
「尊
号
真
像
銘
文
」
に
お
け

る
自
然

菊

村

紀

彦

(1
)

親
鷲
晩
年
の
著
、
「尊
号
真
像
銘
文
」
の
中
か
ら
、
特

に
自
然

の
思

想
を
抽
出

し
て
考
察
し
た
い
。
た
だ
し
、
最
も
濃
厚
に
現
れ
て
い
る
の

は
、
巻
頭

に
位
置
す
る

「帰
命
尽
十
方
無
擬
光
如
来
」
に
付

せ
ら
れ

た
、

い
わ
ゆ
る

「
本
尊
色
紙

の
文
」
、
就
中

「
大
無
量
寿
経
」
の
引
文

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
三
部
に
分
け
ら
れ
、
わ
ず
か
九
十
六
文
字
で
あ
る
が
、
次

の
六
十
字
に
自
然
が
解
釈
さ
れ
て

い
る
。
「其
仏
本
願
力

聞
名
欲
往

生

皆
悉

到
彼
国

自
致
不
退
転
…
…
必
得
超
絶
去

往
生
安
楽
国

横
裁
五
悪
趣

悪
趣
自
然
閉

昇
道
無
窮
極

易
往
而
無
人

其
国
不

逆
違

自
然
之
所
索
」
で
あ
る
。

こ
の
文
に
、
親
鷺
は
十
箇
所
自
然
な

る
言
葉
を
使
い
、
解
説
し
て
い
る
。
先
ず

「
自
致
不
退
転
」
は

「
自
は

お
の
ず
か
ら
と
い
う
、
お
の
ず
か
ら
と
い
う
は
、
衆
生
の
は
か
ら
い
に

あ
ら
ず
、

し
か
ら
し
め
て
不
退
の
く
ら
い
に
い
た
ら
し
む
と
な
り
、
自

然
と
い
う

こ
と
ば
な
り
」
と
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「致
」
に
つ
い
て

は

「
い
た

る
と
い
う
、
む
ね
と
す
と
い
う
。
如
来
の
本
願

の
み
な
を
信

ず
る
人
は
、
自
然
に
不
退
の
く
ら
い
に
い
た
ら
し
む
る
を
む
ね
と
す
べ

し

と
思

え

と

な

り
」

と

つ
づ

く
。

次
の
項
は

「
必
得
超
絶
去

往
生
安
養
国

横
裁
五
悪
趣

悪
趣
自

然
閉

昇
道
無
窮
極

易
往
而
無
人

其
国
不
逆
違
自
然
之
所
牽
」
で

あ
る
。
親
鷺
は
、
自
然
に
つ
い
て
、
極
め
て
多
彩
な
解
釈
を
進
展
さ
せ

て
い
る
。
逐

一
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず

「
必
」
の
み
に
つ
き

「
か
な

ら
ず
と
い
う
は
さ
だ
ま
り
ぬ
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。

ま
た
自
然
と
い
う
こ

こ
ろ
な
り
」
と
釈
し
て

い
る
。
ま
た
、
「横
戴

五
悪
趣
悪
趣
自
然
閉
」

は

「横
は
よ
こ
さ
ま
と
い
う
。
よ
こ
さ
ま
と
い
う
は
、
如
来
の
願
力
を

信
ず
る
ゆ
え
に
、
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
。
五
悪
趣
を
自
然
に
た

ち
す
て
、
四
生
を
は
な
る
る
を
横
と
い
う
。
他
力
と
も
う
す
な
り
。

こ

れ
を
横
超
と
い
う
な
り
。
横
は
竪
に
対
す
る
こ
と
ば
な
り
。
超
は
迂
に

対
す
る
こ
と
ば
な
り
。
竪
は
た
た
ざ
ま
、
迂
は
め
ぐ
る
と
な
り
。
竪
と

迂
と
は
自
力
聖
道

の
こ
こ
ろ
な
り
。
横
超
は
す
な
わ
ち
他
力
真
宗
の
本

意
な
り
。
戴
と
い
う
は
き
る
と
い
う
。
五
悪
趣

の
き
ず
な
を
よ
こ
さ
ま

に
き
る
な
り
。
悪
趣
自
然
閉
と
い
う
は
、
願
力
に
帰
命
す
れ
ば
五
道
生

死
を
と
ず
る
ゆ
え
に
自
然
閉
と
い
う
。
閉
は
と
ず
と
い
う
な
り
。
本
願

「
尊
号
真
像

銘
文
」

に
お
け
る
自
然
 
(
菊

村
)
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の
業
因

に
ひ
か
れ
て
自
然
に
む
ま
る
る
な
り
」
と
あ
る
。

終
尾

の

「其
国
不
逆
違
自
然
之
所
牽
」
は
「
(前
略
)
真
実
信
を
え
た

る
人
は
、
大
願
業
力
の
ゆ
え
に
自
然
に
浄
土

の
業
因

に
た
が
わ
ず
し

て
、
か
の
業
力
に
ひ
か
る
る
ゆ
え
に
ゆ
き
や
す
く
、
無
上
大
浬
架
に
の

ぼ
る
に
き
わ
ま
り
な
し
と
の
た
ま
え
る
な
り
。

し
か
れ
ば
自
然
之
所
牽

と
も
う
す
な
り
。
他
力
の
至
心
信
楽
の
業
因
の
自
然
に
ひ
く
な
り
。

こ

れ
を
牽

と
い
う
な
り
。
自
然
と
い
う
は
、
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず

と
な
り
」

と
釈
し
て
い
る
。

さ
て
、
自
然
の
分
類
は
、
「
無
量
寿
経
」
で
は
、
次

の
三
種
が
当

て

は
ま
る
。

一
、
願
力
自
然

二
、
業
道
自
然

三
、
無
為
自
然

で
あ

る
。
「
尊
号
真
像
銘
文
」

の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
最
初

の
自
然
は
、

「衆
生

の
は
か
ら
い
」
で
な
く
、
「
し
か
ら
し
め
て
不
退
の
く
ら

い
に

い
た
ら
し
め
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
き
ら
か
に
願
力
自
然
で
あ
る
。

次
の

「必
」
の
釈
で
は

「
さ
だ
ま
り
ぬ
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
」
と
し
て

い
る
。
必
イ

コ
ー
ル
自
然
で
あ
る
。
必
然
と
い
お
う
か
。

こ
こ
で
の
自

然
は
、
願
力
自
然
に
相
違
な
い
け
れ
ど
、
「
さ
だ
ま
る
」
と
は
、
正
定

聚
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
「仏
の
本
願
を
信

じ

て
念
仏
」
を
称

え
る
衆
生

の
主
体
性
を
因
と
す
る
か
ら
、
願
力
自
然
と
と
も
に
、
業
道

自
然
の
要
素
も
な
く
は
な
い
。

つ
ま
り
、
称
名
念
仏
の
主
体
は
衆
生
そ

(
2
)

の
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
仏
の
智
願
廻
向
で
あ
り
、
本
願
招
換
の
勅
命
で

あ
る
と
し

て
も
、
や
は
り
念
仏
者
の
業
因
に
よ
る
も

の
で
あ

る
か
ら

だ
。
ま
た

「
五
悪
趣
を
自
然
に
た
ち
す
て
、
四
生
を
は
な
れ
る
」
も
、

横
超
即
他
力
、
竪
迂
即
自
力

の
説
明
で
、
親
鷺
が
か
な
ら
ず
し
も

「
た

ち
す
て
」
と
自
動
詞
に
記
し
た
点
を
強
調
す
る

こ
と
は
な
か
ろ
う
と
思

う
。
他
力
で
あ
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
智
願
廻
向
に
よ
っ
て
自
然
に

「
五
悪

趣
が
た
ち
す
て
ら
れ
る
」
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
た
ち
す
て
ら
れ
る

の
は
仏
の
力
、
た
ち
す
て
る
の
は
人
間
の
意
志
力
と
考
え
る
な
ら
ば
、

前
者
は
願
力
自
然
で
あ
り
、
後
者
は
業
道
自
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

復
合
さ
れ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

次
の

「
自
然
閉
と
い
う
は
、
願
力
に
帰
命
す
れ
ば
五
道
生
死
を
と
ず

る
ゆ
え
に
」
と
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
願
力
自
然
に
違
い

な
い
。
「本
願
の
業
因
に
ひ
か
れ
て
自
然
に
む
ま
れ
」
る
自
然
で
あ
る
。

こ
の
業
は
、
人
間
の
業
道
で
は
な
く
、
仏
の
方

の
業
で
あ
る
か
ら
他
力

な
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く

「大
願
業
力
の
ゆ
え
に
自
然
に
…
…
無

上
大

浬
葉
に
の
ぼ
る
」
と
あ
る
か
ら
こ
の
自
然
も

願
力
自
然

に
他
な

ら
な

い
。
次
に

つ
づ
く

「
自
然
の
ひ
く
と
こ
ろ
」
が
イ

コ
ー
ル
さ
れ
る
。
最

後
の

「
自
然
と
い
う
は
、
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
文
は

(3
)

「末
燈
砂
」
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
が
正
嘉
二

(
一
二

五
八
)
年
十
二
月
に
し
た
た
め
ら
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
広
本

の
成
立

と

時
を
同
じ
う
す
る
こ
と
に
な
る
。
親
鷺
晩
年
の
清
澄
な
る
境
地
た
る
自

然
法
爾
の
思
想
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。
な

お
、
「尊
号
真
像
銘
文
」

で
は
こ
の
後
、

善
導
師
の
銘
文
を
釈
し
て

「
か
な
ら
ず
と
い
う
は
自
然

に
往
生
を
え
し
む
と
な
り
。
自
然
と
い
う
は
、
は
じ
め
て
は
か
ら
わ
ざ

る
こ
こ
ろ
な
り
」
と
記
し
、
ま
た
、
「
正
信
偶
」
の
自
釈

と
し

て
、
直
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接
自
然

と
い
う
文
字
は
使
わ
れ
て
い
な

い
が
、
法
然

の
言
葉
と
し

て

「義
と
い
う
は
、
行
者
の
お
の
お
の
の
は
か
ら
う
こ
こ
ろ
な
り
。

こ
の

ゆ
え
に
お
の
お
の
は
か
ら
う
こ
こ
ろ
を
も
た
る
ほ
ど
お
ぼ
自
力
と
い
う

な
り
、

よ
く
よ
く
こ
の
自
力
の
よ
う
を
こ
こ
ろ
う
べ
し
と
な
り
」
で
結

び
、

こ
の
著
を
飾

っ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
「義
な
き
を
義
と
す
」

る
自
然
…
…
法
爾
自
然
は
、
願
力
自
然
に
は
相
違
な
い
が
業
道
自
然

・

無
為
自
然
を
含
む
、
雄
渾
な
自
然
思
想
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
掲

「
末
燈
砂
」
に
は
、
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
も

「
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ

ゆ
え
に
自
然
と
は
も
う
す
な
り
…
…
弥
陀
仏
は
自
然
の
よ
う
を
し
ら
せ

ん
り
よ
う
な
り
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
然
が
真
如
法
性
と
イ
コ
ー
ル

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(4
)

わ
た
し
は
、
前
号
で
、
「無
量
寿
経
」
上
巻

の

「自
然
虚
無
之
身

・

(5
)

無
極
之
体
」
が
、
原
典
に
な
く
て
、
漢
訳
の
際
、
当
時
の
中
間
に
蔓
延

し
て
い
た
老
荘
思
想
の
自
然
を
括
入
し
た
の
で
は
な
く
、
原
典
に
存
在

ず
る

「
他
化
自
在
天

(p
ara
-n
irm
ita-v
asa-v
artin)」

の
部
位

を
意
訳

し
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
他
化
自
在
天
は

D
e
va
で

あ

っ
て
、
仏
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
浄
土
の
中
に
登
場
す
る
に
適
格
で

は
な
い

の
で
、
浄
土

に
生
ず
る
も

の
が

「自
然
虚
無
之
身

・
無
極
之

体
」
と
な
る
と
い
う
表
現
に
し
た
も
の
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
原
典

で
は
、

ひ
と
つ
の
た
と
え
と
し
て
、
浄
土
に
生
じ
た
衆
生
が

「他
化
自

在
天
の
ま
え
で
は
、
神

の
王
で
あ
る
帝
釈
天
も
、
神
通
力
や
自
在
力
が

輝
や
か
な
い
」
と
い
う
い
わ
ば
文
章
の
綾
で
あ
り
、
重
要
な
思
想
を
展

開
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
こ
の
漢
訳
は
、
妙
味
が
あ
る
も
の
と
い

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

虚
無
の
身
は
、
無
極
の
体
と
同
じ
く
浬
葉

の
意
と
解
さ
れ
る
か
ら
、

浄
土

へ
生
じ
た
衆
生
の
体
と
し
て
は
見
事
に
適
合
し
て
い
る
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
冠

せ
ら
れ
た
自
然

は

「虚
無
之
身

・
無
極
之

(
6
)

体
」
と
と
も
に
古
代
中
国
思
想
た
る
無
為
自
然
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
「天
に
あ
ら
ず
、

人
に
あ

ら
ず
」
と
い
う

の
だ
か
ら
、
菩
薩
と
考
え
ら
れ
て
も
、
仏
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
の

自
然
は
、
真
如
法
性
と
し
て
の
自
然
で
は
な
く
、
願
力
自
然
に
よ
っ
て

浄
土
に
生
じ
た
こ
と
に
は
違

い
な
い
け
れ
ど
、
無
為
自
然
に
浬
繋
に
入

る
の
で
あ
る
。
業
道
自
然
を
因
と
す
る
こ
と
は
無
論
だ
か
ら
、
三
自
然

の
複
合
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
親
鷺
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
自
然
…
…

阿
弥
陀
仏
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
日
本
仏
教

の
演
繹

性
を
観
る
。
そ
の
心
は
深
妙
で
あ
る
。

親
鷺
が
、
自
然
を
浄
土
教
の
窮
極
の
境
地

と
し
た
の
は
、
し
か
し
、

「教
行
信
証
」
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
六
十
歳
台
で
は
な
い
。
親
鷲

は
、
確
か
に

「
無
量
寿
経
」
の
前
掲
」
其
国
不
逆
違
自
然
之
所
牽
」
を

信
巻
に
引
用
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
自
然

の
釈
で
は
な
く
、
横
超
の
釈

で
あ
る
。
(
な
お
、
下
巻
の

「悲
化
の
段
」
,
 
の
引
用
は
な
い
)

親
鷺
は
、
こ
の
他

「
浄
土
文
類
聚
砂
」
に
、
同
文
を
引
用
し
、
自
然

の
釈
は
な
さ
れ
て
い
な

い
が

「無
為
法
身

す

な
わ
ち
こ
れ
畢
寛
平
等

身
。
畢
寛
平
等
身
す
な
わ
ち
こ
れ
寂
滅
。

寂
滅
す
な
わ
ち
こ
れ
実
相
。

「
尊
号
真
像

銘
文
」

に
お
け

る
自
然

(
菊

村
)
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実
相
す
な
わ
ち
こ
れ
法
性
。
法
性
す
な
わ
ち
こ
れ
真
如
。
真
如
す
な
わ

ち
こ
れ

一
如
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
実
相
は
、
こ
の
場
合
、
自
然
に

解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
自
然
も
、
ま
た
、
真
如
法
性
た
る
仏
に

他
な
ら
な
い
。
「
浄
土
文
類
聚
砂
」
の
成
立
に
関
し
、
「教
行
信
証
」
以

前
の
成
立

と
考
え
る
学
者
も
あ
る
が
、

わ
た
し
は
、
「尊
号
真
像
銘
文
」

や

「
末
燈
紗
」
に
同
意
の
、
自
然
に
関
す
る
釈
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

や
は
り
、
親
鷺
の
晩
年
の
所
産
と
見
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
思
う
。
そ
れ
に
し

て
も
、
「
尊
号
真
像
銘
文
」
は
、
親
攣

の
晩
年

の
思
想
を
知
る
う
え
に
大
い
な
る
手
掛
り
に
な
る
と
思
う
。

こ
と
に
浄

土
を
も
自
然
の
浄
土
と
し
た
心
境
は
、
自
然
法
爾
の
章
と
と
も
に
、
次

(7
)

の
和
讃
に
謳
わ
れ
て
い
る
。
「信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば

念
仏
成
仏
自

然
な
り

自
然
は
す
な
わ
ち
報
土
な
り

証
大
浬
架
う
た
が
わ
ず
」

(8
)

「念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗

万
行
諸
善

こ
れ
仮
門

権
実
真
仮
を
わ
か
ず

し
て

自
然
の
浄
土
を
え
そ
し
ら
ぬ
」

親
鷺
は
、
明
確
に
、
自
然
の
浄
土
と
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
師

の
い
う
自
然
と
は
、
さ
き
に
分
類
し
た
三
自
然
よ
り
も

一
層
濃
厚
な
意

味
を
持
ち
、
宗
教
思
想
史
上
、
ま
さ
に
画
期
的
な

「
お
の
ず
か
ら
し
か

る
」
の
主
体
た
る
仏
及
び
そ
の
報
土
た
る
浄
土
を
思
考
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
が
安
心
の
典
拠
と
な

っ
た
と
こ
ろ
に
親
鷺
の
思
想
的
熟
成
と
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

1

広
本
。

専
修
寺
蔵
。

「
正
嘉

二
歳
六
月

二
十
八
日
書
之

愚

禿

親

鷺

八

十
六
歳
」

2

「
教
行
信
証
」

行
巻
。

原
典

は
善
導
著

「
観
経
疏
」
散
善
義
。

3

第

五
通
。

「
自
然
法
爾

の
章
」

正
嘉

二
年
十

二
月
十
四
日
付

4

「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
三
十
巻
第

一
号

「
浄
土
文
類
聚

砂

に
お

け

る
自
然
」

の
拙
文

5

サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
。

足
利
本
三
十
八
頁
-
三

十
九
頁
。

6

た
と
え
ば
老
子

の

「
道
常
無
為
而
無
不
為
也
」
な

ど
の
思
想
参
照
。

7

「
高
僧
和
讃
」
善
導
編

8

「
浄
土
和
讃
」

大
経
意

(仏
教
思
想
研
究

所
長
)
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