
江
戸
の
仏
師
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

良
山
は
、
船
橋
市
港
町
に
生
ま
れ
、
名
を
金

兵
衛
（
一
説
に
は
松
吉
）
と
い
っ
た
。

当
時
、
港
町
に
松
本
三
五
郎
と
い
う
漁
師

が
い
た
が
、
江
戸
神
田
に
出
て
、
仏
具
商
を

営
む
よ
う
に
な
っ
た
。
夫
婦
の
家
業
は
順
調

に
進
ん
で
い
っ
た
が
二
人
の
間
に
は
子
ど
も

が
な
く
、
金
兵
衛
を
養
子
に
も
ら
う
こ
と
に

な
っ
た
。

金
兵
衛
が
13
歳
と
な
っ
た
文
化
10
年
（
一

八
一
三
）
の
春
に
、
三
五
郎
夫
婦
の
間
に
男

の
子
が
出
生
し
、
弁
次
郎
と
名
が
つ
け
ら
れ

た
。
弁
次
郎
が
生
ま
れ
る
と
、
平
和
な
三
五

郎
の
一
家
に
異
変
が
起
こ
っ
た
。

同
年
３
月
半
ば
、
遊
び
に
出
た
ま
ま
の
金

兵
衛
は
夕
方
に
な
っ
て
も
帰
宅
せ
ず
、
隣
近

所
の
者
が
周
辺
く
ま
な
く
探
し
求
め
た
が
何

の
手
が
か
り
も
な
く
、
一
家
は
悲
嘆
に
く
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
金
兵
衛
の
行
方
は
杳よ

う

と

し
て
知
れ
ず
、
近
所
の
人
々
は
、
金
兵
衛
は

「
神
隠
し
に
あ
っ
た
の
だ
」
と
慰
め
な
が
ら
、

探
索
を
続
け
て
い
た
。

そ
の
こ
ろ
、
金
兵
衛
は
、
日
本
橋
か
ら
伊

勢
参
り
の
人
や
上
方
に
行
く
人
々
に
現
地
の

事
情
を
聞
き
、
自
分
も
仏
師
に
な
り
た
い
と

い
う
希
望
か
ら
そ
の
一
隊
に
交
じ
り
京
都
へ

8

成田ゆかりの人物伝（11）【松本良山】

江
戸
末
期
、
安
政
５
年
に
（
一
八
五
八
）

建
立
さ
れ
た
釈
迦
堂
（
か
つ
て
の
本
堂
・
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
）
の
伽
藍

が
ら
ん

の
堂
羽
目

ど

う

は

め

に
五
百
羅
漢
の
見
事
な
彫
刻
が
は
め
ら
れ
て

い
る
。

門
前
町
の
人
々
に
は
、
自
分
の
愛
す
る
人

や
家
族
を
失
っ
て
悲
し
み
に
く
れ
て
い
る
と

き
、
釈
迦
堂
に
参
り
、
五
百
羅
漢
を
見
る
と

き
、
そ
こ
に
亡
く
な
っ
た
肉
親
生
き
写
し
の

顔
や
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ

た
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
。

羅
漢
は
解
脱
を
目
指
す
最
高
の
修
行
者
の

像
で
、
俗
界
の
し
が
ら
み
に
生
き
る
人
間
で

は
な
い
。
し
か
し
、
人
々
は
羅
漢
に
死
ん
だ

人
の
姿
を
見
出
し
魂
の
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
彫
刻
を
完
成
し
、
若
く
し
て
名
人
と

た
た
え
ら
れ
、
老
い
て
は
不
動
金
兵
衛
と
呼

ば
れ
た
松
本
良
山
は
、
清
貧
と
数
奇
の
中
に

波
乱
に
富
む
生
涯
を
送
っ
た
。

釈
迦
堂
に
あ
る

五
百
羅
漢
の
彫
刻

と
向
か
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
京
都
四
条
寺

町
に
14
代
も
名
人
ば
か
り
続
い
た
と
い
う
山

本
茂
祐
と
い
う
大
仏
師
が
い
た
。

か
ね
て
仏
師
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
持

っ
て
い
た
金
兵
衛
は
こ
の
膝
下

し
っ
か

に
弟
子
入
り

の
願
い
を
果
た
し
、辛
苦
の
中
に
、十
年
間
の

修
業
を
続
け
た
。
た
ま
た
ま
、
師
匠
が
病
気

の
折
、
金
兵
衛
が
注
文
の
品
を
代
作
し
た
と

こ
ろ
、
お
得
意
様
か
ら
大
変
ほ
め
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
日
ご
ろ
の
精
進
を
認
め
て
い
た
金

兵
衛
に
”良
山
”の
号
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

修
業
を
積
ん
だ
良
山
は
23
歳
の
春
、
江
戸

へ
帰
っ
た
。

良
山
は
し
ば
ら
く
父
三
五
郎
の
家
に
い
た

が
、
江
戸
本
所
に
板
彫
り
の
名
人
と
し
て
有

名
な
、
後
藤
弥
太
郎
の
弟
子
と
な
り
板
彫
り

の
研
究
に
没
頭
し
た
。

京
都
で
学
ん
だ
こ
と
に
加
え
て
、
彫
り
の

深
い
立
体
的
な
技
法
を
と
ら
え
た
良
山
の
作

品
は
、
江
戸
で
も
そ
の
評
判
を
高
め
て
い
っ

た
。
こ
の
こ
ろ
良
山
は
自
分
よ
り
２
歳
年
上

の
そ
め
と
結
婚
し
、
本
所
に
居
を
構
え
た
。

本
所
で

板
彫
り
の
研
究

松
本
　
良
山
（
ま
つ
も
と
・
り
ょ
う
ざ
ん
）

京
都
で
仏
師
の
修
業
を
積
み
、
江
戸
で
板
彫
り

の
名
人
に
弟
子
入
り
を
す
る
。
江
戸
の
絵
師
狩
野

一
信
の
下
絵
を
元
に
、
十
年
の
歳
月
を
か
け
五
百

羅
漢
（
新
勝
寺
釈
迦
堂
の
堂
羽
目
）
の
彫
刻
を
彫
る
。

五百羅漢の完成を記
念して自ら奉納した
「出山の釈迦像」

釈迦堂と大塔（右奥）
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歳
の
と
き
で
あ
る
。

こ
の
地
で
良
山
は
、
天
保
、
弘
化
、
嘉
永

の
時
代
を
経
て
25
年
、
俗
に
い
う
「
怒
り
物
」

を
得
意
と
し
て
、
不
動
様
、
動
物
、
殊
に
大

黒
様
な
ど
の
作
品
を
手
が
け
て
い
っ
た
。
や

が
て
良
山
は
、
神
田
弁
慶
橋
に
移
り
、
同
じ

神
田
の
鍛
冶
町
に
住
む
高
橋
宝
山
、
於
玉
ケ

池
に
住
む
高
橋
鳳
雲
と
並
ん
で
仏
師
の
三
名

人
（
中
村
薫
著
「
神
田
文
化
史
」）
と
い
わ

れ
、
大
名
や
豪
商
の
注
文
も
受
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
人
は
依
然
と
し

て
職
人
気
質
で
、
楽
な
生
活
で
は
な
く
、
夫

婦
の
間
に
子
ど
も
が
な
い
こ
と
か
ら
、
常
に

酒
を
た
し
な
み
、
自
分
は
仏
師
で
あ
り
、
職

人
で
あ
る
、
金
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
職

人
の
恥
で
あ
る
と
い
っ
た
独
特
の
気
質
が
あ

っ
た
。

嘉
永
６
年
（
一
八
五
三
）
ペ
リ
ー
率
い
る

黒
船
が
来
航
、
江
戸
は
大
騒
動
と
な
っ
た
。

こ
の
年
、
良
山
に
は
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
こ

と
が
起
こ
っ
た
。

江
戸
の
有
名
な
絵
師
、
狩
野
一
信
が
、
新

勝
寺
の
本
堂
を
造
る
に
際
し
、
五
百
羅
漢
の

下
絵
を
一
信
が
書
き
良
山
が
彫
刻
す
る
と
い

う
一
世
一
代
の
仕
事
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ

る
。そ

の
こ
ろ
、
狩
野
一
信
は
芝
に
住
み
、
将

軍
家
の
御
絵
師
と
し
て
、
狩
野
派
の
一
家
を

成
し
て
い
た
。

「
こ
の
た
び
、
下
総
の
成
田
山
で
、
御
本

堂
造
営
が
決
ま
り
、
そ
の
う
ち
の
堂
羽
目
に

五
百
羅
漢
を
板
彫
り
に
し
て
造
る
こ
と
に
な

っ
た
。
成
田
山
も
急
い
で
い
る
話
な
の
で
、

ぜ
ひ
引
き
受
け
て
は
く
れ
ま
い
か
。
私
も
京

都
に
た
く
さ
ん
の
五
百
羅
漢
を
見
た
が
、
今

度
は
一
生
一
代
の
力
作
を
残
し
て
み
た
い
」

一
世
一
代
の
仕
事
が

持
ち
込
ま
れ
る

9

五百羅漢の彫刻　旧本堂（現釈迦堂）羽目板8枚の内

と
い
う
一
信
の
言
葉
に
良
山
は
、
一
度
は
辞

退
し
た
も
の
の
、
ま
た
と
な
い
仕
事
と
引
き

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
狩
野

一
信
38
歳
、
松
本
良
山
53
歳
、
共
に
男
盛
り
、

熟
年
の
境
地
で
あ
る
。

同
年
11
月
、
良
山
は
妻
そ
め
と
弟
子
３
人

を
同
道
し
て
、
成
田
山
の
門
を
く
ぐ
っ
た
。

こ
の
日
か
ら
十
年
、
良
山
は
自
分
の
す
べ
て

を
五
百
羅
漢
に
注
い
だ
。
一
方
、
妻
の
そ
め

は
夫
の
作
業
の
完
成
を
祈
っ
て
、
そ
の
日
か

ら
一
日
も
か
か
さ
ず
水
行
を
始
め
た
。

良
山
は
門
前
の
大
野
屋
旅
館
の
離
れ
を
借

り
て
、
仕
事
場
に
は
鍋
店
酒
造
の
酒
蔵
の
一

隅
が
使
わ
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
長
期
に
わ
た
り
根
気
と
才
能
が

必
要
と
さ
れ
る
作
業
、
と
き
に
一
信
と
良
山

の
間
に
も
衝
突
が
起
こ
っ
た
。

良
山
は
、
一
信
の
下
絵
（
成
田
山
保
存
）

に
は
厚
み
が
な
く
、
羅
漢
の
表
情
が
わ
か
ら

な
い
と
言
い
、
良
山
が
下
絵
に
は
な
い
部
分

を
勝
手
に
作
っ
た
と
一
信
は
怒
っ
た
。

ま
た
、
良
山
も
仕
事
に
行
き
詰
ま
り
、
江

戸
へ
帰
ろ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
の
途
中
、
夕
立
に
あ
っ
て
辻
堂
で
休
ん

で
い
る
と
、
目
の
前
に
蜘
蛛
が
巣
を
張
っ
て

い
た
。
蜘
蛛
が
風
で
破
れ
た
巣
を
懸
命
に
つ

く
ろ
っ
て
い
る
と
、
ま
た
風
に
破
ら
れ
る
。

こ
の
繰
り
返
し
を
し
な
が
ら
、
や
が
て
蜘
蛛

は
巣
を
元
通
り
に
完
成
し
た
。
良
山
は
「
人

大
野
屋
旅
館
に
泊
り

彫
刻
に
没
頭

の
仕
事
も
蜘
蛛
の
仕
事
も
同
じ
こ
と
で
は
な

い
か
、
苦
難
の
中
の
繰
り
返
し
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
を
蜘
蛛
に
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
石
橋
徳
也
覚
書
「
成
田
史
談
31
号
」）

仏
師
の
大
川
逞
一
（
東
京
芸
大
卒
、
彫
刻

界
で
活
躍
。
八
日
市
場
市
名
誉
市
民
・
平
成

４
年
没
）
は
、
良
山
晩
年
の
大
作
に
つ
い
て

「
良
山
は
、
京
都
の
修
業
を
通
し
て
非
常
に
刃

の
き
れ
い
さ
を
学
ん
で
い
る
。
私
は
、
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
交
響
曲
第
５
番
『
運
命
』
を
聴

く
の
が
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
中

の
ダ
ダ
ダ
ダ
ー
ン
、
ダ
ダ
ダ
ダ
ー
ン
と
い
う

出
だ
し
が
あ
る
が
、
あ
の
繰
り
返
し
の
よ
う

な
も
の
が
、
良
山
の
作
品
に
あ
る
。
そ
れ
に

し
て
も
本
堂
の
五
百
羅
漢
、
そ
れ
は
良
山
の

努
力
が
実
を
結
ん
だ
の
で
す
」
と
語
っ
て
い

る
。こ

の
仕
事
を
通
し
て
多
く
の
称
賛
を
得
た

良
山
は
、
仏
師
と
し
て
最
高
の
地
位
「
法
橋
」

（
も
と
は
僧
侶
の
位
、
の
ち
仏
師
、
絵
師
に
も

賜
る
）
に
叙
せ
ら
れ
た
。

明
治
５
年
（
一
八
七
二
）、
良
山
は
72
歳
で

生
涯
を
閉
じ
た
。
東
京
谷
中
の
観
智
院
に
妻

そ
め
と
小
さ
な
墓
が
二
つ
並
ん
で
い
る
。
そ

し
て
船
橋
市
本
町
に
は
、「
木
造
稲
荷
神
立

像
」
の
彫
刻
（
同
町
大
野
富
雄
管
理
、
連
絡

先
船
橋
市
教
育
委
員
会
）
が
保
存
さ
れ
て
お

り
、
同
町
内
不
動
院
に
は
、
松
本
良
山
ら
の

墓
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。（
文
中
敬
称
略
）

仏
師
最
高
の
地
位

「
法
橋
」
に


