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瞻
仰
尊
顔
（
せ
ん
ご
う
そ
ん

げ
ん
）…
法
華
経
の
一
節
。お

人
柄
を
敬
い
慕
い
仰
ぐ
こ
と

写
真
・
文

福
田
徳
衍

「
あ
と
み
よ

そ
わ
か
」

お
経
の
文
言
で
は
な
い
。

明
治
の
文
学
者
で
第
一
回
文
化
勲

章
の
幸
田
露
伴
が
口
癖
の
お
ま
じ
な
い
だ
っ
た
。

「
も
う
い
い
と
思
っ
て
も
、
も
う
一
度
、
呪
文
を
唱
え
て
見
直

し
な
さ
い
」

露
伴
の
娘
の
幸
田
文
さ
ん
が
１４
才
で
雑
巾
掛
け
や
は
た
き
、

箒
の
扱
い
方
な
ど
掃
除
の
稽
古
を
つ
け
ら
れ
た
と
『
父

こ
ん

な
こ
と
』（
新
潮
文
庫
）
に
記
し
て
い
る
。

大
の
つ
く
露
伴
フ
ァ
ン
だ
っ
た
私
の
父
は
、
寺
の
本
堂
の
雑

巾
掛
け
か
ら
ま
る
ご
と
本
の
記
述
通
り
に
仕
込
み
た
か
っ
た
ら

し
い
。

「
バ
ケ
ツ
の
水
は
６
分
目
、
雑
巾
を
ゆ
す
ぐ
に
は
ま
ず
水
を
包

む
よ
う
に
し
て
」

「
バ
ケ
ツ
の
ふ
ち
に
沿
っ
て
絞
っ
た
手
を
拭
う
」

が
、
生
半
可
な
や
ん
ち
ゃ
で
は
な
か
っ
た
私
だ
っ
た
か
ら
、
万

事
半
分
は
聞
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
弟
子
は
跡
取
り
息
子
の

私
し
か
居
な
い
か
ら
、
本
堂
の
濡
れ
縁
の
雑
巾
掛
け
す
る
た
び

に
「
あ
と
み
よ

そ
わ
か
」
と
気
合
い
を
掛
け
ら
れ
た
。

掃
除
機
で
は
部
屋
、
出
入
り
口
の
カ
マ
チ
の
隅
々
ま
で
掃
除

は
行
き
届
か
な
い
。
い
ま
に
な
っ
て
も
拙
宅
の
雑
巾
掛
け
は
私

の
役
目
に
な
っ
て
い
る
（
家
族
は
眉
を
ひ
そ
め
て
い
る
…
）。

父
の
仕
込
み
が
身
に
染
み
込
ん
で
い
る
ら
し
い
。

障
子
に
は
た
き
を
掛
け
る
、
箒
で
は
い
た
ホ
コ
リ
を
左
手
で

ほ
と
ほ
と
叩
く
な
ど
の
力
加
減
に
年
寄
り
は
や
か
ま
し
か
っ

た
。
露
伴
が
娘
の
前
で
や
っ
て
見
せ
た
は
た
き
遣
い
や
雑
巾
が

け
は
歌
舞
伎
の
所
作
事
を
見
て
い
る
よ
う
な
見
事
さ
だ
っ
た
と

記
述
し
て
い
る
。
が
、
き
ょ
う
び
、
家
庭
か
ら
は
は
た
き
や
箒

は
姿
を
消
し
た
と
み
え
る
。

「
あ
と
み
よ

そ
わ
か
」
は
む
し
ろ
新
聞
社
勤
め
の
こ
ろ
、

ひ
と
仕
事
終
え
た
あ
と
に
念
仏
の
よ
う
に
思
い
返
し
て
い
た
。

主
に
『
週
刊
朝
日
』
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
締
め
切
り
を
過

ぎ
、
出
稿
、
印
刷
、
製
本
さ
れ
、
発
売
直
後
に
読
者
や
関
係
者

か
ら
誤
り
の
指
摘
や
抗
議
を
受
け
る
と
、
思
わ
ず
首
を
す
く
め

口
ず
さ
む
。

創
刊
１
０
１
年
目
を
迎
え
た
そ
の
週
刊
誌
も
今
月
、
休
刊
す

る
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
だ
が
関
わ
っ
た
１８
年
間
の
反
省
を
込
め

て
。写

真
は
１
９
８
０
年
代
、
東
塔
大
書
院
入
り
口
に
そ
び
え
て

い
た
老
杉
だ
。
今
で
は
、
大
樹
の
切
り
株
も
残
っ
て
い
な
い
。

「あとみよ そわか」

下
の
二
つ

の
絵
を
見
く

ら
べ
て
、
五

つ
の
ち
が
い

を
さ
が
し
て

下
さ
い
。

三
名
の
方
に

記
念
品
を
お
送
り
し
ま
す
。

【
解
答
送
り
先
】
〒
５２０
�
０１１６

大
津
市
坂
本
本
町
４２２０

比
叡
山
延
暦
寺
内

「
比
叡
山
時
報
ク
イ
ズ
係
」

※
令
和
５
年
５
月
３１
日
締
切

り
で
す
。

ハ
ガ
キ
に
答
え
と
時
報
に
対

す
る
ご
意
見
・
ご
感
想
を
必

ず
書
い
て
お
送
り
下
さ
い
。

当
選
者
の
発
表
は
記
念

品
の
発
送
を
も
っ
て
か
え

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

俳
壇

・
灌
仏
の
乾
く
間
の
な
き

一
日
か
な

―
―
大
分
・
廣
瀬
邦
照

・
旧
節
句
ま
で
と
重
ね
て

兜
出
し

―
―
山
形
・
後
藤
寉
台
子

・
三
千
号
記
す
賞
状
卒
業
す

―
―
滋
賀
・
山
村
修
三

・
検
定
日
さ
く
ら
満
開

兆
し
佳
し

―
―
滋
賀
・
堀
井
千
恵
子

・
待
ち
焦
が
れ
根
本
中
堂

薫
風

―
―
滋
賀
・
八
里
舟
月

歌
壇

・
し
と
ど
降
る
雨
に
も

桜
は
王
道
か
退
院
の
日
は

早
ま
る
と
聞
く

―
―
茨
城
・
ひ
ま
わ
り

・
早
朝
に
比
叡
の
峰
よ
り

見
下
ろ
せ
ば
光
り
輝
く

琵
琶
湖
の
湖
面

―
―
滋
賀
・
中
井
和
代

・
青
も
み
じ
ま
み
え
し
比
叡

水
筒
の
音
を
リ
ズ
ム
に

足
取
り
軽
く

―
―
滋
賀
・
恵
弘

・
先
人
の
植
え
た
る
桜

満
開
に
御
詠
歌
唱
え
る

花
ま
つ
り

―
―
埼
玉
・
吉
敷
光
代

（
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
投
句
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
文
字

は
楷
書
で
は
っ
き
り
書
い
て

い
た
だ
か
な
い
と
掲
載
で
き

ま
せ
ん
）
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比
叡
の
峰
の
中
で
も
特
に

静
寂
の
地
と
な
る
横
川
の
元
三
大
師
堂
（
四
季
講
堂
）
で

は
、
春
の
陽
光
で
新
緑
の
映

え
る
４
月
１８
日
、
山
田

能
裕
探
題
大
僧
正
を
導

師
に
、
慈
恵
大
師
御
影

供
が
営
ま
れ
た
。

法
要
は
、
比
叡
山
延

暦
寺
「
中
興
の
祖
」
と

称
さ
れ
る
第
１８
世
天
台

座
主
慈
恵
（
元
三
）
大

師
良
源
（
９
１
２
〜
９

８
５
）
へ
の
報
恩
と
感

謝
の
誠
を
捧
げ
る
も
の

で
、
午
前
１１
時
１５
分
か

ら
勤
め
ら
れ
た
。

法
要
で
は
先
ず
信
徒
代
表

ら
が
手
ず
か
ら
餅
や
果
物
な

ど
の
供
物
を
お
供
え
す
る
伝

供
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
延
暦

寺
僧
侶
に
よ
り
約
１
時
間
を

か
け
て
、
大
師
の
生
涯
を
讃

え
る
声
明
が
独
特
の
拍
子
と

旋
律
で
唱
え
ら
れ
た
�
写

真
。

法
要
中
に
は
「
日
本
最
古

の
お
茶
伝
承
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」（
発
起
人
・
堀
井
美
香

氏
）
に
よ
り
、
山
麓
の
里
坊

に
て
摘
ま
れ
た
茶
葉
を
中
国

唐
時
代
の
製
法
を
用
い
て
再

現
し
た
「
坂
本
餅
茶
」
が
奉

納
さ
れ
、
唐
風
の
朝
服
に
身

を
包
ん
だ
女
性
に
よ
り
大
師

へ
と
献
じ
ら
れ
た
。

唐代の献茶を再現

元三大師堂
慈恵大師御影供を厳修
春の横川に声明響く

「
比
叡
山
に
龍
が
舞
う
」奉
納
記
念
展
覧
会

4
月
24
日（
月
）〜
5
月
14
日（
日
）ま
で
開
催

平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、「
夢
が
か
な
う
」

龍
を
画
題
に
活
動
を
続
け

る
水
墨
画
家
塩
谷
榮
一
氏
の

奉
納
記
念
展
覧
会
「
比
叡
山

に
龍
が
舞
う
」
が
、
比
叡
山

に
龍
が
舞
う
実
行
委
員
会

（
國
松
善
次
実
行
委
員
長
）

主
催
の
も
と
、
４
月
２４
日
よ

り
比
叡
山
国
宝
殿
で
始
ま
っ

た
。こ

れ
は
、
塩
谷

氏
が
コ
ロ
ナ
禍
の

３
年
間
で
描
き
上

げ
た
龍
の
絵
画
作

品
を
約
３０
点
あ
ま

り
展
覧
す
る
も
の

で
、
同
時
に
４
㍍

に
も
な
る
「
一
隅

を
照
ら
す
三
体
の

龍
」
と
題
し
た
作

品
が
延
暦
寺
に
奉

納
さ
れ
た
。

「
三
」
は
仏
教

に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
数
字
と
さ
れ
、
そ
の
上
で

安
定
の
概
念
を
持
つ
こ
と
か

ら
、
奉
納
さ
れ
た
三
つ
の
作

品
は
、
コ
ロ
ナ
や
戦
争
で
不

安
定
に
な
っ
て
い
る
世
の
中

の
安
定
へ
の
希
望
を
表
し
、

平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。

展
覧
会
を
前
に
２３
日
午
後

２
時
３０
分
よ
り
内
覧
会
が
執

り
行
わ
れ
、
多
く
の
関
係
者

が
お
祝
い
に
駆
け
つ
け
た
。

午
前
中
に
行
わ
れ
た
祝
賀
会

に
お
い
て
塩
谷
氏
は
「
子
供

の
頃
に
安
土
市
か
ら
西
の
方

角
の
比
叡
山
を
仰
ぎ
、
京
都

で
の
修
行
中
に
は
東
の
方
角

開催を喜ぶ塩谷氏（右から３人目）

国宝殿

の
比
叡
山
を
い
つ
も
拝
ん
で

い
た
。
比
叡
山
に
龍
の
絵
を

奉
納
す
る
の
が
夢
だ
っ
た
。

夢
が
か
な
っ
て
あ
り
が
た

い
」
と
感
謝
の
気
持
ち
を
語

っ
た
。

展
覧
会
は
国
宝
殿
３
階
研

修
室
に
て
５
月
１４
日
（
日
）

ま
で
開
催
さ
れ
る
。

（
国
宝
殿
へ
は
別
途
拝
観
料

が
必
要
で
す
）。


