
戒
壇
本
尊
と
は
何
な
の
か

廣

田

頼

道

は
じ
め
に

十
五
年
ほ
ど
以
前
に
、
三
費
院

（当
時
は

「福
山
布
教
所
し

か
ら
脱
講
し
た
い
と
い
う
信
者
さ
ん
が
い
た
。
創
価
学
会
の

信
仰
上
の
間
違
い
に
目
覚
め
、
創
価
学
会
と
手
を
結
ぶ
大
石

寺
の
謗
法
に
怒
り
を
感
じ
て
三
費
院
に
所
属
し
、
私
も
大
石

寺
、
創
価
学
会
の
謗
法
と
、
私
達
の
主
張
の
違
い
を
、
そ
の

人
に
五
年
間
、
折
に
触
れ
て
話
し
、
説
明
し
、
論
述
し
て
き

た
の
だ
か
ら
、
ま
さ
か
後
戻
り
は
無
い
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
強
く
大
石
寺
側
の
信
徒
の
人
々
に
、

「戒
壇
本
尊
絶
対
」

「貫
主
絶
対
」

を
囁
か
れ
、
間
違

っ
た
信
念
を
持

っ
た
ら
し
い
。

そ
の
方
と
話
し
合
い
を
し
た
中
で
、
今
で
も
心
に
焼
き
付

い
て
い
る
セ
リ
フ
が
あ
る
。

そ
の
人
が
薄
笑
い
を
浮
か
べ
勝
ち
誇

っ
た
よ
う
に
、

「住
職
、
謗
法
厳
戒
と
戒
壇
の
大
御
本
尊
と
は
ど

っ
ち
が
重

要
な
ん
で
す
か
。
」

私
は
即
座
に
、

「謗
法
厳
戒
で
す
。
」

と
、
応
え
た
。

相
手
は
呆
れ
た
よ
う
に
、
付
け
る
薬
が
な
い
、
救
い
が
た

い
と
慨
嘆
し
た
よ
う
で
あ

っ
た
。

私
は
続
け
た
、

「戒
壇
の
本
尊
は
、
熱
原
法
難
を
き
っ
か
け
と
し
て
顕
わ
さ

れ
た
本
尊
で
す
。
日
興
上
人
が
身
延
離
山
を
し
て
、
後
の
、

大
石
寺
に
安
置
し
た
本
尊
で
す
。
謗
法
厳
戒
と
い
う
大
地
の

上
で
な
け
れ
ば
本
尊
は
立
た
な
い
、
謗
法
厳
戒
の
基
礎
で
な

け
れ
ば
、
本
尊
は
倒
れ
て
し
ま
う
、
謗
法
厳
戒
の
信
心
の
志

の
大
前
提
が
な
け
れ
ば
、
本
尊
の
姿
を
し
て
い
て
も
、
本
尊

に
は
な
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
分
か
ら
な

い
ん
で
す
か
。
」

ど
う
し
て
も
そ
の
人
達
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、

「戒
壇
本
尊
絶
対
」

「貫
首
絶
対
」

の
大
石
寺

へ
逆
戻
り
し
て
行

っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
今
で
も
十
五
年
前
の
自
分
の
主
張
し
た
信
仰
の
信
念

に
嘘
も
偽
り
も
訂
正
も
な
く
、
同
様
に
思
い
続
け
て
い
る
。
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法
華
経
の
行
者
イ
コ
ー
ル
仏

日
蓮
大
聖
人
が
終
生
、
自
身
を
法
華
経
の
行
者
と
称
せ
ら

れ
た
事
に
は
、
重
い
意
味
が
あ
る
と
思
う
。

①
　
法
華
経
は
仏
も

一
切
衆
生
も
平
等
で
あ
る
。

②

　
一
切
衆
生
が
仏
と
同
じ
妙
法
の
生
命
を
有
し
成
佛
で
き

る
。

③
　
当
意
即
妙
不
改
本
位
の
成
佛
。

④
　
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
法
華
経
の
内
容
こ
そ
が
、
爾
前
述
門
の
仏
が
主

人
公
の
考
え
方
と
、
本
門
の
、
法
が
中
心
、　
一
切
衆
生
中
心

の
考
え
方
と
の
天
地
雲
泥
の
違
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り

ま
す
。

こ
こ
に
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
日
蓮
在
御
判
の
本
尊
が
建
て

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
華
経
の
心

（法
）
と
い
う
も
の

を
表
し
た
も
の
が
本
尊
。
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
表
し
が
た

い
心

（法
）
を
強
い
て
表
し
た
も
の
が
本
尊
で
あ
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

我
々
衆
生
が
求
め
る
、
仏
道
修
行
の
本
当
の
姿
と
は
、

仏
や
、
仏
の
跡
を
求
め
る
の
で
は
な
く

仏
の
求
め
た
る
法
を
求
め
る

仏
は
法
を
悟

っ
た
先
達
と
し
て
の
人
間
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
悟

っ
た
法
を
私
達
に
、
説
き
伝
え
て
く
れ
る
、
そ
の
振
舞

い
が
高
潔
で
崇
高
な
慈
悲
と
使
命
感
に
満
ち
満
ち
て
い
る
た

め
に
、
多
く
の
衆
生
は
仏
自
体
を
拝
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ

っ
て
、
我
々
衆
生
は
、
仏
を

人
法

一
箇
の
手
本
と
し
て
、
仏
と
同
じ
よ
う
に
仏
の
源
に
あ

る
法
を
拝
し
、
仏
を
通
し
て
、
法
に
か
な

っ
た
生
き
方
を
目

指
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
法
華
経

以
前
、
法
華
経
以
外
の
経
典
を
依
り
所
と
す
る
宗
教
と
、
法

華
経
の
信
心
の
違
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
、
法
華
経
を
信
じ
て
い
て
も
、
煩
悩
を
退
治
す
る
段

階
を
経
て
悟
り
や
成
佛
が
得
ら
れ
る
と
い
う
、
歴
劫
修
行
の

釈
尊
の
教
え
の
範
疇
で
、
仏
を
拝
し
法
華
経
を
読
ん
で
し
ま

い
、
仏
と
自
分
達
は
天
地
雲
泥
の
差
が
有
り
、
元
々
違
う
ん

だ
と
い
う
自
縄
自
縛
の
中
で
信
仰
し
て
、
難
行
苦
行
、
制
約
、

抑
圧
の
中
で
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
…
…
の
生
命
を
退
治
し
て

行
け
ば
、
仏
界
だ
け
が
残
る
と
い
う
、
空
虚
な
幻
想
を
求
め

て
、
法
華
経
を
信
じ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
達
も
沢

山
い
ま
す
。
こ
れ
は
法
華
経
読
み
の
法
華
経
知
ら
ず
で
、
完
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璧
な
間
違
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
の
大
多
数
が
、
皆

こ
の
類
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。

日
本
は
仏
教
国
と
自
他
共
に
言
い
な
が
ら
、
国
民
性
の
中

に
法
華
経
の
内
容
な
ど
社
会
、
思
想
の
中
に
、
微
塵
も
存
在

し
て
い
ま
せ
ん
。
金
銭
至
上
主
義
、
天
皇
を
始
め
と
し
て
、

政
治
家
、
医
学
者
、
教
育
者
、
経
営
者
等
々
責
任
者
が
責
任

を
取
ら
な
い
。
物
事
の
正
邪
を
根
本
に
考
え
な
い
。
等
の
仏

教
の
精
神
の
流
れ
て
い
な
い
仏
教
国
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

信
仰
と
は
教
え
の
よ
う
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

り
ま
す
。

法
華
経
の
教
え

（心
）
は
、
実
に
簡
単
で
、
シ
ン
プ
ル
な
、

質
実
、
普
通
、
普
遍
の
道
理
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

実
行
す
る
こ
と
が
難
信
難
解
な
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
は
神
の
よ
う
に
増
上
慢
に
、
天
地
を
創
造
し
た
と
か
、

所
有
し
て
い
る
。
等
と
い
う
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て

道
理

（法
）
も
元
来
、
本
然
と
し
て
無
作
に
そ
な
わ
っ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
仏
が
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

仏
は
法
を

一
切
衆
生
の
先
達
と
し
て
、
人
法

一
箇
と
し
て

認
め
、
悟
り
、
衆
生
の
中
で
も
人
間
が

一
番
偉
い
と
勘
違
い

し
た
愚
か
な
衆
生
の
智
恵
で
、
魅
魅
魁
短
と
も
つ
れ
さ
せ
て

い
た
道
理
を
、
こ
ん
な
に
分
か
り
や
す
い
単
純
で
簡
素
な
も

の
じ
ゃ
な
い
か
、

◎
森
羅
万
象
の

一
切
衆
生
と
仏
が
、
元
来
平
等
で
あ
る
こ
と
。

◎
人
間
が
中
心
の
世
の
中
、
仏
が
中
心
の
世
の
中
で
も
な
い
。

森
羅
万
象
の
生
命
が
中
心
で
あ
る
。

◎
誰
に
も
地
獄
の
生
命
も
あ
れ
ば
、
仏
の
生
命
も
有
る
こ
と
。

◎
法
華
経
は
初
め
て
諸
法
の
要
で
あ
る
本
然
、
無
作
の
法
を

あ
り
の
ま
ま
に
説
い
た
法
で
あ
り
、　
一
切
諸
法
の
頂
点
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
る
が
そ
う
で
は
な
く
、　
一
切
を
脱
ぎ
捨

て
て
原
点
に
回
帰
し
た
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
教
え
は
爾
前
述
門
を
破
折
し
て
、
歴
劫
修

行
に
象
徴
さ
れ
る
灰
身
滅
智
の
考
え
方
で
は

一
切
衆
生
の
中

の

一
微
塵
を
も
永
遠
に
救
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
、
右

の
四
点
を
本
来
の
立
脚
点
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
日
蓮
正
宗
の
信
仰
に
縁
し
て
い
な
が
ら
、
権
威
、

権
力
、
名
聞
名
利
、
組
織
至
上
主
義
、
君
主
主
義
、
覇
権
主

義
、
中
華
思
想
、
選
民
主
義
等
々
に
陥

っ
て
い
る
、
大
石
寺
、

創
価
学
会
、
顕
正
会
等
は
日
蓮
大
聖
人
の
示
さ
れ
た
法
の
信

仰
者
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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創
価
学
会
が
社
会
向
け
に
は
、

「民
衆
仏
法
」
等
と
主
張

し
な
が
ら
、
本
音
の
陰
で
は
池
田
大
作
を
生
き
仏
の
よ
う
に

崇
め
、
池
田
大
作
に
認
め
て
貰
え
ば
正
し
く
。
認
め
て
貰
え

な
け
れ
ば
謗
法
で
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
。　
一
人

一
人
の
仏

性
を
否
定
し
、
人
間
を
ロ
ボ
ツ
ト
化
し
、
池
田
大
作
が
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
、
間
違

っ
た
考
え
方
、
生
き
方
を
し

な
が
ら
、
法
華
経
の
信
心
、
日
蓮
信
仰
を
主
張
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
姿
勢
自
体
が
法
華
経
か
ら
外
れ
、
日
蓮

大
聖
人
の
信
心
と
は
言
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

大
石
寺
も
、
顕
正
会
も
、
思
考
方
法
は
同
じ
な
の
で
あ
り
ま

す
。日

蓮
正
宗
で
、
さ
も
有
難
そ
う
に
、
伝
家
の
宝
刀
の
如
く

に
説
く
、

戒
壇
の
本
尊

血
脈

貫
主

相
承

相
伝

秘
伝

口
伝

一
閻
浮
提
総
与

広
宣
流
布

等
は
皆
ん
な

一
切
衆
生
成
仏
の
法
華
経
の
教
え

（基
本
理
念
）

を
表
現
す
る
、
意
味
は
同
じ
で
言
葉
だ
け
が
違
い
、
同
じ
事

を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
と
衆
生
の
差
別
化
や
、
権
威
を
、
さ
も
有
難
そ
う
に
見

せ
た
り
、　
一
般
の
民
衆
と
違

っ
て
超
能
力
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
し
、
そ
ん
な
事
の
た

め
に
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
使
う
こ
と
自
体
が
、
日
蓮
正
宗
の

信
心
に
縁
し
な
が
ら
、
釈
尊
、
大
日
、
阿
弥
陀
、
弥
勒
、
観

音
、
地
蔵
等
を
拝
ん
で
い
る
信
仰
と
同
じ
事
を
や
っ
て
い
る
、

淫
祠
邪
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
大

聖
人
と
釈
尊
や
他
の
仏
菩
薩
と
を
同
じ
土
俵
に
乗
せ
た
上
で
、

入
れ
替
え
て
、
ど
う
だ
日
蓮
大
聖
人
は
釈
尊
や
他
の
仏
菩
薩

よ
り
偉
い
仏
な
ん
だ
ぞ
と
、
子
供
が
何
の
中
味
も
な
く
自
慢

し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

何
故
偉
い
ん
で
す
か
？
　
教
え
の
中
味
が
ど
う
違
う
ん
で

す
か
？
　
中
味
も
分
か
ら
な
い
、
説
明
も
出
来
な
い
で
、
偉

い
偉
い
と
大
声
で
言
う
だ
け
な
ら
ば
、
文
明
に
関
係
な
く
生
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き
る
土
民
の
王
様
が
、
鼻
輪
、
耳
輪
、
首
輪
と
い
う
権
威
を

ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
付
け
て
、　
一
番
偉
い
と
ふ
ん
ぞ
り
返

っ
て
い

る
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
が
偉
い
と
い
う
事
の
最
大
の
理
由
は
、　
一
切

衆
生
成
仏
の
教
え
を

一
切
衆
生
に
伝
え
残
し
た
か
ら
で
あ

っ

て
、
他
の
仏
と
比
べ
て
偉
い
と
か
、
凄
い
力
の
持
ち
主
だ
と

か
、
本
仏
だ
と
か
、
偉
そ
う
に
す
る
必
要
な
ど
元
々
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

貫
主
が
虎
の
威
を
借
り
る
狐
の
よ
う
に
、
日
蓮
大
聖
人
を

持
ち
上
げ
、
利
用
し
、
そ
の
実
体
は
述
仏
で
あ
る
と
こ
ろ
の

釈
尊
や
、
大
日
、
阿
弥
陀
、
等
の
カ
リ
ス
マ
や
権
威
と
同
質

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
日
蓮
正
宗
は
、
折
伏
の
宗
で
も
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
世
界
宗
教
で
も
な
い
、
仏
は
仏
、
衆
生
は
衆
生
、
貫

主
は
貫
主
、
僧
侶
は
僧
侶
、
信
者
は
信
者
と
い
う
身
分
差
別

流
布
の
宗
教
で
あ
る
。
成
仏
、
安
心
、
救
い
ど
こ
ろ
か
、
人

を
迷
わ
せ
る
迷
惑
な
信
仰
、
押
し
つ
け
の
脅
迫
団
体
で
あ
り

ま
す
。
主
観
的
な
善
の
主
張
や
絶
対
化
は
、
そ
れ
自
体
が
悪

と
な
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。信

仰
は
強
制
や
脅
迫
を
し
て
、
と
り
あ
え
ず
御
受
戒
だ
け

受
け
さ
せ
て
お
こ
う
と
か
、
と
り
あ
え
ず
御
本
尊
を
持
た
せ

て
お
こ
う
、
正
し
い
信
心
だ
か
ら
今
、
嫌
が
っ
て
い
て
も
、

や
が
て
必
ず
喜
び
、
感
謝
す
る
と
き
が
来
る
と
言

っ
て
、

「と
り
あ
え
ず
信
心
」
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
や

っ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
信
心
は
、
そ
の
人
の
仏
性
に
受
け
る
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
強
制
で
な
く
、
当
事
者
自
身
の
自
己
決

定
、
自
己
責
任
に
始
ま
る
信
仰
こ
そ
が
本
当
な
の
で
あ
り
ま

す
。

「と
り
あ
え
ず
信
心
」
の
為
に
、
心
に
法
を
持
つ
こ
と

も
、
縁
も
な
く
、
誤
解
や
憎
し
み
を
日
蓮
大
聖
人
の
法
に
抱

い
て
い
る
人
々
が
世
の
中
に
沢
山
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

戒
壇
あ

本
尊
は

一
切
衆
生
成
仏
の
為
に
顕
わ
さ
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

龍
の
日
の
法
難
を

「発
述
顕
本
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
日
蓮
大
聖
人
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
仏

の
、
出
世
の
本
懐
、
「発
述
顕
本
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

出
家
者
と
し
て
、
求
道
の
信
心
修
行

一
筋
に
生
き
て
き
た

日
蓮
大
聖
人
や
弟
子
達
が
ど
ん
な
法
難
に
あ

っ
て
も
、
そ
れ

は
出
家
者
と
し
て
の
衆
生
教
導
の
義
務
と
責
任
の
範
囲
内
、

覚
悟
の
上
の
こ
と
で
す
か
ら
個
人
の
こ
と
で
す
。
仏
の
本
懐
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は

一
切
衆
生
成
仏
で
す
か
ら
、
衆
生
が
法
を
中
心
に
、
仏
と

共
に
師
弟

一
箇
と
し
て
仏
と
同
じ
志
し
に
立

っ
て
生
き
る
姿

が
表
れ
て
こ
な
け
れ
ば
、
仏
の
真
の
喜
び
と
す
る
、
衆
生
の

真
の
喜
び
と
す
る
、
本
当
の
師
弟

一
箇
の
発
述
顕
本

（成
仏
）

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

龍
の
口
法
難
は
仏
だ
け
の
発
述
顕
本
。

熱
原
法
難
は
師
弟

一
箇
の
発
述
顕
本

（出
世
の
本
懐

・
一

切
衆
生
成
仏
の
証

・
宗
旨
）
な
の
で
あ
り
ま
す
。　
一
切
衆
生

を
成
仏
せ
し
め
る
こ
と
が
仏
の
大
願
で
あ
り
、
目
的
で
あ
る

の
で
す
か
ら
、
衆
生
が
あ
ら
わ
れ
、
衆
生
が
主
人
公
に
な
ら

な
け
れ
ば
、
仏
が
こ
の
世
の
中
に
出
世
し
た
意
味
は
絶
無
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
真
の
発
述
顕
本

は
、　
一
連
の
熱
原
法
難
の
中
に
展
開
さ
れ
る
、
師
弟
の
法
華

経
の
行
者
の
振
る
舞
い
で
あ
り
、
戒
壇
の
本
尊
は
、
そ
の
振

る
舞
い
、
心
映
え
を
、
強
い
て
写
し
取

っ
た
物
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
元
来
木
や
紙
に
表
現
す
る
こ
と
が
出

来
ぬ
師
弟
の
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
仏
性
を
強
い
て
表
現

し
て
顕
わ
し
た
物
な
の
で
あ
り
ま
す
。

一
切
衆
生
成
仏
の
確
証
と
し
て
示
さ
れ
た
本
尊
は
、

「国

立
」
と
か

「世
界
立
」
と
か

「民
衆
立
」
と
か
、
時
代
の
政

治
状
況
に
翻
弄
さ
れ
て
、
い
く
ら
で
も
変
化
す
る
よ
う
な
物

で
は
な
く
、　
一
切
衆
生
、
森
羅
万
象
の
生
命
と
い
う
生
命
の

心
の
中
に
、
妙
法
と
い
う
仏
性
を
確
認
し
、
信
心
修
行
に
よ
っ

て
妙
法
を
確
認
し
、
建
立
し
即
身
成
仏
を
と
げ
る
こ
と
を
、

戒
壇
の
本
尊
を
表
す
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

一
切
を
含
め
て
示
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

世
界
の
ど
こ
か
の

一
カ
所
を
聖
地
と
し
て
堂
を
建
て
る
様

な
物
で
は
な
く
、　
一
人

一
人
の
妙
法
受
持
の
法
華
経
の
行
者

の
心
に
建
立
す
る
妙
法
で
な
け
れ
ば
、　
一
切
衆
生
成
仏
を
本

懐
と
す
る
正
法
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
が
、
宗
教
の
権
力
闘
争

に
よ
っ
て
奪
い
合
い
の
流
血
が
繰
り
返
さ
れ
、
土
地
と
い
う

物
が
人
間
の
心
の
憎
し
み
や
恨
み
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
愚

行
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
聖
地
や
偶
像
崇
拝
の
物
体
と
い
う
も

の
は
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
、
記
号
、
象
徴
で
あ

っ
て
元
来
、

法
の
心
、
師
弟

一
箇
の
成
仏
の
心
か
ら
出
た

【色
】
を

【ヽ
Ё

へ
回
帰
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
努
力
の
目
標
と
し
て
拝
す
る
な

ら
ば
と
も
か
く
、
【色
】
こ
そ

で
じ

よ
と
す
る
、
【色
】
中
心

の

【色
】
に
こ
だ
わ
る
事
は
、
心
の
外
に
法
を
求
め
る
カ
ス

の
法
で
あ
り
、
愚
行
な
の
で
あ
り
ま
す
。
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戒
壇
の
本
尊
も
熱
原
法
難
の
心
を
写
し
表
し
た
シ
ン
ボ
ル

で
あ
っ
て
、
あ
の
大
石
寺
と
い
う
場
所
、
あ
の
楠
と
い
う
材

質
、
あ
の
寸
法
に
凝
縮
、
凝
固
し
、
封
じ
込
ま
れ
、
そ
こ
か

ら

一
歩
も
出
る
こ
と
の
出
来
な
い
魂
の
存
在
な
ど
有
る
わ
け

が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

森
羅
万
象
、　
一
切
衆
生
の
生
命

（あ
な
た
方
の
生
命
）
は

こ
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の

が
本
尊
で
あ

っ
て
、
此
の
本
尊
の
外
に
は
法
は
無
い
と
い
う

教
で
は
、
森
羅
万
象
、　
一
切
衆
生
の
成
仏
を
示
す
こ
と
な
ど

出
来
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

御
本
尊
は

『窓
』
で
あ
る
。

朝
の
勤
行
で
、
東
に
向
か
っ
て
初
座

（天
拝
）
の
勤
行
を

し
ま
す
が
、
諸
天
善
神
は
東
に
し
か
い
な
い
の
で
し
よ
う
か
。

東
西
南
北
、
天
上
天
下
、
森
羅
万
象
、
ど
こ
に
で
も
色
々
な

姿
を
通
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
我
々

は
太
陽
が
昇
る
東
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
便
宜
的
に
東
天
に

向
か
っ
て
勤
行
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ

よ
う
に
、
御
本
尊
に
顕
わ
し
た
法
は
、
御
本
尊
の
所
だ
け
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

一
念
三
千
同

三
千
大
千
世
界

の
諸
法

の
実
相
に
開
く

三
千

一
念
６
〕三
千
大
千
世
界

の

諸
法

の
実
相
よ
り

一
念
に
納
ま
る

三千大千世界 (森羅萬象)三千大千世界 (森羅萬象)
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御
本
尊
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
窓
と
し
て
、
こ
こ
を
通
じ

て
、
森
羅
万
象
、
三
千
大
千
世
界

（法
界
）
の
諸
法
の
実
相

と

一
箇
し
て
、　
一
念
三
千

（開
）
三
千

一
念

（合
）
と
し
て
、

感
得
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

御
本
尊
を
窓
と
は
、
貶
め
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

真
実
の
法
を
凡
夫
心
に
感
得
す
る
に
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
、

法
華
経
身
読
の
上
、
仏
滅
後
二
千
三
百
二
十
余
年
、
未
曽
有

と
し
て
示
さ
れ
た
、
此
の
御
本
尊
と
い
う
、
窓
で
な
け
れ
ば
、

又
、
謗
法
厳
戒
の
信
仰
心
と

一
体
に
な
っ
た
刹
那
で
な
け
れ

ば
、
此
の
窓
か
ら
森
羅
万
象
、
三
千
大
千
世
界

（法
界
）
の

諸
法
の
実
相
は
見
る
こ
と
の
出
来
ぬ
、
森
羅
万
象
の
中
で
、

こ
れ
し
か
な
い
唯

一
の
窓
な
の
で
あ
り
ま
す
。

世
界
に
何
千
万
体
の
御
本
尊
が
存
在
し
て
い
て
も
、
真
理

が
個
々
別
々
に
何
千
万
体
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

真
理
＝
正
法
と
は

一
つ
で
あ
り
、
か
つ
全
体
な
の
で
あ
り
ま

す
。
窓
＝
本
尊
が
何
千
万
体
あ
っ
て
も
窓
を
通
し
て
拝
す
る

真
理
＝
正
法
は

一
つ
の
同
じ
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。

御
本
尊
は
鏡
で
あ
る
。

二
番
目
の
書
え
を
示
し
ま
す
。

一
般
的
に
、
境
と
智
が

一
如
と
な

っ
た
所
が
成
仏
で
あ
る

と
言
い
ま
す
。

境
は
万
法
の
体
。
智
は
自
体
顕
照
の
姿
を
い
い
ま
す
。

平
明
に
言
え
ば
、
境
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
の
当
体
で

あ
り
、
姿
に
示
し
て
言
え
ば
、
御
本
尊
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
智
は
、
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
の
当
体
に
照
ら

さ
れ
て

一
如
と
な
り
、
成
仏
す
る
側
の
衆
生
、
我
々
凡
夫
と

い
う
事
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
御
本
尊
と
い
う
対
境

（鏡
）
に
向
か
っ
て
、
謗

法
厳
戒
の
信
仰
心
を
持

っ
て
自
ら
の
姿

（生
命
）
を
写
す
。

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

法
を
示
さ
れ
た
本
尊
に
、
自
分
の
姿
を
写
す
。

御
本
尊
に
は
、
森
羅
万
象
、　
一
切
衆
生
、
凡
夫
の
あ
な
た

方
の
生
命
は
、
仏
と
同
じ
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
生
命
を
根
本

と
し
て
、
仏
と
な
る
原
石
を
持

っ
て
い
る
ん
だ
よ
、
こ
の
原

石
を
信
心
修
行
に
よ
っ
て
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
死

一
如

即
身
成
仏
が
あ
る
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
勇
気
を
持

っ
て
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
よ
。
と
い
う
こ
と
を
、
強
い

て
表
現
し
が
た
い
本
尊
と
い
う
姿
に
示
し
、
我
々
に
伝
え
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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