
本

尊

請

形

考

察

態

の

ーー＿＿.・

勧

上

本

昌

回

本
宗
の
本
尊
問
題
に
就
い
て
は
、
古
来
よ
り
や
か
ま
し
〈
論
議
を
重
ね
て
来
た
も
の
で
あ

っ
て
、
其
の
法
休
論
に
於
て
は
仰
を
中
心
と

す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論

K
至
っ
た
が
、
然
し
勧
請
の
形
態
忙
於
て
は
各
寺
院
・
教
会
に
よ
り
各
自
異
っ
た
形
式
の
本
尊
を
勧
請
し
て
ゐ

る
と
と
ろ
が
沙
在
く
な
い
や
う
で
あ
る
。

則
ち
木
像
本
尊
、
憂
茶
羅
本
尊
、
一間
像
本
尊
、
等
の
別
が
あ
り
、
更
に
木
像
の
中
に
も
一
尊
四
士
・

二
尊
四
士
及
び
一
塔
両
尊
在
ど
の

様
式
が
あ
り
憂
茶
羅
に
於
て
も
十
界
羅
列
や
一
遍
首
題
の
別
が
見
ら
れ
、

叉
画
像
に
あ
っ
て
も
同
じ
く
虞
略
の
異
り
が
認
め
ら
れ
る
。

れ
ら
の
中
で
何
れ
を
本
尊
正
境
と
し
て
勧
請
ナ
べ
き
で
あ
る
か
と
云
う
に
、
北ハの
説
は
必
4
y
し
も
一
定
し
て
い
な
い
も
の
の
如
く
で
あ
る

カ毛

一
方
現
実
商
で
は
各
寺
院
共
木
像
本
尊
を
も
っ
て
勧
請
し
て
ゐ
る
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、
然
も
其
の
大
部
分
は
宗
祖
始
顕
の
妙
法
大

昂
五卦
羅
の
木
像
化
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

ハ此
等
の
外
に
宗
組
一
一
鮮
の
み
或
は
憂
茶
羅
一

一帽
の
み
を
奉
安
し
て

ゐ
る
寺
院
も
あ
る
が
、

と
れ
は
比
較
的
少
な
く
特
殊
な
場
合
、
例

へ
ば
戦
災
等
に
よ
っ
て
堂
宇
を
失
い
仮
本
堂
に
祖
師
一

一鮮
の
み
を
安
置

し
て
ゐ
る
時
や
或
は
ま
た
、
木
堂
の
外

K
M刊
帥
堂
を
梢

へ
て
別
に
相
師
の
み
を
奉
安
し
て

ゐ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
前
者
は
都
市
K
多
く

後
者
は
大
寺
院
で
な
い
と
見
る
と
と
が
出
来
な
い
場
合
が
多
い
。
）

か
く
の
如
く
本
宗
の
本
尊
勧
請
形
態
は
胡
杵
統

一
扶
定
を
見
て
ゐ
在
い
が
、
然
し
本
尊
の
実
体
に
就
い
て
は
「
本
門
の
教
主
釈
尊
」
た
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る
と
と
に
異
論
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
最
近
、
日
蓮
正
｛
一
万
に
属
ナ
る
富
士
大
石
寺
の
在
家
団
体
売
る
創
価
学
会
で
は
本
宗
の
本

尊
（
特
忙
身
延
山
〉
を
し
て
、

そ
れ
を
雑
乱
勧
請
で
あ
る
と
難
じ
、
其
の
宣
伝
忙
懸
命
な
こ

と
か
ら
再
び
此
の
問
題
が
グ
ロ

l
ズ

・
ア

ツ

プ
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
と
れ
よ
り
些
か
本
宗
の
本
尊
勧
請
形
態
に
就
い
て
の
考
察
を
試
み
や
う
と
思
う
。
即
ち
其
の
順

序
と
し
て
第
一

K
「
総
勧
請
」
忙
就
い
て
考

へ
、
衣
ぎ
に

「
別
勧
請
」
と
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
つ
い
て
其
の
性
格
を
調
べ
、
更
に
此

等
二
者
と
「
雑
乱
勧
請
」
と
の
相
違
に
及
び
、
併
せ
て
憂
茶
雑
中
の
諸
神

（
天
照
八
幡
・

鬼
子
母
神
等
）
忙
J

就
い
て
検
討
を
加

へ
た
い
。

先
づ
総
勧
請
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
と
れ
は
宗
祖
始
顕
の
十
界
羅
列
妙
法
大
憂
茶
羅
に
其
の
源
を
発
ナ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
字
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昌
見茶
械
は
女
第
に
絵
画
化
さ
れ
或
は
叉
木
像
化
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
を
た
ど
っ
た
。
即
ち
最
初
は

一
部
分
（
天
蓋

・
蓮
台

・
四
天
王
等
）
が

固
化
さ
れ
、
続
い
て
中
尊
首
題
以
外
は
悉
く
絵
固
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り、
早
く
も
宗
祖
滅
後
七
十
六
年
の
延
文
二
年

二

、
三
七
五
）

に

は
大
覚
犬
僧
正
筆
【
首
題
の
み
〕の
憂
茶
羅

【
京
都

・
法
華
寺
蔵
】
が
諸
尊
全
部
画
像
化
さ
れ
て
ゐ
る

へ
註
l
）
。
乙
の
画
像
化
は
木
像
化

の
如
く
忙
は
流
布
し
な
か

っ
た
忙
し
て
も
、
相
当
に
古
い
時
代
か
ら
行
は
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
う
る
c

ま
た
と
れ
と
同
じ
く
大
憂
茶
羅
の
木
像
化
も
早
く
か
ら
行
は
れ
、

一
部
分
（
釈
迦
俳

・
四
菩
薩
）
は
宗
祖
御
在
世
当
時
既
に
見
る
と

と

が
出
来
る
が
、

木
格
的
に
奉
安
さ
れ
始
め
た
の
は
宗
祖
滅
後
凡
そ
四
五
十
年
頃
か
ら
の
や
う
で
あ
る

（註
2
）
。
木
像
化
の
最
初
の
形
は

中
尊
の
題
闘
を
室
田
空
現
し
、

そ
の
左
右
忙
釈
迦

・
多
宝
の
二
併
を
配
し
た
と
ζ

ろ
の
所
謂

一
塔
両
尊
忙
し
て
、

の
ち
次
矛
忙
諸
神
を
追
加

し
て
い
っ
た
ゃ
う
忙
思
は
れ
る
。
と
こ
ろ
が
又

一
方
で
は
こ
の
大
憂
茶
羅
の
木
像
化
と
は
別

K
、
本
尊
抄
の



正
倣
二
千
年
之
間
小
乗
釈
尊
迦
業
阿
難
為
ニ脇
士
一
。
権
大
乗
誼
浬
喋

・
法
華
経
迩
門
等
釈
尊
以
二文
殊
普
賢
等一
為
一一
脇
士
一
。

ケ
ト

モ

ニ

タ

ノ

テ

セ

画
一一正
像
一
未
ド
有
一
一
寄
金
品
仏
－
。
来
一
一
入
末
法
一始
此
仏
像
可
ν
令ニ
出
現
－敗。

（
七
一
一
二）

此
時
地
涌
千
界
出
現
本
門
釈
尊
為
ニ脇
士
二
一
閣
浮
提
芳
一

本
尊
可
ν
立
ニ
此
国
一。

此
等
仏
造

（
七
二

O
）

等
の
机
文
を
中
心
と
し
て
一
尊
四
士
の
木
像
が
造
’保
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
と
の
一

尊
に
於
て
は
宗
祖
自
ら
も
ζ

れ
を
伊
東
で
感
得
せ

ら
れ
、
後
年
身
延
御
入
山
の
時
も
、
持
仏
堂
に
安
置
さ
れ
て

一
期
常
住
に
随
身
せ
ら
れ
て
を
り
、
ま
た
檀
越
に
あ

っ
て
も
富
木

・
太
田
等

の
諸
氏
は
何
れ
も

一
尊
を
奉
安
し
て
を
ら
れ
た
（
註
3
）
。
而
も
建
治
三
年
ハ
一
二
七
七
）
以
後
四
保
氏
が
先
づ
四
士
を
副
造
し
て
よ

り
、
他
の
諸
氏
も
叉
順
衣
と
れ
に
習
っ
て
一
尊
四
士
の
形
式
を
用
ぬ
る
や
う
に
な
っ
た
。
即
ち
と
れ
は
四
保
金
五
口
釈
迦
仏
供
養
事

（
一、

一
八
二
頁
）
に
よ
っ
て
同
氏
が
一
尊
を
造
立
し
て
ゐ
た
と
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
更
に
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
に
よ
れ
ば

四
保
三
郎
左
衛
門
頼
基
、

一
尊
四
菩
薩
ノ
木
像
ヲ
造
リ
、
高
祖
之
ガ
点
眼
ヲ
為
ス
、
後
チ
身
延
端
場
坊
ノ
本
尊
ト
ス

（七

ノ
二
O
）

と
あ
っ
て
宗
祖
が
開
眼
を
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
然
し
此
等
は
大
憂
茶
羅
に
於
け
る
如
く
、
｛
一
ホ
祖
の
親
し
く
執
刀
彫
刻
せ
ら
れ

も
ん
証
在
は
不
明
で
あ
り
、
此
の
為
か
と
も
す
る
と
大
憂
茶
維
に
偏
執
し
て
造
像
は
宗
祖
の
意
に
背
く
が
如
く
に
考
へ
る
者
も
現
れ
、
彼
の

「板
憂
茶
羅
以
外
は
本
尊
に
非
十
」
と
主
張
す
る
創
価
学
会
の
如
き
は
、
其
の
代
表
的
な
も
の
と
云
う
こ
と
が
出
来
ゃ
う
。
ま
た
宗
祖
の

造
倣
忙
対
ナ
る
本
義
の
上
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
た
と
へ
親
刻
の
木
像
が
在
か
っ
た
に
し
て
も
造
像
の
聖
意
が
存
し
た
こ
と
を
看
過
ナ
る
わ

け
忙
は
ゆ
か
な
い
。
即
ち
日
限
女
に
対
し
て
は
『
釈
尊
一

体
を
造
立
ナ
る
人
は
十
方
世
界
の
諸
仏
を
作
り
奉
る
人
な
り
』
こ
、

六一一一
一一
）

と
述
べ

て
其
の
造
立
の
功
徳
を
示
し
て
賞
美
せ
ら
れ
、
ま
た
富
木
氏
が
四
士
造
立
を
窺
っ
た
の
に
対
し
て
は
『
本
側
本
脇
士
造
り
奉
る
ベ

き
時
也
』

こ
、
六
四
八
）
と
其
の
認
可
を
与
へ
て
を
ら
れ
る
実
例
よ
り
見
て
も
判
然
と
し
て
ゐ
る
。
若
し
宗
姐
の
本
意
が
憂
茶
羅
以
外

は
本
尊
と
し
て
奉
安
ナ
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
ナ
る
た
ら
ば
、
此
の
や
う
な
揚
合
に
必
や
峻
厳
な
る
教
一不
が
あ
る
は
や
で
あ
ら
う
。
か
く
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如
上
の
観
点
忙
立
つ
時
、

既
に
御
在
世
か
ら
造
像
の
企
て
が
あ
り
、
ま
た
富
木

・
太
田
・
四
僚
等
の
諸
氏
が
順
衣
一

尊
に
四
士
を
添
造
し

も
ん
事
実
と
先
の
本
尊
抄
・
四
菩
薩
造
立
齢
等
の
祖
大
か
ら
し
て
、
宗
祖
の
造
立
に
対
ナ
る
御
本
意
は
一
尊
四
士
に
中
心
が
置
か
れ
た
や
う

忙
思
は
れ
る
。

然
し
て
再
び
大
量
茶
羅
の
木
像
化
忙
就
い
て
で
あ
る
が
、

愛
で
先
づ
本
宗
寺
院
の
本
尊
勧
請
様
式
を
大
観
す
る
に
、
そ
れ
メ
＼
多
少
の

相
違
と
そ
あ
れ
大
体
に
於
て
大
憂
茶
羅
の
諸
尊
を
木
像
化
し
た
様
式
が
主
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
い
る
や
う
で
あ
る
。
即
ち

其
本
尊
為
ν
体
本
師
裟
婆
上
宝
塔
居
ν
空
、
塔
中
妙
法
蓮
華
経
左
右
釈
迦
牟
尼
例
・

多
宝
例

・
釈
尊
脇
士
上
行
等
四
菩
薩
、

文
殊
摘
助
等

四
菩
薩
巻
属
居
二
末
座
二

遮
化
地
方
大
小
諸
菩
薩
寓
民
処
ニ大
地
一如
v
見
ニ雪
国
閤
月
卿
ニ
式
云。

（七

一
二
）

と
の
机
文
に
基
き
首
題
の
妙
法
を
中
心
に
し
て
釈
迦
多
宝
の
両
尊
と
本
化
の
四
士
を
配
し
、
更
に
北
ハの
他
大
豊
茶
羅
中
の
諸
仰
諸
神
を
木

像
化
し
て
適
宜
添
加
し
て
ゐ
る
様
式
忙
し
て
、
広
略
の
差
は
あ
る
が
大
旨
と
れ
忙
属
し
て
い
る
も
の
と
云
へ
る
。
所
調
、
こ
れ
が
本
宗
の

「
総
勧
請
」
で
あ
っ
て
此
の
集
定
形
式
は
右
の
如
く
、
既
に
祖
女

K
拠
り
大
憂
茶
確
に
基
づ

い
て
其
の
木
像
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

と
の
総
勧
請
は
も
と
よ
り
妄
義
の
存
ナ
る
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
を
先
の

一
尊
四
士
本
尊
と
比
較
ナ
る
時
は
、
総
勧
請
は
脇

士
や
附
属
の
諸
神
が
多
く
誼
座
し
て
ゐ
る
為
に
、
感
性
上
や
L
多
神
教
的
な
想
を
起
さ
せ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ら
う
o

又
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
総
勧
請
と

一
尊
凶
士
は
共
に
木
像
本
尊
と
し
て
の
立
場
か
ら
見
る
と
き
は
、
と
れ
を
広
略
の
差
と
し
て
考

へ

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
売
ら
う
か
。

木

像

〈
憂
茶
羅
）

本

一！
広
｜
｜
総
勧
請
（
十
界
勧

請
）

｜
｜
十
界
都
列
大
憂
茶
羅

尊
！
一
略
｜
｜
略
勧
請
ご
塔
両
噂
四
士
）
｜
｜
首
題
n

二
尊
四
士

・
二
明
王

・
等

「要
l
！

一

尊

四

土

中

尊

首

題

.. 27 



つ
ま
り
総
勧
請

（
広
）
は
妙
法
大
豊
茶
維
の
木
像
化
た
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
が
、

一
尊
四
士

（要）

は
其
の
大
憂
茶
薙
の
中
の
主

要
部
の
み
を
と
り
、

と
れ
を
『
本
門
の
教
主
釈
尊
を
も
っ
て
本
尊
と
ナ
ペ
し
』
と
の
祖
文
に
照
し
て
木
像
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る
。
宗
祖
御
在
世
当
時
と
し
て
は
総
勧
請
の
形
式
を
と
る
乙
と
は
色
々
な
点
か
ら
見
て
安
易
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た
K
違
い
な
い
、

従
っ
て
一
噂
或
は
そ
れ
に
四
士
を
加

へ
も
ん
形
式
の
も
の
が
用
い
ら
れ
、
，
次
芳
に
総
勧
請
の
形
式
に
推
移
し
て
行
っ
た
も
の

と
思
う。

今
日

一
般
の
寺
院
K
於
て
刷
い
ら
れ
て
い
る
勧
請
様
式
は

一
塔
両
尊
四
士
に
二
明
王
及
び
文
殊
普
賢
等
を
合
め
た
も
の
で
、
所
－調
、
略
勧
請
と

も
云
う
べ
き
も
の
が
最
も
多
い
ゃ
う
で
あ
り
、
共
の
前
に
宗
祖
の
御
木
像
を
安
置
し
て
ゐ
る
。

共
ぎ
に
「
別
勧
請
」
に
就
い
て
見
る
な
ら
ば
、
と
れ
は
先
の
総
勧
請
に
対
ナ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
大
憂
茶
羅
を
木
像
化
し
た
総
勧
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請
の
中
か
ら
或
る
特
定
の
神
仏
を
選
ん
で
、

と
れ
を
別
に
奉
安
す
る
も
の
を
指
し
て
云
う
の
で
あ
る
。
従
っ

て
大
憂
奈
維
の
中
に
名
目
を

掲
げ
ら
れ
て
あ
る
諸
尊
が
多
く
、
就
中
、
鬼
子
母
神
・

天
照
八
幡
・
日
月
天
子

・八
大
竜
王

・
二
明
王
等
の
諸
神
が
最
も
よ
く
杷
ら
れ
て

い
る
。
然
し
一
方
で
は
憂
茶
羅
中
に
図
顕
さ
れ
て
い
な
い
諸
神
を
別
勧
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
決
し
て
少
な
く
な
い
や
う
で
あ
る
o

但
し

此
場
合
は
必
や

J

「
末
法
に
於
け
る
法
華
経
行
者
守
護
の
諸
天
普
神
」

に
限
っ
て
杷
ら
れ
て
を
り
、

寺
院
教
会
の
特
殊
性
に
よ
っ
て

は
た
と

へ
憂
茶
羅
中
に
名
目
の
な
い
神
仏
で
あ
っ

て
も
、
と
れ
を
特
別
に
勧
請
し
て
ゐ
る。

m
一点
に
於
で
考
へ
ら
れ
る
の
は
右
の
如
き
別
勧
請
は
総
勧
請
及
び

一
尊
四
士
等
の
勧
請
形
式
に
よ
る
も
の
と
は
自
づ
と
其
の
性
格
を
具
に

し
て
ゐ
る
と
一五
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
別
勧
請
と
は
本
門
本
尊
の
正
境
と
ナ
ペ
き
も
の
で
は
な
く
、

寧
ろ
一

尊
四
士
の
正
境
本
尊
に
対
し

て
帰
依
渇
仰
す
る
と
ζ

ろ
の
所
謂
、

法
華
経
の
行
者
を
守
護
ナ
ペ
き
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
大
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品
主
茶
羅
中
に
於
け
る
諸
神
の
性
格
を
調
ぺ
て
見
る
こ
と
に
よ
り
、
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
由
来
、
大
量
茶
羅
と
は
諸
仏
集
と
功
徳
集

と
の
こ
意
を
も
つ
も
の
と
云
は
れ
て
ゐ
る
如
く
、
宗
祖
図
開
棋
の
妙
法
大
憂
茶
羅
に
は
法
界
の
凡
て
の
諸
仏
諸
神
を
集
め
、
共
の
神
仏
の
功

徳
を
集
結
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
諸
仏
の
名
目
を
漏
れ
な
く
図
顕
ナ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、

法
界
中
の
代
表
的
な
神

仏
の
名
目
を
掲
げ
て
他
は

「
南
無
十
方
分
身
諸
仏
」
と
し
て
総
括
し
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
次
ぎ
に
配
し
て
を
ら
れ
る
（
註
4
）
。
即
ち
天
照

八
幡
等
は
日
本
国
守
護
の
諸
神
を
代
表
し
、
日
月
天
子

・
鬼
子
母
神
・
及
び
毘
沙
門
等
其
の
他
の
諸
神
は
何
れ
も
法
華
経
行
者
守
護
の
諸

天
益
口
神
を
代
表
し
た
も
の
と
し
て
見
る
と
と
が
出
来
る
。
若
し
然
ら
ば
犬
、
憂
茶
羅
は
本
尊
で
あ
る
と
同
時
に
信
者
に
と
っ
て
は
、
我
山
か
身

を
守
護
す
る
諸
尊
の
集
り
で
才
り
、

ま
た
其
の
功
徳
集
と
し
て
奔
す
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
故
に
経
王
殿
御
返
事
に
は

日
蓮
守
護
た
る
処
の
御
本
尊
を
し
た
L
め
参
ら
せ
候
J

J
・－
叉
此
晶
玉茶
雑
時
能
活
ぜ
さ
せ
給
う
ベ
し

・：
：
鬼
子
母
神
十
雑
利
女
、
法
華
経

の
題
目
を
持
つ
も
の
を
守
護
ナ
べ

し
と
見
え
た
り
。
さ
い
は
い
は
愛
染
の
如
く
、
福
は
毘
沙
門
の
如
く
な
る
べ
し
；
：
！
此
御
本
尊
に
祈

念
せ
し
め
給
へ

。
何
事
か
成
就
せ
ざ
る

べ
き
。
充
満
北
（胤
佃
清
涼
池
現
世
安
穏
後
生
善
処
疑
な
か
ら
ん
。

（
七
五

O
↓

一
〉

と
説
か
れ
て
ゐ
る
。
此
の
担
文
よ
り
す
る
と
き
は
憂
茶
羅
に
「
守
護
」
の
義
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
現
安
後
詰
口

を
祈
念
す
る
為
の
本
尊
で
あ
り、

叉
災
除
の
お
守
り
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

か
〈
憂
茶
羅
中
の
諸
噂
が

「
守
護
神
」
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
其
の
中
の
或
る
一
一
仰
を
特
に
選
ん
で
別

勧
請
し
て
も
一
向
に
差
支

へ
は
な
い
と

と
に
な
る
。
そ
れ
は

つ
ま
り
其
の

一
神

（例

へ
ば
鬼
子
母
神
ゾ
を
本
門
本
尊
の
正
境
と
し
て
勧
請

ナ
る
の
で
は
な
く
、
信
者
自
身
の
守
護
神
と
し
て
別
に
勧
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
若
し
憂
茶
羅
中
に
名
目
の
全
く
見
え
な
い
諸
尊
を

別
勧
請
し
た
場
合
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
に
、
乙
れ
は
寺
院
な
ど
で
地
神
や
稲
荷
等
を
別
勧
請
し
て
ゐ
る
例
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
既
に

諸
仏
集
の
義
を
も
っ
昌
見
茶
羅
中
の
諸
尊
は
法
界
中
の
諸
神
を
代
表
す
る
と
ζ

ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

た
と

へ
憂
茶
羅
中
に
そ
の
名
目
が
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認
め
ら
れ
な
い
神
仏
で
あ
っ
て
も
、

「
法
華
経
行
者
守
護
の
普
神
」

た
る
性
格
の
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
と
れ
が
許
さ
れ
て
然
る
べ
き

で
あ
る
と
思
う
。

と
と
ろ
が
最
近
の
創
価
学
会
で
は
と
う
し
た
本
宗
の
別
勧
請
に
対
し
て
、
其
の
「
守
護
神
」
と
し
て
の
性
格
を
全
く
誤
解
し
、

あ
た
か

も
と
の
別
勧
請
を
本
宗
の
本
尊
正
境
で
あ
る
か
の
知
く
に
考

へ
、
専
ら
本
宗

（
特
に
身
延
山

J

を

「
雑
乱
勧
請
」
で
あ
る
と
の
的
は
や
れ

な
非
難
を
、治
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

－
雑
乱
勧
請
に
つ
い
て
は
後
K
詐
説
ナ
る
と
し
て
、
邸玄で
は
彼
等
げ
か
論
難
の
中
心
と
し
て
ゐ
る
身
延
山

に
例
を
と
り
、
其
の
別
勧
請
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
加

へ
て
見
る
こ
と
に
し
ゃ
う
。

現
在
、
身
延
山
で
は
久
直
寺
の
ほ
か
に
石
割

・
文
妹

・
附
淵

・
琉
拍
等
の
各
稲
荷
社
を
始
め
、

八
階
社
・
＝
一光
堂

（
日
月
星
宿
）

子
母
神
堂
等
の
諸
堂
が
あ
り
、
又
七
聞
大
明
神
が
杷
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
此
等
は
何
れ
も
身
延
山
守
護
或
は
法
華
信
仰
の
者
を
守

護
す
る
諸
利
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
例

へ
ば
七
剛
山
に
就
い
て
見
る
な
ら
ば
「
末
法
総
鎮
守
」
と
し
て
七
両
大
明
神
が
杷
ら
れ

て
を
る
の
で
あ
り、

鎮
守
と
は
結
局
守
護
神
の
と
と
で
あ
っ
て
即
ち
大
憂
茶
羅
中
に
名
目
の
見
ら
れ
る
諸
神
は
勿
論
た
と

へ
其
の
中
に
名

目
の
な
き
諸
神
で
あ
っ
て
も
、
寺
院
や
或
は
其
の
土
地
等
の
守
護
を
司
る
も
の
で
あ
り
且
つ
法
華
経
の
信
者
を
守
る
と
と
ろ
の
神
仏
を
し

て
、
と
れ
を
別
勧
請
し
て
ゆ
く
こ

と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
前
述
の
如
く
本
内
本
尊
と
の
間
に
少
し
の
矛
盾
を
も
牛
起
せ
し
め
る
こ
と

な
く
、
柳
か
の
非
難
も
当
ら
ぬ
も
の
と
一式
う
こ
と
が
出
来
ゃ
う
。
故
に

一l
総

勧

請

l
l本
門
教
主
釈
尊
誼
守
諜
諸
神

l
（主
）

了
別

勧

請
｜
｜
末
法
法
華
経
行
者
守
護
諸
神
！
〈
伴）

如
是
、
別
勧
請
は
本
尊
勧
請
の
一
形
態
で
は
あ
る
が
総
勧
請
や
一
尊
四
土
木
尊
に
較
ぶ
れ
ば
主
伴
の
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
別
勧
請

の
み
が
独
立
し
て
主
た
る
本
門
の
本
尊
正
境
を
離
れ
と
れ
を
川
県
視
し
た
際
に
は
、

自
づ
と
別
勧
請
の
意
義
は
失
は
れ
る
の
で
あ
る
。

鬼
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四

か
く
総
別
の
両
勧
請
形
態
に
就
い
て
の
大
観
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
此
処
に
於
て
更
に
「
雑
乱
勧
請
」
を
一
見
し
て
み
や
う
と
思

う
口
先
き
に
も
触
れ
た
如
く
創
価
学
会
は
し
き
り
に
身
延
を
雑
乱
勧
請
の
山
で
あ
る
左
宣
伝
し
て
を
る
の
で
あ
る
が
、
身
延
山
の
稲
荷

・

鬼
子
母
神

・
七
岡
大
明
神
等
は
決
し
て
雑
乱
で
は
・な
い
の
で
あ
り
、
法
華
経
行
者
守
護
の
諸
一
大
普
神
と
し
て
別
勧
請
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
制
価
学
会
の
安
説
は
取
る
に
た
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
叉
其
の
説
を
破
ナ
の
が
本
論
の
主
た
る
目
的
で
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
雑
乱
勧
請
に
つ
い
て
彼
等
の
誤
謬
を
少
し
く
正
さ
ん
と
し
た
ま
で

L
あ
る
。
即
ち
彼
等
は
宗
祖
が
弘
安
二
年
に
本
門
戒
壇

の
大
御
本
尊
を
建
立
遊
ば
さ
れ
、

と
れ
を
日
興
上
人
に
御
付
嘱
に
な
っ
た
と
称
す
る
「
板
蔓
茶
羅
」
を
以
て
唯
一
絶
対
の
も
の
と
な
し

（註
5
）
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
凡
て
雑
乱
と
し
て
降
し
て
ゐ
る
の
で

あ
っ
て
、
別
勧
請
と
雑
乱
勧
請
と
を
全
く
混
同
し
て
い
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

元
来
、
雑
乱
勧
謂
と
は
仏
教
と
全
く
関
係
の
な
い
他
宗
教
の
諸
仏
諸
神
を
勧
請
し
て

ゐ
る
場
合
と
か
、
ま
た
は
仏
教
有
縁
の
仏
で
あ
っ

て
も
釈
尊
の
跡

h
7
晶
体
を
本
尊
正
境
と
し
て
勧
請
し
た
際
に
一
式
へ
る
の

で
あ

っ
て
、
即
ち

「
法
華
経
本
門
寺
田
市
口
刊
の
教
主
釈
尊
」
を
も

っ
て
本
門
本
尊
の
正
境
と
な
ナ
の
で
あ
る
が
、
逆
に
脇
士
・
巻
属
を
本
尊
正
境
と
し
て
勧
請
し
た
場
合
は
主
伴
転
倒
で
あ
っ
て
雑
乱
と
一
式

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
口
但
し
、
此
の
際
児
脇
士

・
巻
属
等
を
本
尊
正
境
と
し
て
ピ
な
く
、
別
勧
請
の
形
態
を
も
っ
て
安
置
し
た
な
ら

ば
主
伴
の
関
係
が
明
白
で
あ
り
、
従
っ
て
雑
乱
で
な
い

と
と

に
な
る
の
で
あ
る
o

所
謂
、
此
の
場
合
は
本
門
の
本
尊
た
る
教
主
釈
尊
に
帰

依
し
、
本
門
の
題
目
を
受
持
信
行
ナ
る
者
を
守
護
す
る
諸
一
六
を
別
勧
請
し
た
乙
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
本
尊
の
中
心
一
止
境
を

教
主
釈
尊
に
置
く
の
で
あ
る
か
ら
先
の
雑
乱
勧
請
の
如
く
、

主
伴
の
新
一転
し
て
ゐ
る
場
合
と
は
全
〈
其
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
云
は
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
考
察
し
て
来
る
な
ら
ば
併
延
山
に
於
け
る
七
州
大
明
伸

・
鬼
子
母
神

・
十
六
照
大
神
・

三
光
神
等
は
何
れ
も
こ
れ
を
本
門
本
尊
の
正

境
と
し
て
安
置
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
守
護
神
と
し
て
別
勧
請
の
形
態
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
雑
乱
で
な
い

と
と
は
此
処
に
於
て

杢
一
〈
明
確
で
あ
ら
う
。
若
し
と
れ
を
祖
文
に
徴
し
て
見
る
な
ら
ば
、
建
治
元
年
八
月
妙
心
尼
に
使
は
さ
れ
た
御
書
に

こ
の
御
ま
ほ
り
は
、

法
華
経
の
う
ち
の
か
ん
じ
ん
一
切
経
の
げ
ん
も
く

ハ限
目
）
忙
て
候
。

・：：

と
の
憂
茶
雑
を
身
に
た
も
ち
ぬ
れ
ば

王
を
武
士
の
ま
ほ
る
が
如
く
、
；
：
：

一
切
の
仏
神
等
の
あ
っ
士
り
ま
ほ
り
昼
夜
に
か
げ
の
如
く
ま
ほ
ら
せ
給
ふ
法
に
て
候
。
，目、

一、

。
五）

と
あ
る
如
く
、
法
華
経
守
護
の

一
切
の
仏
神
が
集
り
市
住
に
守
り
給
う
と
云
う
大
憂
茶
維
を
木
像
化
し
、
更
に
其
の
中
の
守
護
神
を
特
に

選
ん
で
別
に
勧
請
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
敢

へ
て
と
れ
を
雑
乱
な
り
と
云
う
な
ら
ば
其
の
根
本
た
る
大
憂
茶
羅
そ
の
も
の
を
も
雑
乱
で
あ

・32…

る
と
云
う
大
な
る
誤
謬
に
陥
る
と
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

攻
ぎ
に
雑
乱
勧
請
に
就
い
て
も
う
一
つ
の
形
態
が
考
へ

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
総
勧
請
の
中
に
他
宗
教
の
神
例
を
混
入
し
て
ゐ

る
場
合
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、

ζ

の
種
の
も
の
を
大
別
し
て
見
る
と
大
休
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

（
A
）
キ
リ
ス
ト
教
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
、
回
教
、
儒
教
等
の
帥
教
と
全
く
関
係
の
な
い
神
俳
聖
人
を
安
置
し
て
ゐ
る
場
合
。

（

B
）
野
狐
、
蛇
身
、

鰯
頭
等
を
勧
誘
し
た
場
合
、
或
は
此
等
を
守
護
神
の
替
属
と
称
し
て
総
勧
請
の
中
に
混
入
せ
し
め
た
時
。

（

C
）
 

「
教
祖
」
ま
た
は
「
会
長
」
な
ど
に
類
す
る
者
の
影
像
、
及
び
其
の
所
持
品
等
を
本
尊
と
し
て
勧
請
し
た
場
合
。

右
の
三
種
の
う
ち

（
A
）
は
凡
て

の
宗
教
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
所
か
ら
敢

へ
て
他
宗
教
の
諸
神
怖
を
混
入
せ
し
め
ゃ
う
と
ナ
る
の
と
、

或
は
叉
本
尊
に
対
し
て
全
く
の
無
関
心
か
ら
く
る
も
の
と
の
別
が
考
へ
ら
れ
得
る
。
就
中
、
前
者
の
場
合
は
文
部
省
編
の

「
宗
教
年
鑑
」



,, 

に
依
っ
て
様
々
の
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

（註
6
）
。
亦
（
B
－
の
場
合
は
主
と
し
て
民
間
信
仰
に
多
く
見
ら
れ
、
迷
信
的
な
も
の
が

多
い
や
う
で
あ
る
。

（

C
）
は
終
戦
後
の
新
興
宗
教
団
体
に
其
の
傾
向
が
強
く
、
然
も
モ
れ
ら
新
興
宗
教
の
大
部
分
は
本
宗
関
係
の
も
の

に
依
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
一一一一
聞
に
該
当
ナ
る
勧
請
形
式
は
何
れ
も
雑
乱
と
一
式
は
れ
る
べ
き
ケ
1
ス
で
あ
り
、
本
来

尊
重
に
し
て
根
本
尊
崇
在
る
本
尊
勧
請
の
意
義
を
失
う
も
の
で
あ
っ

て

若
非
一
一
正
境
一
縦
川
県
日
一
安
偽
一
亦
不
v
成
v
極

註
7

）

と
の
女
の
如
く
、
少
く
と
も
正
式
の
勧
請
形
態
で
あ
る
と
は
一
五
へ
な
い
。

如
上
に
於
て
雑
乱
勧
請
を
一
見
し
併
せ
て
別
勧
請
と
の
相
具
、
に
及
ん
売
の
で
あ
る
が
、

ζ

れ
を
要
す
る
に
別
勧
請
は
言
換
れ
ば

「
守
護

神
勧
請
」
と
云
ち
と
と
に
た
る
の
で
あ
り
、
常
に
本
門
本
凶
守

ヘ主

の
脇
士

・
番
属
で
伴
〕

と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
て

い
る
も
の
で
あ

33・

っ
て
、
主
伴
転
倒
し
て
何
れ
に
中
心
を
置
く
べ
き
か
に
迷
う
や
う
な
雑
乱
勧
請
と
は
甚
だ
隔
り
の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
然
し
て
此
処

に
於
て
ま
た
考
へ
ら
れ
る
と
と
は
別
勧
請
に
就
い
て
Y
あ
る
が
、
今
ζ

れ
を
守
護
神
勧
請
と
も
一式

い
う
る
と
述
ぺ

た
の
で
あ
る
が
身
延
山

の
祖
師
堂
の
如
く
、
宗
祖
を
別
勧
請
し
て
ゐ
る
例
も
決
し
て
少
な
く
な
い
や
う
で
あ
る
。
此
の
場
合
は
多
少
そ
の
趣
を
具
、
に
ナ
る
も
の
で

あ
h
y
、
宗
祖
は
末
法
唱
導
の
師
で
あ
り
「
本
化
仰
使
」
と
し
て
、
特
に
今
時
の
衆
主
に
と
っ
て
深
い
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

と
れ
を
別
に
勧
請
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
本
化
上
行
の
自
覚
者
と
し
て
又
垂
逃
と
し
て
の
宗
幽
に
よ

っ
て
、

一
切
皆
成
の
本
法
も

久
遠
実
成
の
本
側
も
共
に
始
め
て
末
法
人
類
の
前
に
顕
現
せ
ら
れ
、

そ
れ
に
依
っ
て
人
類
を
救
済
ナ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
吾

々
は
末
法
の
救
主
た
る
本
化
の
大
導
師
に
よ
っ
て
此
等
本
例
本
法
の
存
在
を
知
り
、
且
つ
そ
れ
を
信
や
る
こ
と
が
出
来
得
る
の
で
あ
る
。

若
し
か
く
の
如
く
本
側
本
法
に
於
て
、
宗
姐
の
顕
揚
を
ま
っ
て
始
め
て
ζ

れ
を
感
受
し
得
る
と
す
れ
ば
、
宗
祖
は
又
実
に
本
尊
の
一
要
素

で
あ
る
と
去
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
店
一
立
に
於
て
江
口
々
が
本
的
守
に
対
ナ
る
時
は
亦
必
・
や
ム
一
ポ
祉
を
通
し
て
本
仰
に
接
ナ
ペ
き
も
の
で
あ
る
。
約
言



ナ
れ
ば
末
法
弘
通
の
大
導
師
た
る
本
化
は
人
類
を
し
て
、
本
働
界
に
悟
入
せ
し
め
ん
と
ナ
る
保
護
者
で
あ
り
仲
介
者
で
あ
る
と
云
へ

る。

故
に
本
尊
抄
に
は

守
一一護
此
人
－
大
公
周
公
摂
ニ
扶
成
王
一
四
時
待
ニ奉
恵
帝
一
不
v
異
者
也
。

（
七
二

O
｝

と
説
か
れ
て
を
り
、

即
ち
宗
組
の
救
済
的
立
脚
地
を
表
明
せ
ら
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

か
く
考
察
し
て
来
る
な
ら
ば
、
宗
川仰
を
別
勧
請
す
る
こ
と
は
単
に
こ
れ
を
守
護
神
と
し
て
ピ
な
く
、

厚
友
関
係
を
示
ナ
も
の
で
あ
り
、
宗
祖
自
ら

『
日
蓮
は
日
本
国
の
諸
人
に
し
た
し

｛親
）
父
母
也
。』

叉
同
時
に
宗
机
別
勧
請
の
意
義
が
愛
に
存
ナ

（
註
8
J
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如

〈
で
あ

っ
て
、

と
れ
に
よ
り
両
者
の
密
接
不
離
友
関
係
を
知
る
と
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、

る
も
の
で
あ
る
と
云
へ
ょ
う
。

五

一
段
高
く
五
口
々

に
と
っ
て
一

層
深

最
後
に
「
略
勧
請
」
忙
つ
い
て
見
る
に
、
と
れ
は
総
勧
請
を
や
L
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
即
ち

一
塔
両
尊
四
士
の
ほ
か
に
四
大

天
王
。
二
明
主
等
そ
適
宜
配
し
も
ι
勧
請
様
式
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
総
勧
請
と
誼
ん
で
広
く
一
般
寺
院
教
会
で
用
い
ら
れ
て
ゐ
る
ケ
1
ス

日
耐
師
の
筆
に
よ
る
本
尊
聖
教
録
に

『
打
物
題
目
、
釈
迦
多
宝
二
噂
像
並
四
菩
薩
各

一
休
』

｛
註
9

）

と
の
様
式
も
相
当
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

影
山
教
授
の
説
に
よ
る
と
、
宗
祖
滅
後
六
十
三
年
の
康
永
三
年
に
中
山

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
か
ら
考
へ

で
あ
る
。

て
、
既
に
其
の
当
時
中
尊
を
有
ナ
る
二
尊
四
士
像
が
在
っ
た
と
と
が
袈
せ
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る

一
冗
来
此
等
の
勧
請
形
式
は
ナ
ペ
て
犬
憂
茶
羅
の
木
像
化
で
あ
る
が
、
最
初
か
ら
総
勧
請
の
や
う
在
形
で
木
像
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

（
註
ゆ
）

。
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初
は
憂
茶
羅
の
主
要
部
の
み
が
木
像
化
さ
れ
て
ゐ
た
の
が
，
次
第
に
総
勧
請
の
如
く
其
の
全
体
忙
及
ん
で
行
〈
や
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
へ

ら
れ
る
。
若
し
如
是
な
ら
ば
略
勧
請
は
総
勧
請
の
初
期
の
形
態
を
指
ナ
も
の
で
あ
る
と
云
う
と

と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

即
ち
宗
祖
御
在

世
当
時
の
木
像
本
尊
は

一
尊
四
士
の
形
式
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
滅
後
は
専
ら
大
憂
茶
薙
の
木
像
化
が
行
は
れ
、
略
勧
請
の
二
尊
四
士

形
式
か
ら
遂
に
十
界
羅
列
の
総
勧
請
形
式
へ
と
移
行
し
て
来
た
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

在

世

I l 
大 一

（
四
菩
薩
造
立
紗
u

日
限
女
抄

J

尊

四

士

憂
茶
阿
維

（
佐
渡
始
顕
）

（
畏
茶
雑
木
像
化

減

一ls
一
塔
両
尊
四
士

後
l
一－l

大
憂
茶
羅

・
守
護
神
勧
請

所
調
在
世
に
於
け
る

一
尊
四
士
は
宗
組
が
弘
長
元
年

（
一
、
二
六

一
）
に
伊
東
の
『
海
中
い
ろ
く
歩
の
中
よ
り
出
現
の
例
体
』（
註
U
）

忙
し
て
、
鎌
倉
か
ら
佐
渡
を
経
て
身
延
山
に
至
る
ま
で
一
代
随
身
さ
れ
た
併
で
あ
り
、

四
士
は
本
尊
抄
（
七
二

O
）
及
び
四
菩
薩
造
立
紗

ハ
一
、
六
四
八
）
等
に
於
て
本
門
の
教
主
釈
尊
の
脇
士
と
し
て

一
尊
忙
添
造
ナ
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

と
れ
に
対
し
滅
後
で

は
憂
茶
羅
の
木
像
化
た
る

一
塔
両
尊
四
士
の
形
式
に
よ
る
造
立
が
究
第
に
盛
ん
と
な
り、

更
に
憂
茶
羅
中
の
守
護
神
を
別
に
勧
請
し
て
行

く
方
法
も
と
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
い

っ
た
。
即
ち
此
処
に

一
尊
四
士
と
一
塔
両
尊
と
の
二
種
の
木
像
本
尊
が
存
在
ナ
る
よ
う
に
な
っ
た

原
因
が
あ
る
の
で
あ
り
、
現
在
こ
の
二
種
の
中
で
い
づ
れ
を
も
っ
て
本
門
本
尊
の
正
境
と
ナ
ペ
き
か
に
就
い
て
は
、
尚
研
究
の
余
地
を
残

し
て
ゐ
る
が
然
し
吾
々
は
宗
祖
が
信
仰
の
対
象
と
し
た
も
の
を
も
っ
て
吾
々
の
本
尊
と
ナ
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
に
立
つ
時
は
、

一
尊
四

士
の
本
尊
に
中
心
を
置
か
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
門
但
し
S

一立
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
と
と
は
本
門
本
尊
の
正
境
が

一
尊
四
士
に
あ
る

か
ら
と
云
っ
て
、

一
塔
両
尊
や
総
勧
請
の
形
式
を
雑
乱
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
た
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
即
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ち
本
尊
の
中
心
を
求
め
れ
ば
一
尊
四
士
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、

虞
略
の
勧
請
形
式
K
従
っ
て
多
少
の
相
異
が
あ
る
と
と
を
認
め
在
け
れ
ば

た
ら
な
い
。

斯
く
し
て
以
上
、
本
宗
に
於
け
る
本
尊
勧
請
の
種
々

な
る
形
態
に
つ
い

て
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が、

と
れ
を
大
別
ナ
れ
ば
総
・
略

・
要

・
別
の
四
種
類
と
ナ
る
と
と
が
問
来
る
。

と
の
う
ち
総
p

略
の
二
形
態
は
共
に
大
憂
茶
羅
の
木
像
化
で
あ
り
、

首
題
の
一
一
塔
を
中
心

忙
し
て
左
右
に
釈
迦
多
宝
の
二
仰
と
本
化
の
四
士
を
始
め
、
其
の
他
の
諸
神
を
適
宜
に
配
川
直
し
た
形
式
の
も
の
で
あ
っ
て
、
四
極
の
形
態

の
中
で
最
込
広
く
一
般
に
も
ち
い
ら
れ
て
ゐ
る
。
共
ぎ
の
要
・
別
の
二
形
態
の
中
で
は
要
の
一
尊
同
士
が
宗
柿
在
世
当
時
か
ら
の
も
の
で

一
番
古
く
、
本
円
本
尊
の
正
境
と
し
て
最
も
安
当
な
形
態
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。
ま
た
別
は
所
謂
守
護
神
勧
請
に
し
て
、
総
勧
請
か
ら

派
生
し
た
形
態
で
あ
り
、
要
と
主
伴
の
関
係
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
性
格
は
「
守
護
」
広
あ
く
ま
で
中
心
が
置
か
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
此
の
点
で
総
・
略
・
要
の
三
者
と
は
些
か
川
町
が
昇
、
る
も
の
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

’
判
H
hドヨJ
Y
Yノ
U
U山山

主
一日
河
完

総
ー
ー
十
界
羅
列

I
l

－－
－
憂
茶
羅
木
像
化

略
－
｜
一
塔
両
尊
｜
寸
ー

ー

「

主

伴

同

自5

要
ー
ー
一
尊
四
士

本
尊
正
境
｜
｜
（
主
）

別

l
l守
護
神
例

脇
士
番
属
｜
｜

（伴）

都
っ
て
宗
門
の
現
状
を
見
る
に
、
右
の
四
積
類
の
形
態
に
別
れ
て
は
ゐ
る
が
、
然
し
其
の
中
心
は

「
本
門
の
教
主
釈
尊
」
に
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
本
門
本
尊
の
正
境
を
何
れ
に
と
る
・
へ
き
か
迷
惑
し
て
ゐ
る
状
態
と
は
全
く
異
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
総
・

略
の
勧
請
形
態

（

一
塔
両
尊
四
士

が
最
も
宗
門
に
普
及
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
宗
祖
滅
後
に
行
は
れ
た
憂
茶
羅
の
木
像
化
に
端
を
発
す
る
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
法
華
経
本
門
霊
山
会
上
の
説
相
を
模
し
た
も
の
と
し
て
古
来
門
下
の
間
で
此
の
形
態
が
尊
ば
れ
、
そ
れ
が
更
に
今
日
に
ま
で
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影
響
し
て
来
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

，，町、

一一一一
・
九
・
八
）
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）
大
崎
山
宇
報
第
一
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四

号

五

三

（2
〉
同

同

五

六

（
3
〉
四
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造
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（
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四
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）
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間
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供
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状

（
四
五
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等
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（4
）
文
永
十

一
年
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図
顧
の
大
要
茶
縦
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び
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月
凶
期
の
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（
5
）
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創
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会
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」
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岡
管
会
教
学
部
繍
）
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六

（
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〉
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部
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・
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O
発
行
）
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依
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と
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の
教
義
に
修
験
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や
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を
合
探
し
た
も
の
や
、

他
の
宗
教
を
合
楳
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止
揚
し
た
も
の
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の
各
教
団
が
在
る
こ
と
が
判
る
。

（
7
〉
摩
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観
輔
行
会
本
一
ノ
四
ノ
一
一
一
一

（
8
）
関
目
抄
定
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第
一
塩
六

O
入

（
9
）
宗
学
会
書
上
聖
部
四

O
七

（
叩
〉
大
埼
時
十
報
一

O
四
号
五
七
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）
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守
欄
一一一
郎
許
御
書
官
遺
第
一
省
一
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O

（京
都
・
本
閣
寺
蔵
）

等
を
容
照
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は
日
蓮
主
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に
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