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《
修
士
論
文
要
旨
》肥

後
定
慶
と
康
運

*

岡

本

怜

嗣

肥
後
定
慶
は
十
三
世
紀
中
頃
に
活
躍
し
た
仏
師
で
あ
る
。
彼

の
在
銘
作
品
お
よ

び
推
定
作
品
と
し
て
現
在
、
以
下
の
六
点
が
知
ら
れ
て
い
る
。
在
銘
作
品
と
し
て

東
京
藝
術
大
学
所
蔵
毘
沙
門
天
立
像
、
京
都

・
大
報
恩
寺
所
蔵
六
観
音
像

(准
砥

観
音
)
、
京
都

・
鞍
馬
寺
所
蔵
聖
観
音
立
像
、
兵
庫

・
石
寵
寺
所
蔵
金
剛
力
士
像
、

岐
阜

・
横
蔵
寺
所
蔵
金
剛
力
士
像
。
推
定
作
品
と
し
て
鎌
倉

・
明
王
院
所
蔵
不
動

明
王
坐
像

の
合
計
六
点
で
あ
る
。

以
前
は
、
肥
後
定
慶
を
運
慶
次
男
の
康
運
と
同

一
人
物
と
す
る
説
も
あ

っ
た
が
、

現
在
の
研
究
で
は
別

々
の
人
物
と
す
る
説
が
通
説
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
両
者

に
は
共
通
す
る
部
分
も
多

い
。
ま
た
、
史
料
上
の
矛
盾
点
は
あ
る
も
の
の
、
肥
後

定
慶
の
作
品
の
中
で
、
及
び
肥
後
定
慶
様

の
展
開
を
説
明
す
る
に
当
た

っ
て
は
、

肥
後
定
慶
と
康
運
が
同

一
人
物
で
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
が
多
く
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
肥
後
定
慶
に
つ
い
て
、
従
来
否
定
さ
れ
て
き
た
同

一
人
物
説
の

妥
当
性
に
つ
い
て
再
検
討
を
行

っ
た
。
そ
し
て
肥
後
定
慶
作
品
の
細
部
意
匠
や
様

式
に
似
た
部
分
が
見
ら
れ
る
、

い
わ
ゆ
る

「肥
後
定
慶
様
」
の
作
品
に
つ
い
て
、

近
年
そ
の
様
式
の
祖
形
を
運
慶
の
晩
年
期

の
作
品
と
推
定
す
る
説
が
提
出
さ
れ
た

が
、
そ
の
説
に
つ
い
て
も
再
検
討
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
な
ぜ
彼
の
作
品
に
似

た
形
式

・
様
式
が
地
方

へ
展
開
し
て
行

っ
た
の
か
を
、
同

一
人
物
説
の
問
題
と
合

わ
せ
て
考
察
を
行

っ
た
。

鎌
倉
時
代
に
は

「定
慶
」
と
名
乗
る
仏
師
が
三
人

(春
日

・
肥
後

・
越
前
)
い

た
が
そ
の
内
、
春
日
定
慶
、
肥
後
定
慶
の
二
人
が
多
く
作
品
を
残
し
て
い
る
。
本

研
究
で
は
、
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
三
人
の
事
績
の
分
類
を
行

っ
た
上
で
、
肥

後
定
慶
の
み
を
取
り
上
げ
て
研
究
を
進
め
た
。

本
論
に
お
い
て
、
第

一
章
の
研
究
史
で
は
肥
後
定
慶
研
究
の
歴
史
を
整
理
し
た

上
で
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
疑
問
点
に
関
し
て
整
理
を
行

っ
た
。
今
日
の
肥
後
定

慶
研
究
に
関
す
る
大
き
な
問
題
は
、

一
つ
が
同

一
人
物
説
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

も
う

一
つ
が

「肥
後
定
慶
様
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
現
在
で
は
前
者
の
方
は

既
に
結
論
が
出
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
も
の
の
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
明
確
な
答
え
が
な
け
れ
ば
、
塩
澤
寛
樹
氏
が
肥

　
　

　

後
定
慶
作
品
と
し
て
推
定
し
た
鎌
倉

・
明
王
院
所
蔵
の
不
動
明
王
坐
像
を
初
め
と

し
た
幕
府
に
お
け
る
造
像
に
お
い
て
な
ぜ
肥
後
定
慶
が
採
用
さ
れ
た
の
か
、
更
に
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そ
れ
に
波
及
し
た
関
東
に
お
け
る
彼
の
造
像
と
そ
の
影
響
を
研
究
す
る
に
当
た

っ

て
大
き
な
障
害
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章
で
は
、
関
東
彫
刻
界
に
お
け

る
肥
後
定
慶
の
躍
進
、
お
よ
び
彼
の
様
式

が
ど
の
よ
う
に
広
が

っ
て
い
っ
た
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
が
幕
府
に
お

け
る
造
像
に
つ
い
て
採
用
さ
れ
た
理
由
に
は
、
肥
後
定
慶
が
運
慶
の
子
息

(康
運
)

で
あ
れ
ば
こ
そ
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
考
察
し
た
。

ま
ず
塩
澤
氏
の
主
張
さ
れ
る
肥
後
定
慶
の
関
東
彫
刻
界

へ
の
展
開
を
考
察
す
る

前
に
、
肥
後
定
慶
研
究
に
と

っ
て
重
要

な
史
料
と
な
る

『高
山
寺
縁
起
』
の
史
料

的
検
討
を
行

っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に

「
三
重
塔

の
条
」
に
お
い
て
重
要
な
人
物

が
今
回
発
見
で
き
た
。
「三
重
塔

の
条
」
の
中
の
塔
本
五
仏
造
像
の
沙
汰
人
の
全

て
が
西
園
寺
公
経
と
関
わ
り
の
深
い
人
達
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
中
で
も

「前
壱
岐

守
行
兼
」
と
い
う
人
物
と
肥
後
定
慶
と

の
関
係
が
他
者
の
四
人
と
は
違

い
、
肥
後

定
慶
を
重
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
史
料
の
検
討
の
結
果
、
前
壱
岐
守
行

兼
は

「中
原
行
兼
」
と

い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
こ
の
人
物
は
関
東

申
次
を
歴
任
し
た
西
園
寺
公
経
の
側
近
で
あ
り
、
九
条
道
家

の
侍
で
も
あ
っ
た
。
彼

等
の
使
者
と
し
て
度

々
関
東

へ
下
向
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
中

原
行
兼
に
よ
っ
て
肥
後
定
慶
が
関
東
彫
刻
界

へ
進
出
す
る
下
地
が
で
き
た
の
で
は

な

い
か
と
推
定
し
た
。

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
肥
後
定
慶
様
の
造
形
の
展
開
を
、
最
初
は
常
陸
国
の
笠
間

時
朝
と

い
う
人
物
に
ス
ポ

ッ
ト
を
当
て
て
、
関
東
に
お
け
る
展
開
の
考
察
を
行

っ

た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
笠
間
時
朝
の
和
歌
を
通
じ
た
幕
府
中
枢
人
物
と
の
ネ

ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
、
彼
の
文
化
的
側
面

の
つ
な
が
り
か
ら
、
幕
府
か
ら
笠
間
時
朝

へ
肥
後
定
慶
様
が
伝
播
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
幕
府
の
中
枢
か
ら
地
方
の
御
家
人

へ
と
肥
後
定
慶
の
形
式

・
様
式
が
展
開
し
た
こ
と
を
見
た
。

第
四
章
で
は
、
関
東
御
家
人
の
例
と
し
て
、
相
良
氏

の
例
を
取
り
上
げ
た
。
相

良
氏
は
九
州

へ
下
向
し
て
い
る
た
め
、
西
国
に
お
け
る
肥
後
定
慶
様
の
展
開
と
し

て
考
察
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
肥
後
国
に
お
い
て
明
導
寺
所
蔵
阿
弥
陀

三
尊
像
の
よ
う
な
肥
後
定
慶
様

の
仏
像
が
制
作
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
二
つ
の
外

部
流
入
背
景
が
考
え
ら
れ
た
。

一
つ
は
相
良
氏
が
東
国
御
家
人
で
あ
り
、
将
軍
家

に
対
し
て
強
い
忠
誠
心
が
あ
る
と
同
時
に
、
鎌
倉
文
化

へ
の
憧
れ
、
そ
し
て
地
頭

と
し
て
の
権
威
を
肥
後
国
に
お
い
て
示
す
た
め
に
鎌
倉
地
方
の
文
化
を
肥
後
国
に

移
植
し
た
こ
と
で
、
明
導
寺
像
の
よ
う
な
肥
後
定
慶
様
の
仏
像
が
採
用
さ
れ
た
と

　
　

　

考
え
た
。

そ
し
て
も
う

一
つ
は
八
条
女
院
領
に
お
い
て
、
特
に
京
都

・
大
慈
園
律
寺
に
お

い
て
肥
後
定
慶
様
の
仏
像
が
制
作
さ
れ
て
お
り
、
肥
後
国
に
八
条
女
院
領
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
八
条
女
院
領
同
士
に
お
け
る
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
、
肥
後
定

慶
様

の
仏
像
が
制
作
で
き
る
仏
師
の
選
定
が
行
わ
れ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
し

か
し
結
果
と
し
て
、
前
者
の
関
東
の
文
化
が
肥
後
国

へ
移
植
さ
れ
た
影
響
の
方
が
、

笠
間
時
朝
の
事
例
か
ら
考
え
て
も
、
造
像
に
お
け
る
肥
後
定
慶
様

の
選
択
背
景
と

し
て
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
京
都

・
奈
良
で
発
展
し
た
肥
後
定
慶

様
が
関
東
地
方

へ
進
出
し
、
そ
れ
が
肥
後
国
を
中
心
と
し
た
九
州
地
方

へ
と
展
開

し
た
と

い
う

一
連
の
流
れ
で
捉
え
た
。

以
上
、
い
わ
ゆ
る
肥
後
定
慶
様
が
将
軍
周
辺
か
ら
出
発
し
て
、
幕
府
の
中
枢
に

広
ま
り
、
そ
し
て
御
家
人
達

へ
も
広
ま
り
、
最
終
的
に
肥
後
国
に
展
開
し
た
と

い
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う
結
果
を
見
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
展
開
し
た
肥
後
定
慶
様
が
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど

強
い
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
か
が
疑
問

に
残
る
。
山
口
隆
介
氏
は
、
従
来

一
括
し

て

「肥
後
定
慶
様
」
と
い
わ
れ
て
い
た
菩
薩
像

の
造
形
の
源
泉
が
運
慶
晩
年
期
の

　
ヨ

　

作
品
に
求
め
ら
れ
る
と
し
、
肥
後
定
慶
様
は
運
慶
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

そ
こ
で
第
五
章
で
は
、
そ
の
説
に
つ
い
て
考
察
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
生
身
仏

な
ど
限
定
し
た
場
合
に
の
み
、
山
口
氏

の
説
は
有
効
で
あ
る
が
、
全
て
の
肥
後
定

慶
様
作
品
を
運
慶
様
か
ら
の
出
発
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
り
、
肥
後
国

・
明

導
寺
像
の
場
合
に
は
や
は
り
運
慶
様
で
は
な
く
、
肥
後
定
慶
と
い
う
人
物
の
様
式

を
求
め
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
理
由
に
は
や
は
り
、
彼

の
幕
府
に
お
け

る
造
像
と

い
う
業
績
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
運
慶
次
男
と
い
う
血
統

の
正

し
さ
も
あ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え
た
。

更
に
、
肥
後
定
慶
様
を
表
す
文
殊
菩
薩
像
の
服
制
を
中
心
と
し
た
考
察
の
結
果

か
ら
、
肥
後
定
慶
様
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
中
に
は
快
慶
の
様
式

・
形
式
も

一
部
含

ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

以
上
の
結
果
か
ら
、
肥
後
定
慶
と
康

運
が
同

一
人
物
で
あ
る
と

い
う
説
に
少
し

で
も
近
づ
け
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、
奈
良

・
興
福
寺
北
円
堂
弥
勒
仏
坐
像
の
台

座
墨
書
銘
の
解
釈
な
ど
、
多
く
の
残
さ
れ
た
問
題
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

(
2
)

(3

)

塩
澤
氏
も
明
導
寺

の
造
像
背
景
と
し
て
相
良

氏
の
影
響
を
想
定
さ

れ
て
い
る

(塩
澤

寛
樹

『鎌
倉
時
代
造
像
論
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
九
年

・
二
月
)
。

山
口
隆
介

「定
慶
様

菩
薩
像

の
再
検

討
」

『仏
教
芸
術
』

二
九
九
号

毎

日
新

聞
社

二
〇
〇
八
年

・
八
月
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【
注

】

(
1
)

塩
澤
寛
樹

「鎌
倉

・
明
王
院
不
動
明

王
坐
像
と
肥

後
定
慶
」

号

毎
日
新
聞
社

一
九
九
九
年

・
一
月

『仏
教
芸
術
』

二
四

二


