
怒
相
で
武
器
を
持
ち
、
邪
気
を
調

伏
す
る〝
不
動
明
王
〟や〝
愛
染
明
王
〟の
ほ
か
、

孔
雀
に
の
っ
た〝
孔
雀
明
王
〟が
有
名
で
す
ね
。

そ
し
て〝
天
〟は〝
帝
釈
天
〟〝
梵
天
〟〝
阿
修
羅
〟

〝
弁
財
天
〟。
天
は
、
い
わ
ば
、
仏
法
と
仏
教
世

界
を
守
る
ガ
ー
ド
マ
ン
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
像
は
役
割
や
救
済

の
内
容
、
性
格
な
ど
が
異
な
り
、
衣
や
頭
髪
、

人
の
手
で

仏
を
彫
る
の
で
は
な
く

木
の
な
か
に
お
わ
す

仏
の
姿
を
鑿
と
木
槌
で

探
し
あ
て
る
の
で
す
。

さまざまな仏像が展示され、それぞれの仏像の特徴が解る展示室

群青と赤の金剛力士像。口をあけた阿形と閉じた吽形、一対で物事の始まりと終わりを
あらわしている

矜羯羅童子と制叱伽童子を脇侍に従えた靖朋氏作の不動明王。右手に宝剣、左手には
羂索（けんさく）と呼ばれる縄を持つのは、煩悩を断ち、人を救い出す持ち物だという
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折
悪
し
く
と
い
う
か

生
憎
と
い
う
か･･･

　〝
え
ん
ば
ん
と
〟
と
は
、「
折
悪
し
く
」
と
か
「
運
悪
く
」「
生
憎
」

と
い
っ
た
こ
と
ば
。
京
都
で
も
今
で
は
ほ
と
ん
ど
耳
に
し
な
く
な
り
ま

し
た
が
、
漢
字
で
書
く
な
ら
〝
衍
蕃
と
〟
で
、
ど
う
や
ら
草
が
茂
り
、

は
び
こ
る
意
の
〝
蕃
衍
〟
の
倒
語
の
よ
う
で
す
。〝
も
の
凄
く
〟
と
か

〝
盛
ん
な
〟
と
い
う
意
を
先
人
た
ち
は
〝
も
の
凄
く
運
悪
く
〟
の
意
に

置
き
換
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　「
せ
っ
か
く
お
越
し
や
し
と
く
れ
や
し
た
の
に
〝
え
ん
ば
ん
と
〟
主
は

留
守
に
し
て
お
り
ま
す
。
え
ら
い
申
し
訳
の
な
い
こ
と
で
」
と
か
、「
エ

エ
店
あ
ん
ね
ん
。
ち
ょ
っ
と
一
杯
、
や
っ
て
こ
か
」
と
居
酒
屋
に
誘
っ
て

み
た
も
の
の
、
そ
の
店
は
生
憎
休
み
だ
っ
た
、
と
い
っ
た
時
に
「〝
え
ん

ば
ん
と
〟
臨
時
休
業
や
て
。
ま
ん
の
悪
い
こ
っ
ち
ゃ
」
と
い
う
風
に
使

い
ま
す
。〝
ま
ん
の
悪
い
〟
も
運
悪
く
と
か
生
憎
の
意
で
す
が
、
こ
ち
ら

の
方
が
今
も
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
の
〝
え
ん
ば
ん
と
〟
は
、「
京
の
ぶ
ぶ
漬
け
」
の

類
い
の
、
口
先
だ
け
で
場
を
繕
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
音
の
〝
え

ん
ば
ん
と
〟。

　
一
方
、「
今
度
の
日
曜
、
お
食
事
で
も
」
な
ど
と
誘
っ
て
も
、「
い
や
ー
、

お
お
き
に
。
せ
っ
か
く
誘
っ
て
く
れ
は
っ
た
の
に
す
ん
ま
へ
ん
。
そ
の
日
ぃ

は
え
ん
ば
ん
と
予
定
が
あ
っ
て･･･

」
な
ど
と
柔
和
に
断
ら
れ
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
、
こ
ち
ら
の
場
合
は
い
わ
ゆ
る
「
京
の
お
口
べ
っ
ぴ
ん
」。
も
の

言
い
は
優
し
い
も
の
の
、
き
っ
ぱ
り
と
お
断
り
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。

　
京
こ
と
ば
の
難
し
さ
、
解
り
に
く
さ
は
声
の
ト
ー
ン
や
間
合
い
、
表

情
な
ど
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
総
合
的
判
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
だ
と
い

わ
れ
ま
す
。
京
都
人
で
な
い
人
が
京
都
の
人
は
何
を
考
え
て
い
る
の
か
解

ら
な
い
と
感
じ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
と
ば
の
使
い
方
に
あ
る
よ
う
で
す
。

手
の
印
、
持
ち
物
、
容
姿
な
ど
が
違
う
上
、
そ

れ
ぞ
れ
仏
像
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
り
、
そ

れ
ら
の
決
ま
り
事
を
踏
ま
え
た
上
で
彫
っ
て
い

き
ま
す
」と
靖
朋
さ
ん
。

多
種
多
彩
な
仏
の
こ
と
を
調
べ
る
の
に
は
、

か
な
り
時
間
が
か
か
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
の

霊
力
や
救
済
力
、
優
し
さ
や
厳
し
さ
を
学
ぶ
こ

と
も
仏
師
の
修
業
で
、
知
的
好
奇
心
が
刺
激
さ

れ
て
楽
し
い
だ
け
で
な
く
あ
り
が
た
い
気
持
ち

に
な
る
の
だ
と
語
り
ま
す
。

先
人
が
残
し
た
原
型
と
賽
割
法

造
仏
の
技
術
は
、
一
木
で
彫
り
上
げ
る〝
一

木
造
り
〟と
、
体
軀
を
幾
つ
か
の
部
材
を
矧は

ぎ

合
わ
せ
て
か
ら
彫
る
、〝
寄
せ
木
造
り
〟の
二
種

類
が
あ
る
そ
う
で
す
。

「
寄
せ
木
造
り
の
ひ
と
つ
で
あ
る〝
賽
割
り

法
〟は
、〝
原
型
〟と
呼
ば
れ
る
縮
小
版
の
仏
像
を

造
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
断
面
に
四
角
い
賽
の

目
を
碁
盤
の
よ
う
に
引
い
た
材
を
矧
ぎ
合
わ
せ

て
か
ら
彫
刻
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
原
型
を
分
解

し
、
断
面
の
形
状
を
測
定
し
拡
大
し
ま
す
。
こ

の
技
の
お
か
げ
で
、
た
と
え
ば
丈
六（
一
丈
六

尺
）と
呼
ば
れ
る
五
メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ
の
あ

る
仏
像
で
も
原
型
の
賽
の
目
を
ト
レ
ー
ス
し
て

拡
大
す
れ
ば
同
じ
比
率
で
ど
ん
な
大
き
な
仏
像

で
も
彫
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を〝
賽
割
り
法
〟と

呼
び
、
鎌
倉
時
代
の
運
慶
や
快
慶
の
時
代
か
ら

あ
る
技
法
で
す
。
そ
の
賽
割
り
法
の
原
型
と
な

る
仏
像
を
、
祖
父
・
宗
琳
が
後
進
の
た
め
に
た

く
さ
ん
残
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
と
て
も
あ

り
が
た
い
」と
靖
朋
さ
ん
は
先
人
へ
の
感
謝
を

忘
れ
ま
せ
ん
。

仏
像
の
材
は
、
木
を
は
じ
め
金
属
や
石
、
粘

土
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
醸
し
出
す
雰
囲

気
が
異
な
り
ま
す
が
、
木
の
仏
像
は
温
か
み
が

あ
り
、
時
間
が
経
つ
ほ
ど
に
深
み
が
増
し
て
い

く
と
靖
朋
さ
ん
は
い
い
ま
す
。
代
表
的
な
木
材

は
檜
や
楠
で
、
ほ
か
に
榧か
や

や
桂
。
腐
食
し
に
く

い
の
が
第
一
の
理
由
だ
そ
う
で
す
が
、
木
目
が

細
か
く
、
表
情
や
指
先
な
ど
、
微
妙
な
表
現
が

し
や
す
い
の
だ
と
か
。
一
木
造
り
な
ら
大
樹
の

多
い
楠
で
、
檜
な
ら
寄
せ
木
造
り
で
と
適
材
を

使
い
分
け
る
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
木
の
仏
像

は
截
金
や
彩
色
が
し
や
す
い
た
め
、
仏
像
を
美

し
く
荘
厳
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
魅
力
で
、

靖
朋
さ
ん
の
彫
っ
た
仏
像
に
、
母
・
真
や
さ
ん

が
截
金
で
美
し
く
荘
厳
す
る
と
い
う
母
子
合
作

の
仏
像
も
あ
り
ま
す
。

木
の
な
か
の
仏
の
姿
を
探
し
あ
て
る

宗
淋
、
佳
遊
、
靖
朋
の
手
掛
け
た
仏
像
の
一

部
は
、
五
階
の
展
示
室
で
一
堂
に
会
し
、
仏
た
ち

は
さ
な
が
ら
会
議
で
も
し
て
い
る
と
い
っ
た
趣
。

そ
し
て
、
朋
琳
、
宗
琳
、
佳
遊
、
靖
朋
と
続
く

技
の
系
譜
を
実
感
で
き
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。

「
正
統
な
造
仏
を
尊
重
し
た
祖
父
・
宗

琳
か
ら
は『
個
性
を
出
す
な
』と
い
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
松
久
佛
所
の
仏
像
は

ど
こ
と
な
く
優
雅
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

仏
像
に
は
、
平
安
、
鎌
倉
、
室
町
と
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
ご
と
に
特
色
が
あ
り
、

仏
師
の
個
性
も
滲
み
出
ま
す
。
た
と
え

ば
、
叔
母
・
佳
遊
の
彫
っ
た
仏
像
は
、
や

は
り
女
性
的
な
優
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

仏
像
は
美
術
品
で
あ
る
前
に
祈
り
の
対

象
で
す
か
ら
造
り
手
も
精
魂
を
こ
め
ま
す
。
で

す
か
ら
自
ず
と
そ
の
人
と
な
り
が
滲
み
出
る
の

で
し
ょ
う
ね
。
木
の
な
か
か
ら
仏
の
姿
が
現
れ

て
く
る
ま
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
仏
と
対
峙
し
て

い
る
感
じ
で
す
。
木
の
な
か
に
は
す
で
に
仏
が

い
る
と
信
じ
て
仏
師
は
そ
れ
を
探
し
あ
て
る
の

で
す
」と
靖
朋
さ
ん
。
靖
朋
さ
ん
の
曽
祖
父
・

朋
琳
は
よ
く「
こ
こ
に
顔
、
こ
こ
に
は
腕
が
見

え
る
」と
い
っ
て
い
た
と
か
。
ま
だ
姿
を
現
さ

な
い
時
点
で
仏
の
顔
や
姿
が
見
え
て
く
る
の
だ

と
。
そ
し
て
、
彫
刻
中
は
常
々
、「
こ
こ
で
、

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」と
お
伺
い
を

立
て
な
が
ら
鑿の
み

を
う
ご
か
し
た
と
い
い
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、『
夢
十
夜
』と
い
う
夏
目
漱
石
の

短
編
十
話
で
、
仁
王
像
を
彫
る
運
慶
の
夢
の
話

が
あ
り
、『
な
に
、
あ
れ
は
眉
や
鼻
を
鑿
で
作

る
ん
じ
ゃ
な
い
。
あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木
の

な
か
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
を
、
鑿
と
槌
の
力
で

掘
り
出
す
ま
で
だ
』と
、
見
物
人
が
語
る
場
面

が
あ
り
ま
し
た
が
、
仏
師
と
は
ま
さ
し
く
、
そ

ん
な
妙
境
を
味
わ
え
る
特
別
の
匠
で
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
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【 えんばんと 】

木の中にすでにある布袋の目や鼻や口を探り出すように布袋像を彫っていく靖朋氏

大小様々な彫刻刀は、靖朋氏の手作り。すべて根来塗の柄で統一されて
いる

靖朋氏の祖父・宗琳氏が残した賽割り法の原型。幾つか
の部材に分解し、各パーツ断面の賽の目を拡大すること
で大きな仏像も同比率で彫り上げることができる


