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奈
良
大
仏
の

右
手
の
相
は

   「
よ
し
よ
し

　
お
そ
れ
る
で
な
い

　
救
っ
て
や
る
ぞ
」

と
い
う
施せ

む

い
無
畏
印い
ん

施
無
畏
と
は

仏
が
菩
薩
が

衆
生
の
お
そ
れ
を
除
き

救
う
こ
と

医
者
が
患
者
の

先
生
が
生
徒
の

親
が
子
供
の

不
安
を
取
り
除
く
の
も

友
が
友
を
支
え
る
の
も

こ
の
施
無
畏
の
菩ぼ
さ
つ薩
行ぎ
ょ
う

人
は
衆
生
が
ゆ
え

一
人
苦
し
め
ば
餓が

き鬼
地じ
ご
く獄

人
は
衆
生
な
れ
ど

共
に
苦
し
め
ば
仏
菩
薩

【
語
意
】
施せ

む

い
無
畏

　
仏
・
菩
薩
が
衆
生
の
お
そ
れ
を
除
き
、
救
う
こ
と
。



き
、
一
時
間
二
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に

過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
心
身
の
痛
み

で
苦
し
ん
で
い
る
と
き
は
、
一
時
間
が
、

い
や
一
分
一
秒
す
ら
長
く
感
ず
る
も
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
と
き
に
こ
の
世
が
地

獄
に
な
る
ん
で
す
ね
。

　
と
こ
ろ
で
、
地
獄
に
は
、
ラ
ン
ク
が

あ
る
こ
と
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
八
大
地

獄
と
い
っ
て
、
等と
う
か
つ活

地
獄
・
黒
こ
く
じ
ょ
う縄

地
獄
・

衆し
ゅ
う
ご
う合

地
獄
・
叫
き
ょ
う
か
ん喚

地
獄
・
大
だ
い
き
ょ
う
か
ん

叫
喚
地
獄
・

焦し
ょ
う
ね
つ熱
地
獄
・
大
だ
い
し
ょ
う
ね
つ

焦
熱
地
獄
・
阿あ

び鼻
地
獄 

（
無む
け
ん間
地
獄
）
の
八
つ
が
そ
う
で
す
。

　
地
獄
の
中
で
最
上
層
に
位
置
す
る
の

は
等と
う
か
つ活

地
獄
で
、
い
ち
ば
ん
軽
い
ラ
ン

ク
で
あ
り
ま
す
が
、
地
獄
と
い
う
か
ら

に
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
、
獄ご
く
そ
つ卒
（
鬼
）

に
責
め
さ
い
な
ま
れ
て
死
ん
で
も
、
涼

風
が
吹
く
や
生
き
返
り
、
あ
る
い
は
空

中
に
声
が
あ
っ
て
生
き
返
り
、
再
び
同
じ

責
苦
を
う
け
る
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と

五
百
年
、
た
だ
し
、
人
間
界
の
時
間
経

施
無
畏
（
せ
む
い
）

　
一
年
は
三
百
六
十
五
日
、
一
日
は

二
十
四
時
間
、
一
時
間
は
六
十
分
、
一
分

は
六
十
秒
、
厳
密
に
は
、
閏
う
る
う

秒
・
閏
日

（
閏
年
）
で
調
整
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
が
、一
定
の
時
間
や
期
日
に
長
短
が
あ

ろ
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
計
の
針

は
、
い
つ
も
同
じ
速
さ
で
時
を
刻
ん
で
お

り
ま
す
。
距
離
の
長
さ
も
同
様
で
、
物

差
し
が
、
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
し
て
は

困
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
私
ど
も
、
そ
う
は
思
え

な
い
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
眠
れ
な
い
人
に
は
夜
は
長
く
、
疲

れ
た
人
に
は
一
里
の
道
は
遠
い
。
正
し

い
真
理
を
知
ら
な
い
愚
か
な
者
ど
も
に

は
、生
死
の
道
の
り
は
長
い
。（『
法
句
経
』

中
村
元
訳
）」
と
、
釈
尊
は
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
眠
れ
な
か
っ
た
り
、
足

が
重
く
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
辛

い
こ
と
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
不

安
や
恐
れ
、
心
身
の
苦
痛
は
、
早
く
過

ぎ
去
っ
て
欲
し
い
と
願
う
も
の
で
す
。

　
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
あ
り
ま

し
ょ
う
が
、
苦
痛
の
連
続
で
、
将
来
の

展
望
が
全
く
見
え
て
こ
ず
、
た
だ
疲ひ
へ
い弊

困こ
ん
ぱ
い憊
す
る
だ
け
の
よ
う
な
人
生
は
、
誰

し
も
送
り
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、

そ
の
よ
う
な
耐
え
き
れ
な
い
よ
う
な
苦

し
み
を
強
い
ら
れ
て
い
る
方
も
、
実
際

に
は
お
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う

な
方
に
と
っ
て
、
人
生
は
、
ま
こ
と
に
辛

く
長
い
も
の
と
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
に

違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
知
人
で
、
う
つ
病
を
若
い
頃
経
験
さ

れ
た
方
が
い
て
、
今
は
見
事
克
服
さ
れ

て
い
る
の
で
す
が
、
当
時
そ
れ
は
正
に
、

出
口
が
全
く
見
え
な
い
地
獄
の
よ
う
な

苦
し
み
で
あ
っ
た
と
述
懐
さ
れ
て
お
り

ま
し
た
。
人
間
の
感
覚
と
い
う
も
の
は
、

あ
る
意
味
い
い
加
減
で
あ
て
に
な
ら
な

い
も
の
で
、
楽
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
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過
と
は
異
な
り
、
換
算
し
直
す
と
、
約

1.7
兆
年
と
い
う
か
ら
す
ご
い
で
す
。
最

下
層
に
位
置
す
る
阿あ

び鼻
地
獄 （
無む
け
ん間

地

獄
）
に
い
た
っ
て
は
、
こ
こ
に
真
っ
逆
さ

ま
に
落
ち
て
到
達
す
る
ま
で
に
二
千
年

を
要
し
、
そ
の
苦
し
み
た
る
や
、
他
の

七
地
獄
が
夢
の
幸
福
と
思
え
る
く
ら
い

に
過
酷
な
も
の
で
、
寿
命
は
一
中ち
ゅ
う
こ
う

劫
、
詳

し
い
説
明
は
省
か
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、

宇
宙
的
時
間
を
経
過
し
な
い
と
解
放
さ

れ
な
い
と
い
い
ま
す
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト

教
な
ど
で
の
地
獄
は
永
久
で
す
が
、
仏

教
で
の
地
獄
は
、
と
て
つ
も
な
く
長
い

年
月
で
す
が
、一
中
劫
と
い
う
、
有
限
の

期
間
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
一
抹
の
救
い
を

感
じ
ま
す
。

　
さ
て
、
自
分
が
地
獄
に
居
る
と
仮
定

し
た
な
ら
ば
、「
と
て
も
そ
ん
な
に
待
つ

こ
と
は
で
き
な
い
」、
さ
り
と
て
、
解
決

の
糸
口
す
ら
見
つ
け
ら
れ
ず
、
思
う
こ

と
は
た
だ
一
つ
、「
早
く
こ
の
苦
し
み
か

ら
解
放
さ
れ
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
危
難

や
苦
し
み
の
と
き
に
、
思
い
が
け
な
い
助

け
に
あ
っ
た
と
き
に
「
地
獄
で
仏
に
会
っ

た
よ
う
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
ょ
う
。「
地
獄
に
地
蔵
」
と
も
い
い
ま

す
が
、
地
獄
に
も
、
仏
様
や
お
地
蔵
様

が
来
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

　
芥
川
龍
之
介
の
『
蜘く

も蛛
の
糸
』
は
、
極

悪
で
地
獄
に
堕お

ち
た
カ
ン
ダ
タ
が
主
人

公
で
す
。
た
っ
た
一
度
だ
け
蜘
蛛
を
助
け

た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
釈
迦

様
は
、
極
楽
の
蜘
蛛
の
糸
を
垂
ら
し
て
、

地
獄
か
ら
救
い
出
そ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
カ
ン
ダ
タ
は
、
後
か
ら
続
い
て

上
っ
て
く
る
者
た
ち
に
「
こ
れ
は
俺
の
も

の
だ
。
降
り
ろ
」
と
い
っ
た
と
た
ん
、
糸

は
ぷ
っ
つ
り
切
れ
て
、
ま
た
地
獄
へ
堕お

ち

て
い
っ
た
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
ち
ら
奈
良
の
大
仏
様
の
右
手
、
施せ

無む

い畏
印い
ん
と
い
い
ま
す
。「
よ
し
よ
し
、
お

そ
れ
る
で
な
い
。
救
っ
て
や
る
ぞ
」
と
い

う
姿
で
す
。
仏
様
が
、

い
つ
で
も
わ
れ
わ
れ
の

不
安
や
恐
れ
を
取
り
除

い
て
や
る
と
の
表
現
で

す
。
娑し
ゃ
ば婆
の
雑
踏
に
も
、

地
獄
に
も
、
仏
は
お
ら

れ
る
の
で
す
。た
だ
気
づ
け
な
い
の
で
す
。

し
か
も
、
カ
ン
ダ
タ
の
よ
う
に
、
仏
の

慈
悲
に
会
っ
て
も
、
一
人
よ
が
り
で
、
真

理
に
疎う
と

い
者
は
、
悲
し
い
か
な
、
地
獄
に

沈ち
ん
り
ん淪

す
る
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
施せ

む

い
無
畏
は
布ふ
せ
ぎ
ょ
う

施
行
の
一
つ
で
す
。
医

者
が
患
者
の
、
先
生
が
生
徒
の
、
親
が

子
供
の
不
安
を
取
り
除
い
て
や
る
の
も
、

友
人
が
落
胆
し
て
い
る
と
き
に
支
え
て

あ
げ
る
の
も
、
こ
の
菩ぼ
さ
つ
ぎ
ょ
う

薩
行
で
す
。
わ

れ
わ
れ
衆
生
は
、
仏
菩
薩
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
苦
し
ん
で
い
る
人
と
共4

に
苦
し
み

4

4

4

4

、
支
え
て
あ
げ
よ
う
と
し
た

と
き
、
菩
薩
と
な
り
仏
と
な
る
の
で
す
。
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け
ま
せ
ん
。
ま
だ
ま
だ
、
修
行
が
足
り
な

い
よ
う
で
す
。

◆
　
六
尺
の
卒
塔
婆
し
た
ゝ
め
道
研
忌

◆
　
三
回
忌
未
だ
円
相
定
ま
ら
ず

▼
焼
き
い
も

　
オ
ー
ブ
ン
ト
ー
ス
タ
ー
が
壊
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
少
し
高
め
、
と
い
っ
て
も

一万
円
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
度
購
入
し
ま

し
た
。
最
近
の
も
の
は
、
な
か
な
か
便
利

に
で
き
て
い
ま
す
ね
。
早
速「
焼
き
い
も
」

に
設
定
し
て
試
し
焼
き
。

　
こ
れ
は
思
い
の
外
、
簡
単
・
手
間
い
ら

ず
・
ベ
リ
ー
グ
ッ
ド
!!
で
あ
り
ま
す
。

◆
　
芋
焼
き
て
半
分
ず
つ
の
甘
さ
か
な

▼
誕
生
日

　
十一月
は
、
私
の
誕
生
月
で
す
。
も
う

何
回
と
な
く
そ
の
日
を
迎
え
る
わ
け
で
す

が
、
年
々
、
そ
の
重
み
が
増
し
て
く
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
。。

◆
掃
き
集
む
落
ち
葉
親
し
き
六
十
四
　
沐
魚

し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
本
来
の
接
待
は
、
お
礼
や
感

謝
の
た
め
で
は
な
く
、
純
粋
な
篤
志
的
行

為
だ
っ
た
の
だ
。

　
や
が
て
、
わ
ざ
わ
ざ
客
を
招
い
て
も
て

な
す
行
為
も
、
こ
の
接
待
が
当
て
ら
れ
、

後
に
「
招
待
」
と
い
う
招
請
の
意
味
の
語

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』ひ
ろ
さ
ち
や
監
修
）

▼
三
回
忌

　
先
代
の
慎
空
道
研
上
人
の
三
回
忌
を
、

ち
ょ
う
ど
一ヶ
月
早
め
て
、
11
月
18
日
、

法
類
寺
院
、
檀
信
徒
総
代
、
親
類
縁
者

の
方
々
列
席
の
下
、
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
背
丈
ほ
ど
あ
る
大
き
な
卒
塔
婆
の
頭

の
部
分
に
、「
２
」
と
い
う
円
相
を
書
く

の
で
す
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
う
ま
く
書

◎
接せ
っ
た
い待
、
招
し
ょ
う
た
い待

　
誰
か
を
招
き
、
も
て
な
す
行
為
を
指

す
こ
と
ば
だ
が
、
元
来
は
一つ
の
こ
と
ば

で
あ
り
、「
摂
待
」「
接
待
」
か
ら
派
生
し

た
も
の
。
摂
や
接
は
、し
ょ
う

0

0

0

と
も
読
む
。

　
か
つ
て
聖
地
を
め
ぐ
っ
た
り
、
名
僧
に

教
え
を
乞
わ
ん
と
各
地
を
修
行
す
る
行あ
ん

脚ぎ
ゃ
そ
う僧

は
、
門
前
の
路
上
で
湯
茶
を
振
る
舞

わ
れ
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
こ
の
習

慣
は
、
や
が
て
往
来
の一般
庶
民
に
対
し

て
も
行
わ
れ
、「
門か
ど
ち
ゃ茶

」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
禅
家
慣
例
の
「
行
ぎ
ょ
う

茶ち
ゃ
ふ
せ

布
施
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
謡

曲
の
一
節
に
、

〽
祖
母
に
て

候
う
者
こ
の

接
待
を
始
め

て
候
…
…
と

あ
る
が
、
こ
の
場
面
は
熱
心
な
信
者
が
路

上
で
湯
茶
を
振
る
舞
っ
た
あ
り
さ
ま
を
指
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今月の一言


