
初
め
て
見
る

東
寺
胎
蔵
曼
荼
羅
図
の

仏
た
ち

私
市
元
宏
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一
章

中
台
八
葉
院
と
そ
の
東
西
二
院

ち

ゆ

う

だ

い

は

ち

よ

う

い

ん

【
中
台
八
葉
院
】

ち
ゆ
う

だ

い

は

ち

よ

う

い

ん

密
教
は
、『
大
日
経
』に
よ
る
胎
蔵
部
と『
金
剛
頂
経
』に
よ
る
金
剛
部
か
ら
成
り
立
つ
と
言
わ

だ
い

に

ち

き
よ
う

こ

ん

ご
う

ち
よ
う
き
よ
う

れ
て
い
ま
す
。
京
都
の
東
寺
に
伝
わ
る
胎
蔵
と
金
剛
の
両
界
曼
荼
羅
は
、「
伝
真
言
曼
荼
羅
」
あ
る

り
よ
う

が
い

ま

ん

だ

ら

で

ん

し

ん

ご
ん

ま

ん

だ

ら

い
は
「
東
寺
西
院
本
曼
荼
羅
」
と
も
称
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
の
原
本
は
、
空
海
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ

と

う

じ

さ

い

い

ん

ぼ

ん

ま

ん

だ

ら

た
曼
荼
羅
で
、
九
世
紀
の
半
ば
（
八
五
〇
年
頃
）に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。「
真
言
院
曼
荼
羅
」

は
、
原
本
を
基
に
し
つ
つ
も
、
原
本
と
は
や
や
異
な
る
も
の
で
、
彩
色
を
用
い
て
複
製
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
（
一
二
世
紀
末
か
ら
一
三
世
紀
末
に
か
け
て
）
。
な
お
、
以
下
の
記
述
は
、
頼
富
本
宏
『
東

寺
の
曼
荼
羅
図
』
東
寺
宝
物
館
発
行
（
二
〇
一
九
年
）に
も
よ
り
ま
す
が
、
東
寺
の
売
店
で
求
め
た

『
国
宝
両
界
曼
荼
羅

胎
蔵
界
・
金
剛
界
』は
、
東
寺
西
院
本
曼
荼
羅
の
胎
蔵
と
金
剛
の
二
枚
入

り
よ
う

が
い

ま

ん

だ

ら

と
う
じ

さ
い

い

ん

ぼ
ん

ま

ん

だ

ら

り
の
曼
荼
羅
図
〔
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』
八
頁
と
三
〇
頁
を
参
照
〕
で
、こ
れ
の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
版

の
裏
面
の
仏
た
ち
の
名
称
や
、そ
の
他
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
解
説
な
ど
も
参
照
し
ま
し
た
。
な

お
、
以
下
の
記
述
で
「
左
」「
右
」
と
あ
る
の
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
図
面
の
側
か
ら
見
た
「
左

右
」
、
あ
る
い
は
、
仏
の
側
か
ら
見
た
「
左
右
」
の
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、（
東
寺
の
）
胎
蔵
曼
荼
羅
図
の

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら
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方
位
は
、こ
れ
に
向
か
っ
て
見
る
場
合
、
図
面
の
上
が
東
、
下
が
西
、
左
が
北
、
右
が
南
で
す
〔
『
岩
波

仏
教
辞
典
』
巻
末
図
八
七
八
頁
〕
。
だ
か
ら
、「(

図
面
に)

向
か
っ
て
」
と
あ
る
場
合
は
、「
左
」
は
図

面
の
「
北
」
に
な
り
、「
右
」
は
図
面
の
「
南
」
に
な
り
ま
す
。

胎
蔵
界
曼
荼
羅
図
に
は
、
真
ん
中
に
正
方
形
の
区
画
が
あ
り
、そ
の
中
心
に
大
日
如
来
が
描
か

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

れ
て
い
ま
す
。
大
日
如
来
は
、
歴
史
的
な
人
間
存
在
と
し
て
の
釈
迦
如
来
、
あ
る
い
は
、
修
業
が
結

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

し

や

か

に

よ

ら
い

実
し
て
覚
り
を
開
い
て
覚
者
と
な
っ
た
阿
弥
陀
如
来
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
て
、
大
日
如
来
は
、
大
宇

さ

と

か

く

し

や

あ

み

だ

に

よ

ら
い

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

宙
の
真
理
そ
れ
自
体
の
姿
を
象
徴
す
る
「
法
身
」
で
す
。
胎
蔵
界
曼
荼
羅
図
の
大
日
如
来
は
、
真
っ

ほ

つ

し

ん

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

赤
な
蓮
の
花
び
ら
の
中
心
に
い
て
、そ
の
周
囲
に
広
が
る
八
つ
の
花
び
ら
の
上
に
、
八
体
の
仏
が
居
ま

ほ
と
け

す
。こ
の
区
画
は
「
中
台
八
葉
院
」
と
称
さ
れ
ま
す
。
大
日
如
来
の
上
下
左
右
の
四
体
は
如
来
で
、

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

に

よ

ら
い

斜
め
の
四
体
は
菩
薩
で
す
。
八
体
の
光
背
は
同
じ
火
炎
光
で
す
。

ぼ

さ
つ

か

え

ん

こ

う

中
央
の
大
日
如
来
は
、「
胎
蔵
」
と
あ
る
と
お
り
、
膨
よ
か
な
母
体
の
姿
で
、
顔
は
円
形
、
額
に
や

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

た
い

ぞ

う

ふ

く

や
大
き
な
円
形
の
白
毫
を
付
け
、
頭
髪
は
風
に
な
び
く
よ
う
な
異
常
に
大
き
い
炎(

風)

髻
で
、
半
眼

び
ゃ
く

ご
う

け

い

の
目
は
鋭
く
見
通
す
慈
悲
を
湛
え
、
首
に
は
「
三
道
」
と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
筋
が
通
り
、
両
腕
に
は

た

た

「

臂
釧
」
と
称
さ
れ
る
飾
り
を
付
け
、
胸
に
は
、
上
下
に
二
つ
の
瓔
珞
が
、
大
き
い
宝
石
を
真
ん
中
に

ひ

せ

ん

よ

う

ら

く
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し
て
垂
れ
下
が
っ
て
い
ま
す
。
両
手
の
親
指
を
腹
部
で
合
わ
せ
て
人
差
し
指
を
上
に
曲
げ
て
こ
れ
に

合
わ
せ
る
阿
弥
陀
定
印
の
印
相
で
、
両
足
を
そ
れ
ぞ
れ
の
反
対
側
の
腿
の
上
に
載
せ
る
結
跏
趺
坐

あ

み

だ

じ
よ
う
い

ん

い

ん

ぞ

う

け
っ

か

ふ

ざ

の
姿
勢
で
瞑
想
し
て
い
ま
す
。
他
の
四
如
来
も
結
跏
趺
坐
で
、
四
菩
薩
の
ほ
う
は
、
右
足
だ
け
を
左

け
っ

か

ふ

ざ

の
腿
に
載
せ
る
半
跏
趺
坐
で
す
。
九
体
は
、い
ず
れ
も
、
段
ご
と
に
蓮
弁
が
や
や
ず
れ
る
魚
鱗
葺
き
の

は

ん

か

ふ

ざ

れ

ん

べ
ん

ぎ
ょ

り

ん

ぶ

蓮
華
座
に
座
っ
て
い
ま
す
。

大
日
如
来
の
上
に
は
、
宝
幢
如
来
が
居
て
、
右
の
胸
を
露
に
し
、
真
っ
赤
な
袈
裟
を
そ
の
左
手
で

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

ほ

う

と

う

に

よ

ら
い

あ
ら
わ

け

さ

支
え
、
右
手
を
「
く
」の
字
に
あ
げ
て
手
の
ひ
ら
を
上
に
開
く
施
無
畏
印
で
す
（
恐
れ
を
除
い
て
安
心

せ

む

い

い

ん

さ
せ
る
印
相
）
。こ
の
宝
幢
如
来
は
、
修
行
を
妨
げ
る
魔
力
を
追
い
払
う
結
跏
趺
坐
の
姿
勢
を
見
せ

い

ん

ぞ

う

ほ

う

と

う

に

よ

ら
い

し

ゆ

ぎ
よ
う

け
つ

か

ふ

ざ

て
い
ま
す
。

大
日
如
来
の
左
に
は
開
敷
華
王
如
来
が
居
て
、
首
の
あ
た
り
ま
で
真
っ
赤
な
袈
裟
を
着
け
、
左

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

か

い

ふ

け

お

う

に

よ

ら
い

け

さ

手
で
そ
の
片
隅
を
取
り
、
右
手
は
、
掌

を
上
に
向
け
て
開
く
施
無
畏
印
で
す
。
大
日
如
来
の
右
側

た
な
ご
こ
ろ

せ

む

い

い

ん

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

に
は
天
鼓
雷
音
如
来
が
居
て
、
そ
の
左
手
で
袈
裟
を
支
え
、
右
手
の
裏
を
斜
め
下
に
伸
ば
す
降
魔

て

ん

く

ら
い

お

ん

に

よ

ら
い

け

さ

ご
う

ま

印
で
〔
こ
れ
を
「
蝕
地
印
」
と
も
言
い
ま
す
〕
、こ
れ
は
悪
魔
の
誘
惑
を
退
け
る
印
相
で
す
。こ
の
如
来

い

ん

し

よ

く

ち
い

ん

い

ん

ぞ

う

に

よ

ら
い

の
姿
は
、
覚
り
を
開
く
姿
勢
で
、
天
鼓
が
自
然
に
鳴
る
よ
う
に
如
来
の
法
音
（
覚
り
を
説
く
お
言

さ

と

て

ん

こ

ほ

う

お

ん
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葉
）
を
発
し
て
い
ま
す
。

大
日
如
来
の
下
に
居
る
の
は
無
量
寿
如
来
で
、
首
の
あ
た
り
ま
で
真
っ
赤
な
袈
裟
で
身
を
ま
と

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

む

り
よ
う

じ

ゆ

に

よ

ら
い

け

さ

い
、
両
手
の
指
を
腹
部
で
合
わ
せ
、
人
差
し
指
を
折
り
曲
げ
る
阿
弥
陀
定
印
で
、
衆
生
が
、
そ
の
本

あ

み

だ

じ
よ
う
い

ん

し

ゆ

じ
よ
う

性
に
お
い
て
花
び
ら
の
よ
う
に
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
覚
ら
せ
る
智
慧
を
発
し
て
い
ま
す
。

さ

と

上
下
左
右
の
四
体
の
如
来
の
間
に
は
、
図
面
に
向
か
っ
て
右
上
か
ら
、
時
計
の
針
巡
り
に
、
普
賢

に

よ

ら
い

ふ

げ

ん

菩
薩
、
文
殊
菩
薩
、
観
自
在
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
が
居
ま
す
。
普
賢
菩
薩
は
、
王
冠
を
頂
き
、
胸
に
瓔

ぼ

さ
つ

も

ん

じ

ゆ

ぼ

さ
つ

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

み

ろ

く

ぼ

さ
つ

ふ

げ

ん

ぼ

さ
つ

よ

う

珞
の
飾
り
を
付
け
て
い
ま
す
。
文
殊
菩
薩
は
、
優
し
い
笑
み
を
浮
か
べ
、
輝
く
黄
金
の

髻
の
よ
う
な

ら
く

も

ん

じ

ゆ

ぼ

さ
つ

も
と
ど
り

宝
冠
を
頂
き
、
額
に
知
恵
の
光
明
を
発
す
る
白
毫
を
付
け
て
い
ま
す
が
、
宝
剣
も
経
巻
も
持
っ
て
い

び
ゃ
く

ご
う

き
ょ
う

か

ん

ま
せ
ん
。
観
自
在
菩
薩
も
、
同
じ
よ
う
な
胸
飾
り
を
帯
び
て
、
結
い
上
げ
た
髻
の
よ
う
な
宝
冠
を
頂

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

も
と
ど
り

き
、や
や
厳
し
い
目
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
い
ま
す
。
弥
勒
菩
薩
は
、
釈
迦
の
入
滅
以
後
、
五
十
六
億
年

み

ろ

く

ぼ

さ
つ

を
経
て
、こ
の
世
に
現
れ
て
救
い
を
も
た
ら
す
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
日
如
来
、
宝
幢
如
来
、
開
敷
華
王
如
来
、
無
量
寿
如
来
、
天
鼓
雷
音
如
来
の
五
体
を
「
五
智

ほ

う

と

う

に

よ

ら
い

か

い

ふ

け

お

う

に

よ

ら
い

む

り
よ
う
じ

ゆ

に

よ

ら
い

て

ん

く

ら
い

お

ん

に

よ

ら
い

如
来
」
と
称
し
、こ
れ
ら
五
体
は
、
総
じ
て
、
法
界
の
本
質
的
な
性
格
と
、
大
円
鏡
智
（
仏
の
法
を
映

に

よ

ら
い

ほ

つ

か

い

だ
い

え

ん

き
よ
う

ち

す
心
の
鏡
）と
、
平
等
性
智
と
、
妙
観
察
智
と
、
成
所
作
智
（
所
作
を
成
り
立
た
せ
る
智
慧
）と
を

び
よ
う

ど

う

し
よ
う

ち

み
よ
う

か

ん

ざ
つ
ち

じ
よ
う

し

よ

さ

ち
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具
現
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
中
央
の
大
日
如
来
は
、そ
の
頭
上
に
、
五
色
の
雲
が
波
打
つ
宝
冠
を
頂
い

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

ほ

う

か

ん

い
た
だ

て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
五
智
如
来
の
化
身
を
表
象
す
る
「
五
智
宝
冠
」
で
す
。こ
れ
ら
が
、
胎
蔵
界
曼

に

よ

ら
い

け

し

ん

ほ

う

か

ん

た
い

ぞ

う

か
い

ま

ん

荼
羅
の
中
核
を
成
す
区
画
で
す
。
中
台
八
葉
院
は
、く
っ
き
り
と
方
形
の
線
で
囲
ま
れ
て
い
て
、そ
の

だ

ら

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

上
下
に
あ
る
の
が
、
遍
知
院
と
持
明
院
で
、
中
台
八
葉
院
の
南
側
（
向
か
っ
て
右
）は
金
剛
手
院
（
金

へ

ん

ち

い

ん

じ

み
ょ
う
い

ん

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

剛
部
院
と
も
）で
、
中
台
八
葉
院
の
北
側(

向
か
っ
て
左)

は
蓮
華
部
院
（
観
音
院
と
も
）で
す
。
中
台

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

れ

ん

げ

ぶ

い

ん

ち
ゆ
う

だ
い

八
葉
院
の
す
ぐ
上
と
下
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
五
体
ず
つ
菩
薩
が
並
ん
で
い
ま
す
。
上
の
五
体
が
遍
知
院

は

ち

よ

う

い

ん

へ

ん

ち

い

ん

を
構
成
し
、
下
の
五
体
が
持
明
院
を
構
成
し
ま
す
。

じ

み
ょ
う
い

ん

【
遍
知
院
】

へ

ん

ち

い

ん

中
台
八
葉
院
の
真
上
に
は
、
如
来
と
同
じ
魚
鱗
葺
き
の
蓮
華
座
の
上
に
黒
い
三
角
形
が
描
か

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

ぎ

ょ

り

ん

ぶ

れ
、
そ
の
背
後
に
真
っ
赤
な
輪
光
が
あ
り
ま
す
。「
遍
く
照
ら
す
智
慧
」の
表
象
で
「
一
切
遍
知
印
」

り

ん

こ

う

あ
ま
ね

ち

え

い

っ

さ

い

へ

ん

ち

い

ん

と
称
さ
れ
ま
す
。
一
切
遍
知
印
に
向
か
っ
て
右
側
（
南
）に
居
る
の
は
大
勇
猛
菩
薩
で
、そ
の
右
に
大

い

っ

さ
い

へ

ん

ち

だ
い

ゆ

う

も

う

ぼ

さ
つ

だ
い

安
楽
不
空
真
実
菩
薩
が
い
ま
す
。

あ

ん

ら
く

ふ

く

う

し

ん

じ
つ

ぼ

さ
つ

大
勇
猛
菩
薩
は
、
そ
の
左
手
に
三
個
の
黒
い
如
意
宝
珠
を
持
ち
、
右
手
で
利
剣
を
握
っ
て
い
ま

だ
い

ゆ

う

も

う

ぼ

さ
つ

に

よ

い

ほ

う

じ

ゆ

り

け

ん

す
。
利
剣
は
、
遍
知
が
鋭
く
働
く
様
子
を
、
宝
珠
は
願
い
を
叶
え
る
遍
知
の
働
き
を
表
し
ま
す
。こ
の

り

け

ん

へ

ん

ち

ほ

う

じ

ゆ

へ

ん

ち
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菩
薩
は
、そ
の
名
の
通
り
、
ど
こ
ま
で
も
「
勇
猛
に
」
修
行
の
道
を
突
き
進
む
菩
薩
で
す
。

ぼ

さ
つ

ゆ

う

も

う

し

ゆ

ぎ
よ
う

ぼ

さ
つ

そ
の
南
側
の
大
安
楽
不
空
真
実
菩
薩
は
、
左
右
合
わ
せ
て
十
二
の
手
を
持
ち
、
右
の
六
手
は
、

だ
い

あ

ん

ら

く

ふ

く

う

し

ん

じ
つ

ぼ

さ
つ

五
鈷
杵
や
、
先
端
が
三
つ
叉
の
長
い
宝
戟
（
槍
）や
、
先
端
が
宝
鈴
に
も
見
え
る
宝
棒
な
ど
を
持
っ
て

ご

こ

し

よ

ほ

う

げ

き

ほ

う

れ

い

ほ

う

ぼ
う

い
ま
す
。
左
の
六
手
は
、
蓮
の
花
を
載
せ
た
茎
や
、
高
く
あ
げ
た
宝
鐸
（
大
き
い
鈴
）や
、
後
ろ
に
利
剣

ほ

う

ち
や
く

ら
し
い
も
の
な
ど
が
見
え
ま
す
。こ
の
菩
薩
は
「
普
賢
延
命
菩
薩
」
と
も
称
さ
れ
て
、
賢
く
、
幸
せ
に
、

ぼ

さ
つ

ふ

げ

ん

え

ん

め
い

ぼ

さ
つ

長
生
き
す
る
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
菩
薩
で
す
。

ぼ

さ
つ

遍
知
に
向
か
っ
て
左
（
北
側
）に
居
る
の
は
、
仏
眼
仏
母
と
、そ
の
隣
り
が
准
胝
仏
母
で
す
。
仏
眼

へ

ん

ち

ぶ
つ

げ

ん

ぶ
つ

も

じ
ゆ
ん

て

い

ぶ
つ

も

ぶ
つ

げ

ん

仏
母
は
、
結
跏
趺
坐
の
姿
勢
で
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
母
の
姿
で
、
両
手
の
指
を
少
し
組
み
合

ぶ
つ

も

け
つ

か

ふ

ざ

わ
て
腹
部
に
置
い
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
、
法
界
定
印
の
印
相
で
す
。

ほ
つ
か
い
じ

よ

う
い
ん

い

ん

ぞ

う

准
胝
仏
母
は
、
多
数
の
手
を
持
っ
て
い
て
、
右
手
は
、
手
の
平
を
上
に
向
け
る
施
無
畏
印
と
、
人
差

じ

ゆ

ん

て

い

ぶ

つ

も

せ

む

い

い

ん

し
指
と
小
指
を
立
て
る
忿
怒
印
（
憤
り
を
表
す
）の
印
相
で
、
五
鈷
杵
や
利
剣
や
宝
戟
や
法
珠
な

ふ

ん

ぬ

い

ん

ぞ

う

ご

こ

し

よ

ほ

う

げ

き

ほ

う

じ

ゆ

ど
を
持
っ
て
い
ま
す
。
左
手
は
、
横
向
き
の
施
無
畏
印
と
、
親
指
と
人
差
し
指
と
小
指
を
あ
げ
る
期

せ

む

い

い

ん

き

克
印
で
、ほ
か
に
薬
壺
や
経
籍
（
教
文
）や
宝
珠
な
ど
も
見
え
ま
す
。こ
の
仏
は
、
た
く
さ
ん
の
仏
た

こ

く

や

つ

こ

き
よ
う

せ

き

き
よ
う

も

ん

ほ

う

じ

ゆ

ほ
と
け

ち
を
生
み
出
す
徳
を
具
え
る
仏
母
で
、
人
の
安
産
を
も

司
り
ま
す
。
中
台
八
葉
院
の
真
上
の

ぶ
つ

も

つ
か
さ
ど

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん
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一
切
遍
知
印
と
こ
れ
ら
四
体
と
が
遍
知
院
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

い

っ

さ

い

へ

ん

ち

い

ん

へ

ん

ち

い

ん

【
持
明
院
】

じ

み
よ
う
い

ん

中
台
八
葉
院
の
真
下
に
居
る
五
体
の
仏
が
「
持
明
院
」
を
構
成
し
ま
す
。
五
体
の
中
央
に
は
、
般

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

ほ
と
け

じ

み
よ
う
い

ん

は

ん

若
菩
薩
が
居
ま
す
。
覚
り
を
開
く
智
慧
の
菩
薩
で
、
一
面
六
臂
（
手
）で
、
そ
の
智
慧
を
印
相
で
表

に

や

ぼ

さ
つ

さ
と

ぼ

さ
つ

ぴ

い

ん

ぞ

う

し
て
い
ま
す
。
右
手
は
、
親
指
と
人
差
し
指
で
輪
を
つ
く
る
説
法
印
を
結
び
、
相
手
を
説
き
伏
せ
る

せ
つ

ぽ

う

い

ん

折
伏
を
表
し
て
い
ま
す
。ほ
か
の
手
は
、
忿
怒
ら
し
い
印
と
、
手
の
平
を
下
に
向
け
る
こ
と
で
、
修
行
の

し
や
く

ぶ

く

ふ

ん

ぬ

し

ゆ

ぎ
よ
う

妨
げ
を
取
り
除
く
蝕
地
印
で
す
。
左
手
は
、
腹
部
の
あ
た
り
に
横
向
き
の
施
無
畏
印
で
す
が
、そ
の

し

よ

く

ち

い

ん

せ

む

い

い

ん

ほ
か
の
手
は
薄
れ
て
よ
く
見
え
ま
せ
ん
。

般
若
菩
薩
に
向
か
っ
て
右
に
は
、
降
三
世
明
王
と
、
そ
の
向
か
っ
て
右
に
不
動
明
王
が
居
ま
す
。

は

ん

に

や

ぼ

さ
つ

ご

う

ざ

ん

ぜ

み

よ

う

お

う

ふ

ど

う
み
よ
う

お

う

髪
の
毛
を
逆
立
て
、
眼
光
鋭
く
目
を
開
き
、や
や
黒
ず
ん
だ
二
体
の
明
王
た
ち
は
、
忿
怒
の
形
相
を

み
よ
う
お

う

ふ

ん

ぬ

ぎ
よ
う
そ

う

し
て
い
ま
す
。こ
こ
の
降
三
世
明
王
は
三
面
八
臂
で
す
。
降
三
世
明
王
の
印
相
は
独
特
で
す
。
胸
の

ご

う

ざ

ん

ぜ

み

よ

う

お

う

ぴ

ご

う

ざ

ん

ぜ

み

よ

う

お

う

い

ん

ぞ

う

前
で
左
右
の
小
指
を
か
ら
ま
せ
、
人
さ
し
指
を
立
て
て
残
り
の
指
を
に
ぎ
り
ま
す
。こ
れ
を
、

降
三
世
印
と
言
い
ま
す
。こ
の
印
相
は
、「
三
毒
」（
貪
欲
と
怒
り
と
覚
り
の
真
理
へ
の
無
知
）
を
滅
ぼ

ご

う

ざ

ん

ぜ

い

ん

い

ん

ぞ

う

さ

と

す
印
相
で
す
〔
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
る
〕
。
左
の
手
に
は
、
長
い
三
つ
叉
の
宝
戟

い

ん

ぞ

う

ほ

う

げ

き
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と
宝
弓
・
宝
箭
と
、
輪
の
よ
う
な
宝
索
？
を
持
っ
て
い
ま
す
。
右
の
手
に
は
、
五
鈷
杵
の
鈴
と
宝
珠
を

ほ
う
き
ゆ
う

ほ

う

せ

ん

ほ

う

じ
や
く

ご

こ

し

よ

ほ

う

じ

ゆ

載
せ
た
宝
棒
と
利
剣
を
持
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
向
か
っ
て
右
（
南
）の
不
動
明
王
は
、
大
き
な
目
を

ほ

う

ぼ
う

ふ

ど

う
み
よ
う

お

う

開
い
て
睨
み
、
左
手
に
羂
索
、
右
手
に
利
剣
を
持
っ
て
い
ま
す
。

に

ら

け

ん
じ
や
く

般
若
菩
薩
に
向
か
っ
て
左
（
北
側
）に
は
、
大
威
徳
明
王
と
勝
三
世
明
王
が
居
ま
す
。
大
威
徳
明

は

ん

に

や

ぼ

さ
つ

だ
い

い

と

く
み
よ
う
お

う

し

よ

う

ざ

ん

ぜ
み
よ
う
お

う

だ
い

い

と

く
み
よ
う

王
は
三
面
六
臂
（
六
手
）で
、
左
右
の
人
差
し
指
を
胸
の
と
こ
ろ
で
合
わ
せ
る
檀
陀
印
で
す
。
左
の
手

お

う

ぴ

だ

ん

だ

い

ん

で
は
、
三
つ
股
の
刃
先
の
長
い
宝
戟
と
法
輪
を
持
ち
、
右
の
手
で
は
、
利
剣
と
五
鈷
杵
の
宝
棒
を
持
っ

ほ

う

げ

き

ほ

う

り

ん

ご

こ

し

よ

ほ

う

ぼ

う

て
い
ま
す
。
そ
の
北
隣
の
勝
三
世
明
王
は
、
一
面
二
手
で
す
。
右
手
に
大
き
な
三
つ
叉
の
長
い
宝
戟

し

よ

う

ざ

ん

ぜ

ほ

う

げ

き

を
握
り
、
左
手
で
忿
怒
の
印
相
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

ふ

ん

ぬ

い

ん

ぞ

う

中
央
の
般
若
菩
薩
は
、
智
慧
で
身
を
守
る
こ
と
を
教
え
ま
す
が
、
明
王
た
ち
は
、
力
で
ね
じ
伏
せ

は

ん

に

や

ぼ

さ
つ

み
よ
う

お

う

る
よ
う
に
教
え
で
祈
伏
し
た
り
、
温
厚
な
仕
方
で
摂
受
さ
せ
る
働
き
を
し
ま
す
。
般
若
菩
薩
に
属
す

し
や
く
ぶ
く

し
よ
う
じ
ゆ

は

ん

に

や

ぼ

さ
つ

る
こ
れ
ら
左
右
の
四
体
の
明
王
た
ち
の
背
光
は
燃
え
上
が
る
火
炎
光
で
す
。

み
よ
う
お

う
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二
章

南
北
の
金
剛
手
院
と
蓮
華
部
院

こ

ん

ご

う

し

ゅ

い

ん

れ

ん

げ

ぶ

い

ん

【
金
剛
手
院
】

中
台
八
葉
院
が
胎
蔵
曼
荼
羅
図
の
中
心
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
上
下
の
遍
知
院
と
持
明
院

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら

へ

ん

ち

い

ん

じ

み
よ
う
い

ん

は
、
中
台
八
葉
院
の
左
右
に
広
が
る
金
剛
部
院
（
金
剛
手
院
）と
蓮
華
部
院
（
観
音
院
）と
つ
な
が

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

れ

ん

げ

ぶ

い

ん

か

ん

の

ん

っ
て
、
大
日
如
来
が
発
す
る
霊
威
が
さ
ら
に
拡
大
す
る
有
り
様
を
伝
え
て
い
ま
す
。

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

中
台
八
葉
院
の
区
画
の
左
右
に
は
、
向
か
っ
て
左
側
（
北
）に
、
三
体
ず
つ
並
ぶ
七
段
に
な
っ
て
、

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

二
十
一
体
の
観
音
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
蓮
華
部
院
、
ま
た
は
観
音
院
）
。
向
か
っ
て
右
側

か

ん

の

ん

ぼ

さ
つ

れ

ん

げ

ぶ

い

ん

か

ん

の

ん

（
南
）に
は
、
同
じ
構
成
で
、
金
剛
薩
埵
な
ど
二
十
一
体
の
金
剛
系
の
仏
が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
金
剛

こ

ん

ご

う

さ

つ

た

ほ
と
け

手
院
、
ま
た
は
金
剛
部
院
）
。
金
剛
手
院
は
、
間
に
小
さ
く
描
か
れ
た
十
二
尊
を
含
め
る
と
三
十
二

い

ん

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

尊
に
な
り
ま
す
。
以
下
の
諸
仏
の
名
称
な
ど
は
、
東
寺
の
曼
荼
羅
図
（

M
A
N
D
A
L
A

）の
裏
面
に

記
さ
れ
て
い
る
名
称
に
よ
り
ま
す
。

内
側
か
ら
第
一
列
目

以
下
の
二
一
体
の
主
な
諸
尊
は
、
東
寺
発
行
の
曼
荼
羅
図
に
よ
り
、
解
説
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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の｢

胎
蔵
曼
荼
羅
金
剛
部
院
」
を
参
照
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
東
寺
の
「
曼
荼
羅
図
」
で
は
、
独
鈷
杵
、

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

と
っ

こ

し

ょ

三
鈷
杵
、
五
鈷
杵
な
ど
法
具
や
、
諸
仏
の
印
相
の
判
別
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
承
知

さ

ん

こ

し

よ

ご

こ

し

よ

い

ん

ぞ

う

く
だ
さ
い
。

一
発
生
金
剛
部
菩
薩
。い
わ
ゆ
る
「
ボ
ー
デ
ィ
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
」の
名
称
で
知
ら
れ
、
金
剛
部
に
属
す
る

ほ

つ

し
よ
う
こ

ん

ご
う

ぶ

ぼ

さ
つ

諸
仏
を
生
み
出
す
母
性
の
菩
薩
で
す
。
両
手
を
開
い
て
合
わ
せ
、
そ
の
上
に
、
細
い
八
角
形
の
棒
で
、

ぼ

さ
つ

ぼ

う

独
鈷
杵
に
似
た
金
剛
橛
と
い
う
短
い
宝
棒
を
立
て
て
い
ま
す
。

と
っ

こ

し

ょ

こ

ん

ご

う

け
つ

二
金
剛
鉤
女
菩
薩
。
三
つ
叉
の
槍
の
よ
う
な
金
剛
鉤
を
左
手
に
持
ち
、
右
手
は
開
い
て
や
や
下
に

こ

ん

ご
う

こ

う

に

よ

ぼ

さ
つ

か

ぎ

向
け
る
与
願
印
（
衆
生
の
願
い
を
受
け
止
め
る
）で
す
。こ
の
女
性
の
菩
薩
は
、そ
の
鉤
で
衆
生
を
引

よ

が

ん

い

ん

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

か

ぎ

し

ゆ

じ
よ
う

き
寄
せ
、
印
相
を
も
っ
て
、
衆
生
を
金
剛
部
が
示
す
智
慧
へ
導
く
働
き
を
し
ま
す
。

い

ん

ぞ

う

し

ゆ
じ
よ
う

三
金
剛
手
持
金
剛
菩
薩
。
原
名
は『
大
日
経
』に
あ
る
名
前
の
「
マ
ー
マ
キ
ー
」
か
ら
来
て
い
る
と
思

こ

ん

ご
う

し

ゆ

じ

こ

ん

ご
う

ぼ

さ
つ

だ
い

に

ち

わ
れ
ま
す
。「
マ
ー
マ
キ
ー
」
は
「
多
く
の
（
衆
生
の
）
母
」
と
い
う
意
味
で
す
。
左
手
に
金
剛
杵
を
持

し

ゆ

じ
よ
う

こ

ん

ご
う

し

よ

ち
、
右
手
は
開
い
て
や
や
下
に
向
け
る
与
願
印
で
す
。

よ

が

ん

い

ん

四
金
剛
薩
埵
菩
薩
は
、
大
日
如
来
か
ら
密
教
を
授
け
ら
れ
た
菩
薩
で
す
か
ら
、
密
教
の
中
心
的
な

こ

ん

ご

う

さ

つ

た

ぼ

さ
つ

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

ぼ

さ
つ

菩
薩
で
す
。
金
剛
部
院
が｢

薩
埵
院
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
、こ
の
院
全
体
の
中
心
で
す
。
右
手
に
智
慧

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

さ

つ

た
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の
象
徴
で
あ
る
三
鈷
杵
を
持
ち
、
左
手
は
、
親
指
と
小
指
を
立
て
て
、
他
の
指
を
や
や
曲
げ
て
あ
げ

さ

ん

こ

し

よ

る
施
無
畏
与
願
印
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。こ
の
印
相
は
、
衆
生
の
願
い
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
安
心

せ

む

い

よ

が

ん

い

ん

い

ん

ぞ

う

し

ゆ

じ
よ
う

を
与
え
る
印
相
で
す
。

い

ん

ぞ

う

五
持
金
剛
鋒
菩
薩
は
、
金
剛
薩
埵
の
真
下
に
居
ま
す
。
持
金
剛
鋒
菩
薩
は
、
鋭
く
長
い「
金
剛
鋒
」

じ

こ

ん

ご
う

ほ

う

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご

う

さ

つ

た

じ

こ

ん

ご
う

ほ

う

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

ほ

う

を
右
手
に
握
っ
て
い
て
、こ
の
鋭
い
槍
（
や
り
）
は
、
仏
の
大
い
な
る
智
慧
の
表
象
で
、
衆
生
の
煩
悩
を

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

ん

の

う

貫
き
破
る
働
き
を
し
ま
す
。

六
金
剛
拳
菩
薩
は
、
両
手
を
少
し
前
に
出
し
て
、
堅
固
な
金
剛
拳
を
握
り
、こ
の
印
相
で
、
衆
生
の

こ

ん

ご
う

け

ん

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

け

ん

い

ん

ぞ

う

し

ゆ

じ
よ
う

「
貪
瞋
痴
」の
「
三
毒
」（
貪
欲
と
憎
悪
の
怒
り
と
真
理
へ
の
無
知
）
を
破
る
菩
薩
で
す
。

と

ん

じ

ん

ち

ぼ

さ
つ

七
忿
怒
月
黶
菩
薩
。
如
来
の
慈
悲
を
伝
え
る
金
剛
部
院
の
仏
た
ち
の
中
で
、
一
体
だ
け
片
隅
で
、

ふ

ん

ぬ

が

つ

て

ん

ぼ

さ

つ

に

よ

ら
い

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

一
面
四
臂
（
手
が
四
本
）で
、
青
黒
い
姿
の
忿
怒
の
形
相
を
見
せ
て
い
ま
す
。
実
は
、こ
の
姿
も
ま
た
、

ぴ

ふ

ん

ぬ

ぎ
よ
う
そ

う

「
慈
悲
の
表
れ
」
だ
と
あ
り
ま
す
。そ
の
証
拠
に
、
白
浄
菩
提
心
（
月
）の
黶
を
額
に
持
つ
菩
薩
で
、こ

は

く

じ
よ
う

ぼ

だ
い

し

ん

ほ
く
ろ

ぼ

さ
つ

れ
は
煩
悩
を
断
つ
菩
薩
で
す
。
右
手
に
槍
の
よ
う
な
三
つ
叉
の
金
剛
鉤
を
持
ち
、
持
明
院
の
右
か
ら

ぼ
ん

の

う

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

か

ぎ

じ

み
よ
う
い

ん

二
番
目
の
降
三
世
明
王
の
憤
怒
姿
と
同
型
の
菩
薩
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
持
明
院
の
降
三
世
明
王

ご

う

ざ

ん

ぜ

み

よ

う

お

う

ふ

ん

ぬ

ぼ

さ
つ

じ

み
よ
う
い

ん

ご

う

ざ

ん

ぜ

み
よ
う

お

う

も
、
同
じ
三
つ
叉
鉤
の
宝
戟
を
持
っ
て
い
ま
す
。

か

ぎ

ほ

う

げ

き
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内
側
か
ら
第
二
列
目

以
下
の
諸
仏
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
例
え
ば
さ
く
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

b
u
k
k
o
u
.c
o
m

な
ど
を
も

参
照
し
て
い
ま
す
。

一
虚
空
無
垢
持
金
剛
菩
薩
。
左
手
に
独
鈷
杵
を
持
ち
、
右
手
は
手
の
ひ
ら
を
開
い
て
上
に
向
け
る

こ

く

う

む

く

じ

こ

ん

ご
う

ぼ

さ
つ

と
っ

こ

し

ょ

施
無
異
印
の
印
相
で
す
。そ
の
女
性
的
な
顔
と
姿
は
、
衆
生
が
本
来
持
っ
て
い
る
菩
提
心
の
徳
を
表

せ

む

い

い

ん

い

ん

ぞ

う

し

ゆ
じ
よ
う

ぼ

だ
い

し

ん

し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、こ
れ
は
、
虚
空
（
大
空
）
が
何
の
障
り
も
な
い
よ
う
に
、
一
切
の
執
着
や
戯
れ

こ

く

う

さ

わ

た
わ
む

の
論
を
離
れ
、
無
垢
に
し
て
無
染
、
妄
り
が
ま
し
く
分
別
し
な
い
心
を
表
す
仏
で
す
。

む

く

み

だ

ふ

ん

べ
つ

ほ
と
け

二
金
剛
牢
持
菩
薩
は
、
独
特
の
上
目
で
、
左
手
に
、
上
の
菩
薩
と
同
じ
に
独
鈷
杵
を
持
っ
て
い
ま
す

こ

ん

ご
う

ろ

う

じ

ぼ

さ
つ

と
っ

こ

し

ょ

が
、
右
手
は
蝕
地
印
で
す
。

し

よ

く

ち
い

ん

三
忿
怒
持
金
剛
菩
薩
。
左
手
に
金
剛
杵
を
持
つ
菩
薩
で
す
。
右
手
と
そ
の
姿
勢
は
虚
空
無
垢
持

ふ

ん

ぬ

じ

こ

ん

ご
う

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

し

よ

ぼ

さ
つ

こ

く

う

む

く

じ

金
剛
菩
薩
と
同
じ
で
す
。
眼
光
は
鋭
く
、や
や
横
を
向
い
て
い
ま
す
。

こ

ん

ご
う

ぼ

さ
つ

四
虚
空
無
辺
超
越
菩
薩
。
左
手
に
金
剛
杵
を
持
ち
、
右
手
の
印
相
と
姿
勢
は
、
上
の
忿
怒
持
金
剛

こ

く

う

む

へ

ん

ち
よ
う

お
つ

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

し

よ

い

ん

ぞ

う

ふ

ん

ぬ

じ

こ

ん

ご
う

菩
薩
と
同
じ
で
す
が
、
上
と
は
異
な
り
、
優
し
い
母
性
の
顔
で
す
。

ぼ

さ
つ

五
金
剛
鎖
菩
薩
は
、
右
手
を
胸
の
辺
り
に
あ
げ
、
鎖
を
持
っ
て
い
て
、
衆
生
が
悪
い
道
へ
逸
れ
な
い
よ

こ

ん

ご
う

さ

ぼ

さ
つ

し

ゆ

じ
よ
う

そ
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う
鎖
で
つ
な
ぎ
止
め
る
菩
薩
で
す
。
右
手
は
拳
を
上
に
向
け
た
金
剛
拳
で
す
。

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

け

ん

六
金
剛
持
菩
薩
。
左
手
に
独
鈷
杵
を
持
っ
て
い
ま
す
。
左
手
は
何
か
の
宝
棒
（
？
）
を
つ
ま
む
よ
う
に

こ

ん

ご
う

じ

ぼ

さ
つ

と
っ

こ

し

ょ

ほ

う

ぼ

う

持
っ
て
い
ま
す
。

七
持
金
剛
利
菩
薩
。
左
手
に
五
鈷
杵
を
持
ち
、
右
手
は
、
親
指
と
人
差
し
指
で
輪
を
作
り
小
指
を

じ

こ

ん

ご
う

り

ぼ

さ
つ

ご

こ

し

よ

立
て
る
独
特
の
印
相
（
説
法
印
？
）で
、
正
面
を
向
い
て
い
ま
す
。

い

ん

ぞ

う

せ
つ

ぽ

う

い

ん

内
側
か
ら
第
三
列
目

一
金
剛
輪
持
菩
薩
。
金
剛
薩
埵
と
同
じ
ほ
ど
尊
い
仏
で
す
が
、こ
こ
で
は
、
右
手
の
指
先
に
、
名
前
が

こ

ん

ご
う

り

ん

じ

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご

う

さ

つ

た

ほ
と
け

表
す
円
形
の
法
輪
の
代
わ
り
に
宝
鐸
（
大
き
い
鈴
）
を
載
せ
て
い
ま
す
。

ほ

う

り

ん

ほ

う
ち
や
く

二
金
剛
説
菩
薩
。｢

説｣

は
「
名
声
」
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
人
々
に
名
声
を
も
っ
て
、
如
来
の
智
慧

こ

ん

ご
う

せ
つ

ぼ

さ
つ

に

よ

ら
い

を
説
い
て
衆
生
を
導
く
菩
薩
で
す
。
左
手
は
膝
の
上
で
金
剛
拳
を
結
び
、
右
手
は
人
差
し
指
と
中

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

け

ん

指
を
立
て
て
、
説
法
を
行
う
印
相
で
す
。

い

ん

ぞ

う

三
懌
悦
持
金
剛
菩
薩
。「
悦
」
は
性
行
為
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
男
女
の
性
行
為
を
清
ら
か
に
す

ち
ゃ
く

え

つ

じ

こ

ん

ご

う

ぼ

さ

つ

る
菩
薩
で
す
。
左
手
は
膝
の
上
で
、
親
指
を
中
に
し
て
握
る
蓮
華
拳
で
、
右
手
は
開
い
て
胸
に
あ
て
、

ぼ

さ
つ

れ

ん

げ

け

ん

そ
の
上
に（
煩
悩
を
真
っ
直
ぐ
に
さ
せ
る
）
独
鈷
杵
を
立
て
て
い
ま
す
。

ぼ

ん

の

う

と
っ

こ

し

ょ
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四
金
剛
牙
菩
薩
。
名
前
は
「
堅
固
な
牙
を
も
つ
者
」の
意
味
で
す
。
堅
固
な
牙
で
魔
力
を
挫
く
こ
と

こ

ん

ご
う

げ

ぼ

さ
つ

で
、
衆
生
を
も
救
う
菩
薩
で
す
か
ら
、ほ
ん
ら
い
勇
猛
な
菩
薩
で
す
が
、こ
こ
で
は
、
正
面
を
見
据
え

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

ゆ

う

も

う

ぼ

さ
つ

る
ふ
っ
く
ら
し
た
顔
で
、
左
手
の
上
に
は
、
長
い
宝
棒
の
上
に
五
鈷
杵
が
見
え
ま
す
。
右
手
は
、
胸
の

ご

こ

し

よ

あ
た
り
で
、
親
指
を
立
て
他
の
指
を
広
げ
る
蓮
華
拳
（
？
）と
も
思
え
る
印
相
を
見
せ
て
い
ま
す
。こ

れ

ん

げ

け

ん

い

ん

ぞ

う

の
像
は
、
通
常
の
金
剛
牙
菩
薩
と
は
印
相
も
持
ち
物
も
か
な
り
異
な
る
よ
う
で
す
。

こ

ん

ご
う

げ

ぼ

さ
つ

い

ん

ぞ

う

五
離
戯
論
菩
薩
。
顔
を
や
や
右
に（
向
か
っ
て
左
に
）
傾
け
、
優
し
い
両
眼
は
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
向
い
て

り

け

ろ

ん

ぼ

さ
つ

い
ま
す
。
独
鈷
杵
を
立
て
、
左
手
で
そ
の
上
部
を
握
り
、
右
手
の
人
差
し
指
を
立
て
る
印
で
、
妄
想
や

と
っ

こ

し

ょ

戯
れ
言
の
議
論
を
離
れ
て
、
智
慧
の
真
理
を
覚
ら
せ
る
菩
薩
で
す
。

ざ

ご
と

さ
と

ぼ

さ
つ

六
持
妙
金
剛
菩
薩
。こ
の
名
称
は
「
最
上
の
金
剛
杵
を
も
つ
者
」
を
意
味
し
ま
す
。
仏
の
智
慧
の
微

じ

み
よ
う
こ

ん

ご
う

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご
う

し

よ

ほ
と
け

細
な
所
ま
で
通
じ
る
功
徳
を
働
か
せ
る
菩
薩
で
す
。
右
手
で
、
独
鈷
杵
を
両
側
に
も
つ
金
剛
杵
を

く

ど
く

ぼ

さ
つ

と
っ

こ

し

ょ

立
て
、
左
手
は
金
剛
杵
を
握
っ
て
い
ま
す
。

こ

ん

ご
う

し

よ

七
大
輪
金
剛
菩
薩
。
優
し
い
笑
顔
の
菩
薩
で
す
。
名
称
は
「
大
輪
宝
を
も
つ
者
」
を
意
味
し
ま
す
。

た
い

り

ん

こ

ん

ご
う

ぼ

さ
つ

ぼ

さ
つ

た
い

り

ん

ほ

う

大
輪
宝
は
、
仏
の
智
慧
を
転
輪
さ
せ
る
こ
と
で
、
も
ろ
も
ろ
の
魔
力
を
砕
く
働
き
を
し
ま
す
。
金
剛

た
い

り

ん

ほ

う

ほ
と
け

こ

ん

ご
う

輪
持
菩
薩
や
大
輪
明
王
な
ど
と
同
体
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
左
手
で
金
剛
杵
を
握
り
、
右
手
は

り

ん

じ

ぼ

さ
つ

た
い

り

ん
み
よ
う

お

う

こ

ん

ご
う

し

よ
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肘
を
上
に
折
っ
て
小
指
を
立
て
る
印
相
の
よ
う
で
す
。

【
蓮
華
部
院
】

れ

ん

げ

ぶ

い

ん

蓮
華
部
院
（
観
音
院
）
は
、
金
剛
手
院
（
金
剛
部
院
）と
同
様
の
二
十
一
尊
と
、
小
さ
い
十
三
尊

れ

ん

げ

ぶ

い

ん

か

ん

の

ん

い

ん

こ

ん

ご
う

し

ゆ

い

ん

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

を
含
め
る
と
三
十
四
尊
で
す
。
以
下
の
記
事
も
、『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』や
『
岩
波
仏
教
辞
典
』や
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
情
報
な
ど
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
で
、｢

観
音｣

と
は
、ほ
ん
ら
い
、
語
ら

か

ん

の

ん

れ
た
「
言
葉
（
音
）
を
観
る
」こ
と
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
を
「
見
え
る
姿
で
」
表
す
こ
と
を
指
し
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

内
側
か
ら
第
一
列
目

一
蓮
華
部
発
生
菩
薩
。
蓮
華
部
（
観
音
院
）の
諸
尊
を
出
生
さ
せ
る
菩
薩
で
す
。
左
手
は
親
指
を

れ

ん

げ

ぶ

は

つ

し
よ
う

ぼ

さ
つ

か

ん

の

ん

い

ん

ぼ

さ
つ

中
に
入
れ
て
握
る
蓮
華
拳
を
伏
せ
て
膝
の
上
に
置
き
、
右
手
は
、
親
指
と
人
差
し
指
と
小
指
を
立

て
る
期
克
印
（
説
法
す
る
）の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

き

こ

く

二
大
勢
至
菩
薩
は
、
別
名
「
観
自
在
菩
薩
」
で
す
。「
聖
観
音
菩
薩
」
が
抱
く
大
い
な
る
勢
い
の
大

だ
い

せ
い

し

ぼ

さ
つ

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

し
よ
う

か

ん

の

ん

ぼ

さ
つ

慈
悲
に
よ
っ
て
衆
生
に
菩
提
心
を
植
え
付
け
ま
す
。
左
手
に
大
き
な
蓮
の
花
の
茎
を
持
ち
、
右
手

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

だ
い

し

ん

は
、
親
指
だ
け
を
あ
げ
る
？
独
特
の
印
相
に
見
え
ま
す
。

い

ん

ぞ

う
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三
毘
哩
倶
胝
菩
薩
。
梵
語
の
名
前
は
「
眉
の
間
に
シ
ワ
が
あ
る
菩
薩
」の
意
味
で
す
。シ
ワ
は
大
き
な

び

り

く

ち

ぼ

さ

つ

ぼ

さ
つ

慈
悲
の
表
れ
を
指
し
ま
す
が
、こ
の
仏
の
額
に
は
、
覚
り
の
光
を
発
す
る
白
毫
（
ほ
く
ろ
）
が
あ
る
だ

ほ
と
け

さ

と

び
や
く

ご
う

け
で
、
顔
は
次
の
観
音
菩
薩
と
そ
っ
く
り
で
す
。
四
臂
で
す
か
ら
、
手
が
四
本
あ
り
、
右
手
で
は
、
数
珠

か

ん

の

ん

ぼ

さ
つ

し

ひ

を
輪
に
し
て（
宝
珠
輪
？
）
持
ち
、
左
手
は
、
茎
の
長
い
蓮
華
の
花
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ほ

う

じ

ゆ

り

ん

れ

ん

げ

四
聖
観
自
在
菩
薩
。
別
称
は
「
観
世
音
菩
薩
」
で
す
が
、
一
般
に
「
観
音
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
ょ
う

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

か

ん

ぜ

お

ん

ぼ

さ
つ

か

ん

の

ん

す
。
観
音
院
の
主
尊
で
、
衆
生
を
救
済
す
る
慈
悲
を
表
す
菩
薩
で
す
。
膨
よ
か
な
顔
の
優
し
い
瞳
の

か

ん

の

ん

し

ゆ
じ
よ
う

ぼ

さ
つ

ふ

く

ひ
と
み

こ
の
観
音
は
、そ
の
左
手
に
大
き
い
蓮
華
の
つ
ぼ
み
を
持
ち
、
右
手
で
、そ
の
つ
ぼ
み
に
触
れ
て
い
ま
す
。

か

ん

の

ん

こ
の
つ
ぼ
み
は
、
ま
だ
開
い
て
い
な
い
衆
生
の
本
性
に
宿
る
清
浄
な
真
理
を
表
し
て
い
て
、
聖
観
音
は
、

し

ゆ
じ
よ
う

し
よ
う
か

ん

の

ん

衆
生
の
心
に
蓮
を
開
か
せ
る
仕
草
を
し
て
い
ま
す
。

し

ゆ
じ
よ
う

五
多
羅
菩
薩
。
梵
語
の｢

タ
ー
ラ
ー｣
は｢
瞳
孔
」
を
指
し
ま
す
。こ
の
菩
薩
は
、
聖
観
自
在
菩
薩
の

た

ら

ぼ

さ
つ

ど

う

こ

う

ぼ

さ
つ

し
ょ
う

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

眼
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
、
大
悲
の
眼
で
衆
生
を
救
う
母
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
寺
の
曼
荼

ま
な
こ

ま
な
こ

し

ゆ

じ
よ
う

羅
で
は
、や
や
黒
ず
ん
で
い
ま
す
。

六
大
明
白
身
菩
薩
。
梵
語
の
名
前
の
意
味
は
「
ガ
ウ
リ
ー
の
よ
う
に
白
く
輝
く
大
い
な
る
智
慧
（
を

だ
い
み
よ
う
び
や
く

し

ん

ぼ

さ
つ

も
つ
者
）
」
で
す
。ガ
ウ
リ
ー
は
、ヒ
ン
ズ
ー
教
の
い
わ
ゆ
る
シ
ヴ
ァ
神
の
妻
の
名
前
で
す
。こ
の
菩
薩
は

ぼ

さ
つ
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美
し
い
女
性
の
顔
で
、
右
手
は
、
開
い
て
下
げ
る
蝕
地
印
（
与
願
印
）で
、
左
手
は
、
花
弁
の
上
に
小
さ

し

よ

く

ち
い

ん

よ

が

ん

い

ん

な
仏
を
載
せ
た
宝
棒
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ほ
と
け

七
馬
頭
観
音
菩
薩
。
梵
語
の
名
前
の
意
味
は
「
馬
の
た
て
が
み
（
を
も
つ
者
）
」「
馬
の
首
（
を
も
つ

ば

と

う

か

ん

の

ん

ぼ

さ
つ

者
）
」
で
、
も
と
は
、ヒ
ン
ズ
ー
教
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
で
し
た
。
上
の
仏
た
ち
と
は
異
な
り
、
三
面
の
顔
は

憤
怒
の
相
で
「
馬
頭
明
王
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
開
い
た
左
右
の
手
の
裏
を
合
わ
せ
て
合
掌
し
て
い

ふ

ん

ば

と

う

み
よ
う

お

う

が
つ

し
よ
う

る
よ
う
で
す
が
、こ
れ
は｢

降
伏｣

を
表
す
の
で
し
ょ
う
。「
ご
う
ぶ
く
」
と
は
、
自
分
の
煩
悩
や
悪
心
を

ご
う

ぶ

く

ぼ

ん

の

う

打
ち
負
か
す
こ
と
、
あ
る
い
は
修
行
を
妨
げ
る
悪
鬼
や
邪
神
を
降
参
さ
せ
る
こ
と
で
す
。（
馬
に
乗
っ

し

ゆ

ぎ
よ
う

て
）
駆
け
ま
わ
り
、
様
々
な
悪
霊
を
降
伏
さ
せ
て
、
衆
生
を
迷
妄
か
ら
救
い
出
す
菩
薩
で
す
。

こ

う

ふ

く

し

ゆ
じ
よ
う

め
い

も

う

ぼ

さ
つ

内
側
か
ら
第
二
列
目

一
大
随
求
菩
薩
。
梵
語
名
は
「
大
い
な
る
従
僕
」「
大
い
な
る
随
求
（
の
者
）
」
で
す
。「
随
求
」
は
、
相

だ
い

ず
い

ぐ

ぼ

さ
つ

ず

い

ぐ

ず

い

ぐ

手
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
衆
生
の
様
々
な
求
め
に
自
在
に
応
じ
る
菩
薩
で
す
。こ
の
菩

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

ぼ

薩
は
、ほ
ん
ら
い
四
面
八
臂
だ
と
あ
り
ま
す
が
、
東
寺
の
曼
荼
羅
図
で
は
一
面
八
臂
で
す
。
正
面
を

さ
つ

ぴ

ぴ

向
い
た
慈
悲
の
相
で
、
頭
に
は
宝
冠
、
右
手
に
五
鈷
杵
と
利
剣
と
鉞
斧
（
幅
の
広
い
斧
）
と
三
股
の

ほ

う

か

ん

ご

こ

し

よ

え

つ

ぷ

宝
戟
を
持
ち
、
左
手
に
は
赤
い
円
形
の
法
輪
を
載
せ
た
宝
幢
（
矛
の
こ
と
）の
長
い
柄
を
手
で
支
え
、

ほ

う

げ

き

ほ

う

ど

う

ほ

こ
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一
つ
の
手
で
お
経
の
本
で
あ
る
梵
篋
を
持
ち
、
も
う
一
つ
の
手
で
赤
い
炎
に
縁
取
ら
れ
た
花
（
蓮
華

ぼ
ん
き
よ
う

を
指
す
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。

二
堵
波
大
吉
祥
菩
薩
は
、
左
手
で
蓮
の
花
の
茎
を
も
ち
、
右
手
で
は
花
弁
で
囲
ま
れ
た
円
形
の
も

そ

と

ば

だ
い

き
ち
じ
よ
う

ぼ

さ
つ

の
を
持
っ
て
い
ま
す
。「
堵
波
」
と
は
、ほ
ん
ら
い
ド
ー
ム
型
の
塔
の
こ
と
で
す
が
、
僧
の
用
具
を
入
れ
る

そ

と

ば

丸
い
容
器
を
も
指
し
ま
す
。「
吉
祥
」
は｢

め
で
た
い
前
兆｣

を
意
味
し
ま
す
。し
た
が
っ
て
、「
塔
」（
法

き

ち
じ
よ
う

ほ

つ

界
塔
婆
＝
大
日
如
来
の
象
徴
）に
具
わ
る
大
い
な
る
吉
祥
を
も
た
ら
す
菩
薩
の
こ
と
で
す
。
大
日

か
い

と

う

ば

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

き

ち

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

如
来
の
法
界
に
住
ん
で
、
蓮
華
（
世
の
汚
れ
に
染
ま
ら
な
い
清
浄
無
垢
）に
包
ま
れ
、
衆
生
に
利
益

に

よ

ら
い

ほ

つ

か

い

せ
い

じ
ょ
う

む

く

し

ゆ

じ
よ
う

を
も
た
ら
す
め
で
た
い
大
吉
祥
菩
薩
で
す
。

だ
い

き
ち
じ
よ
う

ぼ

さ
つ

三
耶
輸
陀
羅
菩
薩
。
梵
語
の
原
名
「
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
」
は
、
王
子
で
あ
っ
た
釈
尊
が
出
家
す
る
前
の

や

し

ゆ

だ

ら

ぼ

さ
つ

妃
の
名
前
で
す
か
ら
、こ
の
妃
を
仏
と
し
、
衆
生
の
菩
提
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
功
徳
を
生
じ
さ
せ
る
菩

き
さ
き

き
さ
き

ほ
と
け

し

ゆ
じ
よ
う

ぼ

だ
い

し

ん

く

ど
く

ぼ

薩
で
す
。ふ
っ
く
ら
と
し
た
女
性
の
顔
で
、
右
手
は
、
開
い
て
や
や
下
に
向
け
る
与
願
印
で
、
左
手
は

さ
つ

よ

が

ん

い

ん

上
に
向
け
る
与
願
印
で
す
。

よ

が

ん

い

ん

四
如
意
輪
菩
薩
。「
如
意
輪
観
音
」の
名
称
で
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。「
法
輪
」
を
意
の
ま
ま
に

に

よ

い

り

ん

ぼ

さ
つ

に

よ

い

り

ん

か

ん

の

ん

ほ

う

り

ん

め
ぐ
ら
せ
て
衆
生
に
説
法
し
、
左
右
六
本
の
手
で
、
六
道
の
苦
（
衆
生
の
苦
し
み
）
を
除
い
て
く
れ
る

し

ゆ

じ
よ
う

し

ゆ

じ
よ
う
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菩
薩
で
す
。
胸
の
中
央
に
、
右
手
で
、
意
の
ま
ま
に
物
事
を
生
じ
さ
せ
る
黒
い
如
意
宝
珠
を
輝
か
せ

ぼ

さ
つ

に

よ

い

ほ

う

じ

ゆ

て
い
ま
す
。
左
手
に
掲
げ
る
の
は
花
び
ら
を
つ
け
た
法
輪
で
、そ
の
功
徳
で
一
切
衆
生
の
願
い
を
叶
え

ほ

う

り

ん

く

ど
く

し

ゆ
じ
よ
う

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
右
手
の
指
を
頬
に
あ
て
る
の
は
思
惟
印
で
、
何
事
も
想
い
の
ま
ま

し

ゆ
い

い

ん

に
行
う
こ
と
を
表
す
の
で
し
ょ
う
。

五
大
吉
祥
大
明
菩
薩
。
梵
語
名
は
、「
大
い
な
る
吉
祥
の
大
い
な
る
明
智
（
を
も
つ
者
）
」
で
す
。
右

だ
い

き

ち

じ
よ
う

だ
い
み
よ
う

ぼ

さ
つ

ぼ

ん

ご

き

ち

じ
よ
う

手
は
、
指
を
や
や
曲
げ
て
立
て
る
与
願
印
で
、
左
手
は
拳
を
下
に
向
け
て
膝
に
置
く
蓮
華
拳
で
す
。

よ

が

ん

い

ん

こ
ぶ
し

れ

ん

げ

け

ん

六
大
吉
祥
明
菩
薩
。
上
の
菩
薩
名
か
ら｢

大｣

が
抜
け
て
い
る
同
名
の
菩
薩
で
す
。
左
手
の
蓮
華
拳

だ
い

き

ち
じ
よ
う
み
よ
う

ぼ

さ
つ

ぼ

さ
つ

ぼ

さ
つ

れ

ん

げ

け

ん

を
上
に
あ
げ
て
い
ま
す
。「
衆
生
の
迷
妄
を
断
つ
」
菩
薩
と
し
て
、
上
の
菩
薩
と
と
も
に
、「
七
白

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

ぼ

さ
つ

し

ち

び
や
く

吉
祥
」の
一
人
に
数
え
ら
れ
ま
す
。

き
つ
し
よ
う

七
寂
留
明
菩
薩
。
静
寂
の
境
地
に
住
み
、
智
慧
で
衆
生
の
迷
妄
を
断
つ
菩
薩
で
す
。
白
い
紐
状
の

じ
や
く

る

み
よ
う

ぼ

さ
つ

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

天
衣
を
首
の
後
ろ
か
ら
両
肩
に
か
け
て

翻

し
、
瞳
を
開
い
た
優
し
い
女
性
の
そ
の
顔
は
や
や
左
を

ひ
る
が
え

ひ
と
み

向
い
て
い
て
、
左
手
の
人
差
し
指
を
立
て
、
右
手
の

掌

を
高
く
あ
げ
て
い
ま
す
。
心
静
か
な
（
寂
）
瞑

た
な
ご
こ
ろ

想
に
あ
っ
て
、
心
の
迷
い
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
、
明
智
に
達
す
る
仕
草
で
す
。
経
典
に
は
忿
怒
の
形
相

ふ

ん

ぬ

ぎ
よ
う
そ

う

と
あ
り
ま
す
が
、こ
こ
で
は
柔
和
な
表
情
で
す
。
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内
側
か
ら
第
三
列
目

一
被
葉
衣
観
音
。
梵
語
名
の
意
味
は
「
（
パ
ル
ナ
樹
の
）
葉
を
つ
け
る
シ
ャ
バ
ラ
族
（
の
女
）
」
で
す
。パ

ひ

よ

う

い

か

ん

の

ん

ル
ナ
の
葉
は
、
身
を
汚
れ
か
ら
護
る
と
さ
れ
、こ
の
女
尊
は
、
夫
と
家
族
や
、そ
の
地
域
と
統
治
者
を

煩
悩
か
ら
護
る
菩
薩
で
す
。
右
手
は
、
二
股
で
先
端
に
宝
珠
を
載
せ
た
宝
戟
を
持
ち
、
左
手
は
輪
に

ぼ
ん

の

う

ぼ

さ
つ

ほ

う

じ

ゆ

ほ

う

げ

き

な
っ
た
羂
索
を
持
っ
て
い
ま
す
。

け

ん
じ
や
く

二
白
身
観
世
音
菩
薩
。｢

白
衣
観
音
」
と
も
称
さ
れ
、
通
常
は
白
衣
を
ま
と
っ
て
い
ま
す
が
、こ
こ
で

び
や
く

し

ん

か

ん

ぜ

お

ん

ぼ

さ
つ

び

や

く

え

か

ん

の

ん

は
、
上
の
被
葉
衣
観
音
と
似
た
顔
の
表
情
で
、
同
じ
よ
う
に
赤
い
衣
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。
右
手

ひ

よ

う

い

か

ん

の

ん

は
、
上
部
が
半
円
の
刃
の
宝
棒
を
持
ち
、
左
手
は
、こ
ち
ら
へ
向
け
て
開
い
た
施
無
畏
印
で
す
。
如
来

ほ

う

ぼ
う

せ

む

い

い

ん

に

よ

ら
い

の
大
悲
を
身
に
体
し
て
、
衆
生
を
救
済
す
る
妃
菩
薩
で
す
。

し

ゆ
じ
よ
う

ひ

ぼ

さ
つ

三
豊
財
菩
薩
。
梵
語
名
の
意
味
は
、「
福
徳
（
財
宝
）
を
得
た
者
（
女
尊
）
」
で
す
。
一
面
四
臂
（
手
）

ぶ

ざ

い

ぼ

さ
つ

ぴ

で
、
右
は
、
宝
珠
を
持
つ
手
と
、
開
い
た
手
を
右
に
向
け
る
与
願
印
で
、
左
は
、
大
き
な
蓮
華
の
花
が

ほ

う

じ

ゆ

よ

が

ん

い

ん

れ

ん

げ

二
つ
見
え
ま
す
。
衆
生
に
財
宝
の
福
徳
を
与
え
る
妃
菩
薩
で
す
。

し

ゆ
じ
よ
う

ひ

ぼ

さ
つ

四
不
空
羂
索
菩
薩
。「
不
空
羂
索
観
音
」
と
も
称
さ
れ
ま
す
。
三
面
四
臂
（
手
）で
、
左
手
の
一
つ

ふ

く

う

け

ん

じ
や
く

ぼ

さ
つ

ふ

く

う

け

ん

じ
や
く

か

ん

の

ん

ぴ

は
、
輪
に
な
っ
た
羂
索
を
持
ち
、
漁
の
網
で
、
煩
悩
と
生
死
の
世
界
に
網
を
張
っ
て
、
漏
ら
す
こ
と
な

け

ん

じ
や
く

ぼ
ん

の

う
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く
済
度
す
る
大
悲
願
を
表
し
ま
す
。
不
空
羂
索
観
音
は
、
通
常
、
両
手
で
合
掌
す
る
印
相
が
多
い

さ

い

ど

ふ

く

う

け

ん

じ
や
く

か

ん

の

ん

が
っ
し
ょ
う

い

ん

ぞ

う

よ
う
で
す
が
、こ
の
曼
荼
羅
図
の
不
空
羂
索
観
音
は
、
両
手
で
、
親
指
と
人
差
し
指
の
先
端
を
合
わ

ふ

く

う

け

ん
じ
や
く

か

ん

の

ん

せ
て
輪
を
作
り
、
両
方
の
小
指
と
薬
指
を
伸
ば
し
、
中
指
を
軽
く
曲
げ
る
独
特
の
転
法
輪
印
で
、こ

の
印
は
説
法
を
意
味
し
ま
す
。ま
た
、
右
手
で
は
、
降
魔
印
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

ご
う

ま

い

ん

五
水
吉
祥
菩
薩
。
梵
語
名
は
「
水
の
吉
祥
な
女
尊
」
を
意
味
し
ま
す
。ほ
ん
ら
い
、
大
日
如
来
の
慈

す

い

き

ち

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

ぼ

ん

ご

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

悲
の
水
瓶
を
も
っ
て
衆
生
の
菩
提
心
を
潤
す
菩
薩
で
す
が
、こ
こ
で
は
、
右
手
は
開
い
て
下
に
向
け
、

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

だ
い

し

ん

う
る
お

ぼ

さ
つ

誘
惑
の
悪
魔
を
退
散
さ
せ
る
蝕
地
印
で
、
左
手
で
、
蓮
華
の
花
弁
の
茎
を
持
っ
て
い
ま
す
。
七
吉
祥

し

よ

く

ち
い

ん

の
一
人
で
す
。

六
大
吉
祥
変
菩
薩
。
梵
語
名
は
「
吉
祥
の
大
智
を
持
つ
女
尊
）
」の
意
味
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
に
変

だ
い

き

ち

じ
よ
う
へ

ん

ぼ

さ
つ

へ

ん

化
し
て
衆
生
を
救
済
す
る
菩
薩
で
す
。
顔
を
や
や
右
に
傾
け
、
右
手
は
開
い
て
横
に
す
る
施
無
畏

げ

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

さ
つ

せ

む

い

印
で
、
左
手
は
大
き
な
花
弁
の
蓮
華
の
茎
を
持
っ
て
い
ま
す
。

七
白
処
尊
菩
薩
。
梵
語
名
の
意
味
は
「
白
衣
を
ま
と
っ
た
者
（
女
尊
）
」
で
す
。
も
ろ
も
ろ
の
仏
た
ち

び
や
く
し
よ
そ
ん

ぼ

さ
つ

に
大
悲
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
衆
生
（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
）に
清
い
菩
提
心
を
生
み
出

し

ゆ
じ
よ
う

ぼ

だ
い

し

ん

す
蓮
華
部
の
母
な
る
菩
薩
で
す
。
右
手
は
、
手
の
平
を
見
せ
て
、
下
に
向
い
た
与
願
印
で
、
左
手
は
、

ぼ

さ
つ

よ

が

ん

い

ん
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大
き
な
蓮
の
花
を
載
せ
た
茎
を
持
っ
て
い
ま
す
。
胎
蔵
曼
荼
羅
図
は
、
暖
か
い
母
性
を
発
す
る
も
の

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら

が
あ
り
、
菩
薩
が
母
薩
に
見
え
て
き
ま
す
。

ぼ

さ
つ

ぼ

さ

つ

以
上
、
真
ん
中
の
中
台
八
葉
院
を
核
に
し
て
、そ
の
上
下
に
遍
知
院
と
持
明
院
、そ
の
左
右
に
金

ち
ゆ
う

だ
い

は

ち

よ

う

い

ん

へ

ん

ち

い

ん

じ

み
よ
う
い

ん

こ

ん

剛
手
院
と
観
音
院
、こ
れ
ら
五
つ
の
部
（
院
）で
構
成
さ
れ
る
正
方
形
が
、
胎
蔵
曼
荼
羅
の
主
要
区

ご
う

か

ん

の

ん

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら

画
で
す
。こ
の
方
形
の
上
（
東
側
）に
は
、
釈
迦
院
が
あ
り
、
下
（
西
側
）に
は
虚
空
蔵
院
が
あ
り
ま
す
。

し

や

か

こ

く

う

ぞ

う

い

ん

【
釈
迦
院
】

し

や

か
釈
迦
院
は
、
釈
迦
如
来
を
中
心
に
、
向
か
っ
て
右
側
（
南
）に
、
上
に
九
体
、
下
に
八
体
の
仏
像
が
、

し

や

か

し

や

か

に

よ

ら
い

上
下
二
列
に
並
び
、
向
か
っ
て
左
側
（
北
）に
も
、
上
に
九
体
、
下
に
八
体
の
仏
像
が
、
二
列
に
並
ん
で

い
ま
す
。
真
ん
中
に
怪
魚
を
載
せ
た
緑
の
柱
が
二
本
立
っ
て
い
て
、こ
れ
ら
に
挟
ま
れ
て
、
中
央
に
釈し

や

迦
牟
尼
と
、
釈
迦
牟
尼
に
向
か
っ
て
右
に
観
自
在
菩
薩
、
向
か
っ
て
左
に
虚
空
蔵
菩
薩
が
居
ま
す
。

か

む

に

し

や

か

む

に

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

こ

く

う

ぞ

う

ぼ

さ
つ

こ
れ
ら
三
体
は
、
仏
（
釈
迦
）
と
法
（
観
自
在
）
と
僧
（
虚
空
蔵
）の
三
宝
を
表
し
ま
す
。
三
体
の
像

し

や

か

か

ん

じ

ざ
い

こ

く

う

ぞ

う

さ

ん

ぽ

う

は
、
や
や
黒
ず
ん
で
は
っ
き
り
見
え
ま
せ
ん
が
、
凡
夫
へ
の
理
解
の
た
め
に
変
化
身
で
描
か
れ
て
い
ま

ぼ
ん

ぷ

へ

ん

げ

し

ん

す
。こ
の
三
体
の
左
右
の
二
列
の
中
に
は
、
大
目
犍
連
、
舎
利
弗
、
須
菩
提
な
ど
が
向
か
っ
て
左
に
居

だ
い

も

く

け

ん

れ

ん

し

ゃ

り

ほ

つ

す

ぼ

だ

い

て
、
優
波
離
な
ど
が
向
か
っ
て
右
に
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
釈
迦
の
十
大
弟
子
た
ち
で
す
。

う

ば

り
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釈
迦
院
の
右
側
（
南
）の
上
の
列
の
最
右
端
か
ら
四
番
目
に
、
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
説

し

や

か

法
に
優
れ
、
笑
み
を
浮
か
べ
た
迦
旃
延
が
居
ま
す
。
迦
旃
延
は
、
右
手
の
人
差
し
指
と
中
指
を
立

か

せ

ん

ね

ん

か

せ

ん

ね

ん

て
、
左
手
の
指
は
横
に
向
け
て
い
ま
す
。
迦
旃
延
の
左
側
（
北
）に
居
る
の
は
、
最
後
ま
で
釈
迦
に
付

か

せ

ん

ね

ん

し

や

か

き
添
っ
た
容
姿
端
麗
で
美
青
年
の
阿
難
で
す
。
釈
迦
の
経
典
を
結
集
し
た
こ
の
弟
子
は
、
両
手
で
合

よ

う

し

た

ん

れ
い

あ

な

ん

し

や

か

が
つ

掌
（
左
の
自
己
と
右
の
仏
が
一
体
に
な
る
印
相
）し
て
い
ま
す
。

し
よ
う

い

ん

ぞ

う

釈
迦
院
の
右
側
（
南
）の
下
の
列
で
、
最
右
端
に
い
る
の
は
、
歓
喜
の
笑
み
を
湛
え
る
如
来
笑
菩
薩

し

や

か

に

よ

ら
い
し
よ
う

ぼ

さ
つ

で
、
左
手
に
蓮
華
を
載
せ
た
茎
を
持
っ
て
い
ま
す
。そ
の
左
側
（
北
）に
は
、
如
来
の
法
を
語
る
如
来
語

に

よ

ら
い

に

よ

ら
い

ご

菩
薩
が
居
て
、
左
手
の
上
に
は
、
蓮
華
の
上
に
炎
光
を
放
つ
青
い
宝
珠
を
載
せ
て
い
ま
す
。〔
『
東
寺
の

ぼ

さ
つ

ほ

う

じ

ゆ

曼
荼
羅
図
』
四
二
頁
〕
。

【
虚
空
蔵
院
】

こ
の
院
で
は
、
真
ん
中
に
、
虚
空
蔵
菩
薩
が
、
結
跏
趺
坐
の
姿
勢
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
向

こ

く

う

ぞ

う

ぼ

さ
つ

け
つ

か

ふ

ざ

か
っ
て
右
に
は
、
上
下
に
五
体
ず
つ
仏
像
が
並
び
、
最
右
翼
に
は
、
金
剛
蔵
王
菩
薩
が
、
多
面
多
臂

こ

ん

ご
う

ざ

お

う

ぼ

さ
つ

ひ

で
、
様
々
な
法
具
を
左
右
に
持
っ
て
大
き
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。

虚
空
蔵
菩
薩
に
向
か
っ
て
左
（
北
）に
は
、
上
に
五
体
、
下
に
四
体
の
仏
が
居
て
、そ
の
最
左
端
に

こ

く

う

ぞ

う

ぼ

さ
つ

ほ
と
け
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は
、
千
手
千
眼
観
自
在
菩
薩
（
千
手
観
音
菩
薩
と
も
あ
る
）
が
居
ま
す
。そ
の
三
面
と
、そ
の
上
に
描

せ

ん

じ

ゆ

せ

ん

げ

ん

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

か
れ
た
法
輪
の
中
に
二
四
も
の
顔
を
持
っ
て
合
掌
し
、
さ
ら
に
両
手
で
説
法
印
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

が
つ
し
よ
う

せ
つ

ぽ

う

い

ん

さ
ら
に
、
左
右
の
多
く
の
手
で
、
様
々
な
法
具
を
持
っ
て
い
ま
す
。
衆
生
を
も
れ
な
く
救
済
す
る
菩

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

薩
像
で
す
〔
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』
四
三
頁
〕
。

さ
つ

三
章

中
央
を
囲
む
四
つ
の
院

釈
迦
院
と
虚
空
蔵
院
と
を
含
む
方
形
の
全
体
を
や
や
薄
い
緑
で
く
っ
き
り
と
縁
取
る
の
が
、
方

し

や

か

い

ん

こ

く

う

ぞ

う

形
の
上
下
左
右
に
あ
る
文
殊
院
と
蘇
悉
地
院
と
地
蔵
院
と
除
蓋
障
院
で
す
。

も

ん

じ

ゆ

い

ん

そ

し

つ

じ

い

ん

じ

ぞ

う

い

ん

じ
よ

が
い
し
よ

う
い
ん

【
文
殊
院
】

も

ん

じ

ゆ

こ
の
院
の
中
央
に
は
、
二
柱
の
緑
の
門
柱
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
門
の
中
は
、
中
央
に
文
殊
師
利

ふ

た

は
し
ら

も

ん

じ

ゆ

し

り

菩
薩
が
居
ま
す
。
顔
は｢

童
子
形
」
だ
と
あ
り
ま
す
が
、
丸
顔
に
や
や
笑
み
を
浮
か
べ
た
女
性
に
見
え

ぼ

さ
つ

ど

う

じ

ま
す
。こ
の
菩
薩
の
頭
の
上
に
は
、「
五
髻
」
と
称
さ
れ
る
五
つ
の
「
ま
げ
」
が
結
わ
れ
て
い
ま
す
。
如
来

ぼ

さ
つ

ご

け

い

ゆ

に

よ

ら
い

の
五
智
を
表
す
の
で
、こ
の
文
殊
は
「
五
髻
文
殊
」
と
も
称
さ
れ
ま
す
。
五
髻
文
殊
は
、
左
手
に
蓮
華

も

ん

じ

ゆ

ご

け

い

も

ん

じ

ゆ

ご

け

い

も

ん

じ

ゆ

の
花
を
持
ち
、
蓮
華
の
上
に
は
壊
れ
る
こ
と
が
な
い
智
慧
を
表
象
す
る
五
鈷
杵
が
載
っ
て
い
ま
す
。
右

ご

こ

し

よ
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の
手
の
平
の
上
に
薄
く
見
え
る
の
は
宝
棒
で
し
ょ
う
か
。

ほ

う

ぼ

う

こ
の
菩
薩
の
前
に
は
、
火
炎
光
を
帯
び
、
黒
い
宝
珠
の
あ
る
舎
利
塔
ら
し
い
も
の
が
置
か
れ
て
い
ま

ぼ

さ
つ

ほ

う

じ

ゆ

し

や

り

と

う

す
。こ
の
菩
薩
の
後
ろ
（
上
の
方
）に
は
、
向
か
っ
て
左
に
観
自
在
菩
薩
と
、
右
に
普
賢
菩
薩
が
居
ま

ぼ

さ
つ

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

ふ

げ

ん

ぼ

さ
つ

す
。
菩
薩
の
前
（
下
の
方
）に
は
、
二
人
の
門
番
が
居
ま
す
〔
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』
四
六
～
四
七
頁

ぼ

さ
つ

と
五
〇
頁
を
参
照
〕
。

門
の
左
側
（
北
）に
は
、
光
網
、
宝
冠
、
無
垢
光
、
月
光
、
妙
音
、
瞳
母
嚕
の
六
体
の
菩
薩
た
ち
が

こ

う

も

う

ほ

う

か

ん

む

く

こ

う

が
っ

こ

う

み
ょ
う

お

ん

ど

う

も

ろ

ぼ

さ
つ

並
び
、
六
体
目
の
瞳
母
嚕
菩
薩
は
、
左
右
に
、
上
下
二
体
ず
つ
、
肥
者
那
、
者
那

阿
耳
多
、

ど

う

も

ろ

ぼ

さ
つ

ひ

し

ゃ

な

し

ゃ

な

あ

じ

た

阿
波
羅
耳
多
の
四
体
の
小
さ
な
使
者
衆
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。「
使
者
」
と
は
、
仏
や
菩
薩
の
本
誓

あ

わ

ら

じ

た

ほ
と
け

ほ

ん

ぜ
い

を
伝
え
る
た
め
に
、
救
命
や
慈
悲
の
働
き
を
す
る
者
の
こ
と
で
す
。
最
左
端
に
あ
る
の
は
、
大
き
な
薬

壺
で
し
ょ
う
。そ
の
上
部
は
、
赤
い
花
弁
の
上
に
五
鈷
杵
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ご

こ

し

よ

門
の
右
側(

南)

も
、
左
側
と
全
く
同
じ
構
成
で
、
髻
設
尼
、
郎
波
髻
設
尼
、
質
怛
羅
、
地
慧
、

け

い

せ

つ

に

ろ

う

は

け

い

せ

つ

に

し

っ

だ

つ

ら

ち

け

い

鉤
召
使
者
と
、
赤
い
宝
玉
を
先
端
に
付
け
た
宝
棒
を
持
つ
鉤
召
使
者
の
一
人
の
眷
属
の
六
体
と
、

こ

う

し
ょ
う

し

し

ゃ

こ

う

し
ょ
う

し

し

ゃ

け

ん

ぞ
く

こ
の
一
体
の
眷
属
を
囲
む
小
柄
な
四
体
の
使
者
た
ち
が
並
ん
で
い
ま
す
〔
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』
五

け

ん

ぞ

く

〇
頁
を
参
照
〕
。
最
右
端
に
は
同
じ
薬
壺
ら
し
い
大
き
な
壺
が
見
え
ま
す
。

や

つ

こ
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【
蘇
悉
地
院
】

そ

し

つ

じ

「
蘇
悉
地
」
は｢

妙
成
就
」
を
意
味
し
、
言
葉
に
尽
く
せ
ぬ
ほ
ど
見
事
に
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
指

そ

し

つ

じ

み
よ
う
じ
よ
う
じ

ゆ

し
ま
す
。
唐
で
は
、『
大
日
経
』の
胎
蔵
部
と
『
金
剛
頂
経
』の
金
剛
部
の
ほ
か
に
、
第
三
部
と
し
て

だ
い

に

ち

き
よ
う

た
い

ぞ

う

こ

ん

ご
う

ち
よ
う
き
よ
う

『
蘇
悉
地
経
』に
よ
る
蘇
悉
地
部
が
あ
り
ま
し
た
。
中
央
に
は
、
歯
を
む
き
出
し
、
両
眼
を
開
い
て
睨

そ

し

つ

じ

き
よ
う

そ

し

つ

じ

に

ら

む
青
い
大
き
な
明
王
が
居
て
、
左
右
の
手
で
燃
え
る
宝
珠
を
掲
げ
て
い
ま
す
。そ
の
左
側
（
北
方
）に

み
よ
う
お

う

ほ

う

じ

ゆ

は
、
不
空
供
養
宝
菩
薩
と
孔
雀
王
母
菩
薩
と
一
髻
羅
刹
女
と
十
一
面
観
自
在
菩
薩
の
四
体
が

ふ

く

う

く

よ

う

ほ

う

ぼ

さ
つ

く

じ
や
く

お

う

も

ぼ

さ
つ

い
つ
け
い

ら

せ
つ

に

よ

じ
ゆ
う
い
ち

め

ん

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

居
て
、
右
（
南
方
）に
は
不
空
金
剛
菩
薩
と
金
剛
軍
荼
利
と
金
剛
將
と
金
剛
明
王
（
優
し
い
顔
の

ふ

く

う

こ

ん

ご
う

ぼ

さ
つ

こ

ん

ご

う

ぐ

ん

だ

り

こ

ん

ご
う

し
よ
う

こ

ん

ご
う

み
よ
う

お

う

菩
薩
姿
）
が
居
ま
す
。こ
の
院
の
両
端
に
は
、
文
殊
院
と
同
じ
薬
壺
ら
し
い
大
き
な
壺
が
置
か
れ
て

ぼ

さ
つ

も

ん

じ

ゆ

や

つ

こ

い
ま
す
。

【
地
蔵
院
】

左
側
（
北
方
向
）の
地
蔵
院
は
、
上
（
東
方
）
か
ら
、
除
一
切
憂
冥
菩
薩
、
不
空
見
菩
薩
、
宝
印
手

じ

ぞ

う

い

ん

じ

よ
い
つ
さ
い
ゆ

う
み

よ

う

ぼ

さ
つ

ふ

く

う

け

ん

ぼ

さ
つ

ほ

う

い

ん

し

ゆ

菩
薩
、
宝
光
菩
薩
、
地
蔵
菩
薩
、
宝
手
菩
薩
、
持
地
菩
薩
、
堅
固
深
心
菩
薩
、
除
蓋
障
菩
薩
の
九

ぼ

さ
つ

ほ

う

こ

う

ぼ

さ
つ

じ

ぞ

う

ぼ

さ
つ

ほ

う

し

ゆ

ぼ

さ
つ

じ

ぢ

ぼ

さ
つ

け

ん

ご

じ

ん

し

ん

ぼ

さ
つ

じ
よ
が
い
し
よ
う

ぼ

さ
つ

体
で
す
。
修
行
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
苦
難
に
耐
え
て
、
一
切
衆
生
を
憐
れ
み
、
福
徳
を
授
与
す
る
菩

し

ゆ

ぎ
よ
う

し

ゆ

じ
よ
う

ぼ

薩
た
ち
で
す
〔
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』
四
七
頁
〕
。

さ
つ
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【
除
蓋
障
院
】

右
側
（
南
方
向
）の
除
蓋
障
院
は
、
上
（
東
方
）
か
ら
、
救
護
恵
菩
薩
、
破
悪
趣
菩
薩
、
施
無
畏
菩

じ
よ

が
い
し
よ

う
い
ん

き
ゅ
う

ご

え

ぼ

さ
つ

は

あ

く

し

ゆ

ぼ

さ
つ

せ

む

い

ぼ

薩
、
賢
護
菩
薩
、
不
思
議
慧
菩
薩
、
悲
愍
恵
菩
薩
、
慈
発
生
菩
薩
、
折
諸
熱
悩
菩
薩
、
日
光
菩
薩

さ
つ

け

ん

ご

ぼ

さ
つ

ふ

し

ぎ

え

ぼ

さ
つ

ひ

み

え

ぼ

さ
つ

じ

ほ
つ

し

よ

う

ぼ

さ
つ

せ

き

し

よ

ね

つ

の

う

ぼ

さ
つ

に
つ

こ

う

ぼ

さ
つ

の
九
尊
が
居
て
、
名
前
の
通
り
、｢

苦
し
み
を
除
く｣

菩
薩
た
ち
で
、
衆
生
の
能
力
に
応
じ
て
、
覚
り
の

ぼ

さ
つ

し

ゆ
じ
よ
う

さ

と

妨
げ
に
な
る
煩
悩
を
取
り
除
く
徳
（
働
き
）
を
授
与
し
ま
す
。

ぼ

ん

の

う

四
章

東
と
西
の
外
金
剛
部
院

げ

こ

ん

ご

う

ぶ

い

ん

胎
蔵
曼
荼
羅
図
の
最
も
外
側
を
構
成
す
る
の
が
、
上
下
左
右
の
最
外
院
で
、「
外
金
剛
部
院
」

さ
い

げ

い

ん

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
（
東
）に
は
大
小
合
わ
せ
て
三
十
尊
以
上
、
左
右
（
北
と
南
）と
下
（
西
）に

は
、
併
せ
て
百
尊
近
い
仏
た
ち
が
居
ま
す
。

【
外
金
剛
部
院
】（
東
）

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

東
の
外
金
剛
部
院
の
真
ん
中
に
は
、
下
部
の
文
殊
院
の
中
央
を
占
め
る
二
つ
の
門
柱
と
同
じ
よ

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

も

ん

じ

ゆ

う
な
門
柱
が
来
て
い
ま
す
。
二
柱
の
門
の
上
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
怪
魚
ら
し
い
も
の
が
い
て
、
二
匹
が
吐

き
出
す
黄
色
の(

黄
金
の
？)

帯
の
上
に
居
る
の
は
二
体
の
守
門
天
で
、
二
体
の
守
門
天
の
両
側
に

し

ゅ

も

ん

て

ん

し

ゅ

も

ん

て

ん
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は
、
二
体
の
妃
た
ち
守
門
天
女
が
居
ま
す
。
門
の
外
側
の
左
（
北
）に
は
帝
釈
天
が
居
て
、
門
の
右
側

き
さ
き

し

ゅ

も

ん

て

ん

に

ょ

た
い
し
や
く
て

ん

（
南
）に
は
持
国
天
が
い
ま
す
。〔
以
下
の
記
述
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
のM

an
d
ara

D
u
alism

」（
二

じ

こ

く

て

ん

〇
二
四
年
一
一
月
一
二
日
）の｢

外
金
剛
部
院
（
東
）｣

と
、
東
寺
発
行
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
版
の
胎
蔵

げ

こ

ん

ご
う

曼
荼
羅
図
（M

A
N
D
A
L
A

）の
裏
面
に
記
さ
れ
て
い
る
各
尊
の
名
称
を
参
照
し
ま
し
た
。
〕

と
こ
ろ
で
、「
黄
道
十
二
宮
」
は
太
陽
の
軌
道
に
基
づ
く
星
座
名
で
す
が
、
暦
の
吉
凶
を
占
う
「
二

こ

う

ど

う
じ
ゅ
う

に

き
ゅ
う

き
つ
き
よ
う

十
八
宿
」
は
、
月
の
軌
道
に
基
づ
く
星
座
名
で
す
。
古
代
の
中
国
の
神
話
で
は
、
天
の
四
つ
の
方
位
を

し
ゆ
く

「
四
象
」
と
称
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
を

司
る
霊
獣
が
い
ま
し
た
。
東
は
青
龍
、
西
は
白
虎
、
北
は

し

し
よ
う

つ
か
さ
ど

せ
い

り
ゆ
う

び
や
つ

こ

玄
武
、
南
は
朱
雀
の
四
獣
で
、こ
れ
を
四
神
と
称
し
ま
す
。
東
寺
胎
蔵
曼
荼
羅
図
で
は
、
四
象
に
対

げ

ん

ぶ

す

ざ

く

し

じ
ゆ
う

し

じ

ん

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら

し

し

よ

う

応
す
る
の
は
、
以
下
の
二
十
八
宿
で
す
。た
だ
し
、
四
象
に
対
応
す
る
星
宿
の
配
置
は
、
暦
の
吉
日
と

し
ゆ
く

し

し

よ

う

せ

い
し
ゆ
く

凶
日
と
が
重
な
り
ま
す
の
で
、い
ろ
い
ろ
変
わ
り
ま
す
。
以
下
の
分
類
と
順
番
は
、
東
寺
胎
蔵
曼
荼

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

羅
図
の
場
合
で
す
。こ
の
曼
荼
羅
図
で
は
、
東
西
南
北
の
ど
の
外
金
剛
部
院
に
も
、
赤
い
宝
珠
を
持

ら

げ

こ

ん

ご
う

ほ

う

じ

ゆ

つ
星
宿
が
七
人
ず
つ
居
ま
す
。

せ
い
し
ゆ
く

東
方
の
青
龍
は
、
昴
宿

肪
畢
宿

参
宿

觜
宿

鬼
宿

柳
宿

井
宿
。

せ

い
り
ゆ
う

ぼ

う
し
ゆ
く

ひ

つ

し
ゆ
く

し

ん
し
ゆ
く

し

し
ゆ
く

き

し
ゆ
く

り
ゆ
う
し
ゆ
く

せ

い
し
ゆ
く

西
方
の
白
虎
は
、
房
宿

尾
宿

牛
宿

女
宿

心
宿

箕
宿

斗
宿
。

び
や
つ

こ

ぼ
う
し
ゆ
く

び

し
ゆ
く

ぎ
ゆ
う
し
ゆ
く

じ

よ
し
ゆ
く

し

ん
し
ゆ
く

き

し
ゆ
く

と

し
ゆ
く
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北
方
の
玄
武
は
、
胃
宿

婁
宿

壁
宿

奎
宿

室
宿

危
宿

虚
宿
。

げ

ん

ぶ

い

し
ゆ
く

ろ

う
し
ゆ
く

へ

き

し
ゆ
く

け

い
し
ゆ
く

し
つ
し
ゆ
く

き

し
ゆ
く

き

よ
し
ゆ
く

南
方
の
朱
雀
は
、
星
宿

張
宿

翼
宿

軫
宿

氏
宿

亢
宿

角
宿
。

す

ざ

く

せ
い
し
ゆ
く

ち
よ
う
し
ゆ
く

よ

く
し
ゆ
く

し

ん
し
ゆ
く

て

い
し
ゆ
く

こ

う

し
ゆ
く

か

く

し
ゆ
く

(
東
寺
の
曼
荼
羅
図
の
裏
面
で
は
軫

宿
で
は
な
く
、
軫
星
で
す
。)

し
ん
し
ゆ
く

し
ん
せ
い

外
金
剛
部
院
（
東
）の
中
央
の
門
の
右
（
南
）
側
か
ら
始
め
る
と
、
持
国
天
は
、
四
天
王
の
一
尊
で
、

げ

こ

ん

ご
う

じ

こ

く

て

ん

し

て

ん

の

う

東
の
方
位
を
護
り
ま
す
。
西
の
方
位
は
広
目
天
、
北
の
方
位
は
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
の
場
合
も)

、

こ

う

も

く

て

ん

び

し

や

も

ん

て

ん

た

も

ん

て

ん

南
の
方
位
を
守
る
の
は
増
長
天
で
す
。

ぞ

う
ち
よ
う
て

ん

門
の
右
側
（
南
）に
居
る
持
国
天
の
右
（
南
）に
は
、
大
梵
天
（
星
座
の
ス
バ
ル
座
）
が
い
て
、
左
手
に

じ

こ

く

て

ん

だ
い

ぼ
ん

て

ん

丸
い
曼
陀
羅
華
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
向
か
っ
て
右
隣
（
南
側
）に
居
る
の
は
昴
宿
と
や
や
薄
い

ま

ん

だ

ら

げ

み

ぎ

ど
な
り

ぼ
う

し
ゆ
く

肪
畢
宿
、そ
の
右
は
、
参
宿
、
觜
宿
、
鬼
宿
、
柳
宿
、
井
宿
で
、
併
せ
て
七
星
宿
で
す
。こ
れ
ら
は
東
方

ひ

つ

し
ゆ
く

し

ん

し

ゅ

く

し

し
ゆ
く

き

し
ゆ
く

り
ゆ
う
し
ゆ
く

せ

い
し
ゆ
く

青
竜
七
宿
と
称
さ
れ
ま
す
。
七
宿
の
右
（
南
側
）
隣
に
、
羊
宮
（
お
ひ
つ
じ
座
）と
牛
宮
（
お
う
し
座
）

み

ぎ

ど
な
り

よ

う

ぐ

う

ご

ぐ

う

と
が
、
上
下
に
な
っ
て
動
物
の
姿
で
居
ま
す
。そ
の
右
（
南
側
）に
は
、
上
下
に
な
っ
て
、
二
体
の
男
女
宮

な

ん

に

よ

ぐ

う

が
居
ま
す
（
ふ
た
ご
座
）
。
下
の
赤
い
宝
珠
を
持
っ
て
い
る
の
が
女
宮
で
し
ょ
う
。そ
の
右
（
南
側
）に
は
、

ほ

う

じ

ゆ

じ

よ

ぐ

う

同
じ
く
上
下
に
な
っ
て
、
や
や
小
さ
い
姿
の
流
星
（
斜
め
姿
で
）
と
形
都
星
（
彗
星
）
と
が
居
ま
す

り
ゆ
う

せ

い

け

い

と

せ

い

す

い

せ

い

〔
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』
四
六
頁
の
図
と
四
九
頁
と
五
三
頁
の
解
説
〕
。そ
の
向
か
っ
て
右
（
南
側
）に
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は
、
三
頭
の
馬
に
乗
っ
た
日
曜
と
、
右
上
に
日
曜
眷
属
（
日
曜
の
従
者
）
が
居
ま
す
。そ
の
右
（
南
側
）

に

ち

よ

う

に

ち

よ

う

け

ん

ぞ

く

に
婆
藪
仙
（
千
手
千
眼
観
自
在
菩
薩
の
眷
属
）
が
居
て
、
婆
藪
仙
に
向
か
っ
て
左
下
に
、
赤
い
布
で

ば

す

せ

ん

せ

ん

じ

ゅ

せ

ん

げ

ん

か

ん

じ

ざ
い

ぼ

さ
つ

け

ん

ぞ
く

ば

す

せ

ん

膝
を
ま
と
う
妃
の
婆
藪
仙
后
が
居
ま
す
。
婆
藪
仙
后
の
右
に
、
小
さ
い
火
炎
光
を
帯
び
た
火
天
妃

き
さ
き

ば

す

せ

ん

ご

う

ば

す

せ

ん

ご

う

か

て

ん

ひ

と
、
最
右
（
南
）
端
に
は
、
大
き
い
火
炎
光
の
背
光
に
包
ま
れ
、
右
手
に
三
角
形
の
「
遍
知
？
」
を
載
せ

へ

ん

ち

た
皿
を
持
つ
火
天
（
火
の
神
）
が
居
ま
す
。

か

て

ん

外
金
剛
部
院
（
東
）の
中
央
の
門
の
左
（
北
）
側
に
は
、
帝
釈
天
が
居
て
、
右
手
に
長
い
宝
戟
を
持

げ

こ

ん

ご
う

た
い
し
ゃ
く
て

ん

ほ

う

げ

き

っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、「
十
二
天
」
と
は
、
天
空
の
十
二
方
位
を
護
る
仏
た
ち
で
、
帝
釈
天
（
東
）
、

た
い

し
ゃ
く

て

ん

火
天
（
南
東
）
、
閻
魔
天
（
南
）
、
羅
刹
天
（
南
西
）
、
水
天
（
西
）
、
風
天
（
北
西
）
、
毘
沙
門
天
（
北
）
、

か

て

ん

え

ん

ま

て

ん

ら

せ
つ

て

ん

す
い

て

ん

ふ

う

て

ん

び

し

ゃ

も

ん

て

ん

伊
舎
那
天
（
北
東
）、
梵
天
（
上
空
）、
地
天
（
下
の
大
地
）と
、
日
天
（
太
陽
）と
月
天(

月)

で
す
。

い

し

ゃ

な

て

ん

ぼ

ん

て

ん

ち

て

ん

に
っ

て

ん

が
っ

て

ん

帝
釈
天
の
左(

北
側)

に
は
、
微
闍
耶
（
日
天
の
眷
属
）
が
い
て
、
そ
の
左
に
、
何
頭
も
の
馬
に
引
か

た
い

し
ゃ
く
て

ん

び

じ

ゃ

や

に
っ

て

ん

け

ん

ぞ
く

れ
る
車
の
乗
っ
た
大
き
な
姿
の
日
天
が
居
て
、
左
手
に
蓮
華
の
花
の
茎
を
持
っ
て
い
ま
す
（
も
と
は
ヒ

に
っ

て

ん

ン
ズ
ー
教
の
太
陽
神
群
か
ら
）
。そ
の
左
が
太
陽
を
表
す
日
天
の
妃
で
、
優
し
い
顔
の
日
天
后
が
居

に
っ

て

ん

き
さ
き

に
っ

て

ん

ご

う

ま
す
。こ
れ
で
日
天
の
三
尊
が
揃
い
ま
す
。そ
の
左(

北
側
）に
は
、
小
さ
な
二
階
建
て
の
楼
閣
が
四
つ

に
っ

て

ん

そ

ろ

並
ん
で
い
ま
す
。
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そ
れ
ら
の
楼
閣
の
中
に
は
、
向
か
っ
て
左
方
向
（
北
）へ
、
識
無
辺
処
天
、
空
無
辺
処
天
、
無
所
有

し

き

む

へ

ん

し

よ

て

ん

く

う

む

へ

ん

し

よ

て

ん

む

し

よ

ゆ

う

処
天
、
非
想
天
（
有
頂
天
）の
「
四
無
色
天
」
が
瞑
想
し
て
い
ま
す
。
煩
悩
の
程
度
に
応
じ
て
欲
界
と

し

よ

て

ん

ひ

そ

う

て

ん

う

ち
よ
う
て

ん

し

む

し

き

て

ん

ぼ

ん

の

う

よ

く

か
い

色
界
と
無
色
界
の
三
界
が
あ
り
、
非
想
天
は
そ
の
最
上
界
に
あ
た
り
ま
す
。
非
想
天
の
左
側
に
は
、

し

き

か
い

む

し

き

か
い

さ

ん

が
い

ひ

そ

う

て

ん

ひ

そ

う

て

ん

上
に
並
ぶ
三
体
と
、そ
の
斜
め
下
に
並
ぶ
三
体
の
六
尊
が
来
ま
す
。
楼
閣
の
左
に
居
る
の
が
堅
牢
地

け

ん

ろ

う

ち

神
で
、そ
の
斜
め
上
が
（
堅
牢
）
地
神
后
で
す
。そ
の
左(

北
側
）に
は
、
上
に
器
手
天
后
と
下
に
器
手

じ

ん

け

ん

ろ

う

ち

し

ん

ご

う

き

し

ゅ

て

ん

ご
う

き

し

ゅ

天
が
い
て
、そ
の
左
に
居
る
の
は
、
上
の
喜
面
天
と
下
の
常
酔
天
で
す
。

て

ん

き

め

ん

て

ん

じ
ょ
う

す

い

て

ん

最
左
（
北
）
端
に
居
る
伊
舎
那
天
は
、
も
と
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
シ
ヴ
ァ
神
で
、
天
空
の
魔
王
で
し
た

い

し

ゃ

な

て

ん

が
、
仏
教
で
は
、
天
空
を
護
る
十
二
天
の
一
人
で
す
。
右
手
で
三
鈷
杵
を
載
せ
た
長
い
宝
戟
（
槍
）
を

さ

ん

こ

し

ょ

ほ

う

げ

き

持
ち
、
左
手
は
赤
い
も
の
を
入
れ
た
丸
い
皿
を
差
し
出
し
て
い
ま
す
。そ
の
下
に
は
小
柄
な
伊
舎
那

い

し

ゃ

な

妃
が
居
ま
す
（
こ
の
二
人
は
、
日
本
の
い
ざ
な
ぎ
、い
ざ
な
み
二
神
の
祖
神
と
も
言
わ
れ
ま
す
）
。

ひ
【
外
金
剛
部
院
】（
西
）

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

最
下
部
（
西
）の
外
金
剛
部
院
の
中
央
に
は
、
東
の
外
金
剛
部
院
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
緑
の

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

門
の
二
柱
が
あ
り
、
そ
の
真
ん
中
に
、
三
鈷
杵
を
載
せ
た
花
弁
を
入
れ
た
水
瓶
が
置
か
れ
て
い
て
、

水
瓶
の
右(

南
側
）に
は
、
難
陀
龍
王
と
対
面
天
が
、
水
瓶
の
左(

北
側)

に
は
、
跋
難
陀
龍
王
と
難

な

ん

だ

り

ゅ

う

お

う

ば
つ

な

ん

だ

り

ゅ

う

お

う

な

ん
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破
天
が
水
瓶
を
守
護
し
て
い
ま
す
。〔
以
下
の
記
述
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
のM

an
d
ara

D
u
alism

」

ぱ

て

ん

（
二
〇
二
四
年
一
一
月
一
二
日
）
の｢

外
金
剛
院
（
西
）｣

や
東
寺
発
行
の
胎
蔵
曼
荼
羅
図

（M
A
N
D
A
L
A

）
を
参
照
し
ま
し
た
。
〕

門
の
左
側
（
北
）に
は
、
天
の
西
を
守
護
す
る
広
目
天
が
、
青
味
を
帯
び
た
姿
で
宝
戟
を
構
え
て

ほ

う

げ

き

座
っ
て
い
て
、そ
の
左
（
北
側
）に
は
水
天
が
居
て
、そ
の
左
に
上
下
し
て
、
水
天
妃
と
水
天
妃
眷
属
と

す

い

て

ん

ひ

す

い

て

ん

ひ

け

ん

ぞ

く

が
居
ま
す
。そ
の
左
に
は
、
イ
ン
ド
の
神
鳥
と
さ
れ
、
左
右
に
翼
を
持
つ
迦
楼
羅
に
乗
っ
た
青
い
護
法

か

る

ら

善
神
の
那
羅
延
天
が
居
ま
す
。そ
の
左
に
那
羅
延
后
が
居
て
、そ
の
左
側
に
弁
才
天
が
琴
を
持
っ
て

な

ら

え

ん

て

ん

な

ら

え

ん

ご

う

べ
ん

ざ
い

て

ん

こ

と

い
ま
す
。そ
の
左
に
、
青
い
孔
雀
に
乗
っ
た
六
面
の
鳩
摩
羅
天
（
別
名
「
韋
駄
天
」
）（
無
執
着
の
童
神
）

く

じ
ゃ
く

く

ま

ら

て

ん

い

だ

て

ん

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。そ
の
左
に
は
、
左
手
に
花
を
持
つ
月
天
が
、
三
羽
の
鵞
鳥
に
乗
っ
て
い
ま
す
。

が
っ

て

ん

月
天
の
左
（
北
側
）に
は
、
上
に
三
体
と
そ
の
下
に
二
体
の
歌
姫
た
ち
が
居
ま
す
。
右
上
か
ら
順

が
っ

て

ん

に
、
月
天
女
と
歌
天
女
と
樂
天
、
そ
の
下
に
は
向
か
っ
て
右
か
ら
、
太
鼓
を
持
つ
鼓
天
と
、
歌
天
と
、

が
っ

て

ん

に

ょ

か

て

ん

に

ょ

が

く

て

ん

こ

て

ん

か

て

ん

少
し
離
れ
て
衣
を

翻
す
風
天
妃
眷
属
が
居
ま
す
。そ
の
左
（
北
側
）に
は
、
赤
い
袈
裟
で
宝
棒
を
持

ひ
る
が
え

ふ

う

て

ん

ひ

け

さ

つ
風
天
妃
が
居
ま
す
。そ
の
左
に
上
下
に
な
っ
て
、
二
体
の
風
天
童
子
が
居
て
、
最
北
端
に
居
る
の
が

ふ

う

て

ん

ひ

ふ

う

て

ん

ど

う

じ

鎧
を
着
て
襟
巻
き
を

翻
す
風
天
で
、
右
手
に
長
い
幢
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ひ
る
が
え

ふ

う

て

ん

は

た
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外
金
剛
部
院
（
西
）の
中
央
の
門
の
右
側
（
南
）に
は
、い
か
め
し
い
顔
の
水
天
が
居
て
、
右
手
に
利

す

い

て

ん

剣
を
左
手
に
赤
い
宝
珠
を
持
っ
て
い
ま
す
。そ
の
右
下
に
や
や
小
さ
い
姿
の
水
天
眷
属
が
長
い
宝
戟

ほ

う

じ

ゆ

す
い

て

ん

け

ん

ぞ
く

ほ

う

げ

き

を
持
っ
て
い
ま
す
。こ
の
二
体
の
右(

南
側)

に
は
、
上
段
に
四
体
と
下
段
に
二
体
が
、
水
天
と
同
じ
赤

す
い

て

ん

い
宝
珠
を
手
に
し
て
座
っ
て
い
て
、こ
れ
ら
六
体
は
、
星
の
二
十
八
宿
の
星
宿
に
属
し
ま
す
。

ほ

う

じ

ゆ

し
ゆ
く

せ
い
し
ゆ
く

上
段
の
四
体
を
左(

北)

か
ら
右(

南)

へ
た
ど
る
と
、
房
宿
は
、
さ
そ
り
座
の
一
部
で
、
月
火
水
木

ぼ

う
し
ゆ
く

金
土
日
の
七
曜
の
火
曜
（
火
星
の
影
響
を
受
け
る
）に
あ
た
り
ま
す
。そ
の
右
の
尾
宿
は
、
さ
そ
り
座

び

し
ゆ
く

に
属
し
、
七
曜
は
「
木
」
で
す
。
次
の
牛
宿
は
、や
ぎ
座
に
近
く
、
稲
見
星
と
称
さ
れ
ま
す
。
四
番
目
の

ぎ
ゅ
う
し
ゆ
く

い

な

み

ぼ
し

女
宿
は
、や
ぎ
座
に
属
し
、
七
曜
は
「
土
」
で
す
。

じ

ょ
し
ゆ
く下

段
を
向
か
っ
て
左
（
北
側
）
か
ら
見
て
行
く
と
、
心
宿
は
、
さ
そ
り
座
に
属
し
、
七
曜
は
「
火
」
で

し

ん
し
ゆ
く

す
。そ
の
向
か
っ
て
右
（
南
側
）の
箕
宿
は
、
射
手
座
に
属
し
、
七
曜
は
「
木
」
で
す
。
箕
宿
の
右(

南)

に

き

し
ゆ
く

い

て

き

し
ゆ
く

居
て
、
箕
宿
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
て
い
る
の
は
、
斗
宿
で
す
。
斗
宿
は
、い
て
座
と
さ
そ
り
座
に
関
係

き

し
ゆ
く

と

し
ゆ
く

と

し
ゆ
く

し
、
七
曜
で
は
木
星
と
土
星
の
影
響
で
「
木
」
と
「
土
」
で
す
。
房
宿
か
ら
斗
宿
ま
で
が
、
西
方
白
虎

ぼ
う

し
ゆ
く

と

し
ゆ
く

び
や
つ

こ

七
星
で
す
。
斗
宿
の
右(

南
側)

に
居
る
矢
を
持
っ
た
や
や
小
柄
な
童
子
は
、
弓
宮
で
す
。
弓
宮
は

と

し
ゆ
く

き
ゅ
う
ぐ
う

き
ゅ
う
ぐ
う

射
手
座
に
属
し
て
、
斗
宿
と
箕
宿
と
尾
宿
と
が
、こ
れ
と
関
連
し
ま
す
。
弓
宮
の
上
に
は
、
蝎
虫
宮

い

て

と

し
ゆ
く

き

し
ゆ
く

び

し
ゆ
く

き
ゅ
う
ぐ
う

か
っ
ち
ゅ
う
ぐ
う
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（
さ
そ
り
座
）
を
表
す
蠍
が
居
ま
す
。

さ
そ
り

蠍
に
向
か
っ
て
右(

南
側)

に
は
、
二
人
の
老
体
が
、
右
手
を
差
し
出
す
仕
草
で
並
ん
で
立
っ
て
い

さ
そ
り

ま
す
。
秤
宮
と
、そ
の
右(

南
側)

が
土
曜
（
土
星
）で
す
。
秤
宮
と
土
曜
の
下
に
居
る
の
は
、
白
く
輝
く

び
ょ
う
ぐ

う

び
ょ
う
ぐ

う

円
光
を
頭
に
持
つ
月
曜
で
す
。そ
の
右
で
、
顔
を
見
合
わ
せ
て
い
る
二
体
は
、
地
球
に
最
も
近
い
惑
星

の
水
曜
と
摩
拏
赦
（
人
間
の
男
）
で
す
。こ
の
二
体
の
上
に
は
、
赤
み
を
帯
び
た
円
光
を
持
つ

ま

ぬ

し

ゃ

摩
拏
赦
女
（
人
間
の
女
）
が
居
て
、こ
の
三
体
は
、
ち
ょ
う
ど
三
角
形
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
の

ま

ぬ

し

ゃ

に

ょ

摩
拏
赦
女
の
右
に
は
、
死
と
病
の
魔
神
の
遮
文
茶
が
居
て
、
赤
黒
い
猪
の
頭
で
、
冠
を
頂
き
、
右
手

ま

ぬ

し

ゃ

に

ょ

や
ま
い

し

ゃ

も

ん

だ

い
の
し
し

に
器
盤
を
持
ち
、
左
手
を
拳
に
し
て
い
ま
す
。

こ
ぶ
し

そ
の
右(

南
側)

に
居
る
の
は
、
赤
い
衣
を
着
て
目
立
つ
姿
の
帝
釈
女
で
す
（
東
の
外
金
剛
部
院
の

た
い
し
ゃ
く
に

ょ

げ

こ

ん

ご
う

北
側
の
帝
釈
天
と
対
応
す
る
？
）
。
帝
釈
女
の
下
に
、
鳩
摩
利
と
梵
天
女
が
左
右
に
並
ん
で
い
ま

た
い

し
ゃ
く

て

ん

た
い

し
ゃ
く

に

ょ

く

ま

り

ぼ

ん

て

ん

に

ょ

す
。
帝
釈
女
に
向
か
っ
て
右
隣
に
居
る
の
は
、
緑
の
衣
に
赤
い
袈
裟
を
ま
と
う
烏
摩
妃
で
す
。

た
い

し
ゃ
く

に

ょ

み

ぎ

ど
な
り

う

ま

ひ

烏
摩
妃
の
右(

南
側)

に
居
る
の
は
、
、
白
牛
に
跨
が
り
三
つ
叉
の
宝
戟
を
持
つ
大
自
在
天
で
す
。こ
れ

う

ま

ひ

ま

た

ほ

う

げ

き

だ
い

じ

ざ
い

て

ん

に
向
か
っ
て
右(

南
側)

に
、
赤
い
宝
珠
の
よ
う
な
も
の
を
持
つ
羅
刹
女
（
上
）
と
、
羅
刹(

下)

が
い
ま

ほ

う

じ

ゆ

ら

せ
つ

に

ょ

ら

せ
つ

す
。
最
南
端
に
は
羅
刹
天
が
居
ま
す
。
羅
刹
天
は
、
目
を
む
い
た
恐
ろ
し
い
形
相
で
左
側
を
睨
み
、

ら

せ
つ

て

ん

ら

せ
つ

て

ん

ぎ
よ
う

そ

う

に

ら
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赤
い
衣
を
ま
と
い
、
右
手
に
剣
を
持
ち
、
左
手
で
剣
の
印
を
作
っ
て
い
ま
す
。
羅
刹
天
は
、そ
の
剣
で
衆

ら

せ
つ

し

ゆ

生
の
煩
悩
を
断
つ
と
言
わ
れ
、
十
二
天
の
一
人
で
あ
り
、
西
南
の
方
位
を
守
護
し
ま
す
。
も
と
は
人

じ
よ
う

ぼ
ん

の

う

を
食
ら
う
鬼
神
で
し
た
が
、
仏
の
説
法
に
接
し
、
法
華
経
を
信
じ
て
衆
生
を
守
る
神
に
な
っ
た
と
言

ほ
と
け

し

ゆ
じ
よ
う

わ
れ
ま
す
。

五
章

北
と
南
の
外
金
剛
部
院

げ

こ

ん

ご

う

ぶ

い

ん

【
外
金
剛
部
院
】（
北
）

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

最
左
端
（
北
）と
最
右
端
（
南
）の
外
金
剛
部
院
に
は
、
縦
の
院
の
中
央
に
、
緑
の
門
柱
二
柱
が
縦

げ

こ

ん

ご
う

に
並
ん
で
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、こ
れ
ら
の
院
の
諸
尊
は
、
上
下
に
並
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
縦
並
び

の
諸
尊
は
、
東
と
西
の
外
金
剛
部
院
の
門
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
中
央
の
門
か
ら
二
つ（
上
下
）に

げ

こ

ん

ご
う

分
か
れ
て
、
門
か
ら
上
と
下
の
最
端
に
い
た
る
構
成
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
は
、
門
の
上

部
を
下
か
ら
上
（
東
）へ
、
門
の
下
部
を
上
か
ら
下
（
西
）へ
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。こ
の
構
成
は
、

金
剛
手
院
と
観
音
院
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
か
ら
、こ
れ
ら
の
両
院
も
、
上
下
の
真
ん
中
か
ら
上
と

か

ん

の

ん

下
へ
向
か
う
序
列
で
見
る
の
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。〔
以
下
の
記
述
は
「
イ
ン
タ
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ー
ネ
ッ
ト
のM

an
d
ara

D
u
alism

」（
二
〇
二
四
年
一
一
月
一
二
日
）の｢

外
金
剛
院
（
西
）｣

や
東

げ

こ

ん

ご
う

寺
発
行
の
胎
蔵
曼
荼
羅
図
（M

A
N
D
A
L
A

）
を
参
照
し
ま
し
た
。
〕

北
と
南
の
両
外
金
剛
部
院
の
門
柱
は
、
曼
荼
羅
図
全
体
へ
の
出
入
り
口
だ
と
あ
り
ま
す
〔
『
東
寺

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

の
曼
荼
羅
図
』
五
三
頁
〕
。
北
の
外
金
剛
部
院
の
門
頭
に
は
、
頭
に
二
本
角
の
魔
除
け
の
鬼
が
歯
を

げ

こ

ん

ご
う

む
き
出
し
に
し
て
い
ま
す
。そ
の
下
に
は
、
二
本
の
柱
の
間
に
、
頭
上
に
七
匹
の
蛇
を
つ
け
、
右
手
に
剣

を
持
つ
た
難
陀
龍
王
（
八
大
龍
王
の
一
人
で
雨
乞
い
の
龍
神
）
が
右(

南
側)

に
、そ
の
左(

北)

に
は
、

な

ん

だ

り
ゅ
う
お
う

弟
の
烏
波
難
陀
龍
王
が
、
同
じ
七
蛇
を
頭
上
に
つ
け
て
、
顔
を
見
合
わ
せ
て
並
ん
で
い
ま
す
。

う

は

な

ん

だ

り

ゅ

う

お

う

「
難
陀
」の
原
意
は
「
歓
喜
と
幸
せ
」
を
意
味
し
ま
す
。
二
人
の
下
の
右
側
に
は
、
左
手
を
膝
に
置
き
、

な

ん

だ

右
手
を
「
く
」
の
字
に
あ
げ
た
倶
肥
羅
天
（
財
宝
を
護
る
神
）
が
居
て
、
そ
の
向
か
っ
て
左(

北
側)

に

く

び

ら

て

ん

並
ん
で
、
妃
の
倶
肥
羅
天
女
が
居
ま
す
（
「
倶
肥
羅
」の
原
意
は｢

富
の
神
」
）
。
以
上
が
、
門
柱
の
中

き
さ
き

く

び

ら

て

ん

に

ょ

く

び

ら

で
門
を
護
る
四
体
で
す
。

門
柱
の
上
（
東
）に
は
、
十
二
天
の
一
人
で
天
の
北
方
を
守
る
毘
沙
門
天
が
居
ま
す
。
毘
沙
門
天

び

し

ゃ

も

ん

て

ん

び

し

ゃ

も

ん

て

ん

は
、
天
の
四
方
を
護
る
四
天
王
と
し
て
は
、
多
聞
天
と
も
称
さ
れ
、
宝
珠
を
載
せ
た
長
い
宝
棒
を
右

た

も

ん

て

ん

ほ

う

じ

ゆ

ほ

う

ぼ

う

手
で
握
り
、
左
手
に
舎
利
塔
を
載
せ
て
い
ま
す
。
毘
沙
門
天
の
上
（
東
）に
は
、
赤
い
炎
光
に
包
ま
れ

し

ゃ

り

と

う

び

し

ゃ

も

ん

て

ん
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た
成
就
持
明
仙
が
座
っ
て
い
ま
す
。｢

明
呪｣

は
、
密
教
の
真
言
を
唱
え
る
呪
い
の
こ
と
で
、
成
就
持

じ

ょ

う
じ
ゅ

じ

み
ょ
う
せ
ん

み
ょ
う
じ
ゅ

ま
じ
な

じ

ょ

う
じ
ゅ

じ

明
仙
は
、こ
の
呪
い
の
効
力
を
発
揮
（
成
就
）
さ
せ
る
仙
人
で
す
。そ
の
左
に
は
、
小
柄
な
妃
の
成
就

み
ょ
う
せ
ん

ま
じ
な

き
さ
き

じ
ょ
う

じ

ゅ

持
明
仙
女
が
立
っ
て
い
ま
す
。

じ

み
ょ
う
せ

ん

に

ょ

成
就
持
明
仙
の
上
（
東
）に
は
、
三
体
ず
つ
六
体
が
、
縦
の
二
列
に
な
っ
て
居
ま
す
。
成
就
持
明
仙

じ

ょ
う
じ
ゅ

じ

み
ょ
う
せ
ん

じ
ょ
う

じ

ゅ

じ

み
ょ
う
せ
ん

の
す
ぐ
上
（
東
）の
左
（
北
）
が
危
宿
で
、
向
か
っ
て
右
（
南
）
が
虚
宿
、そ
の
上
は
、
左
が
奎
宿
で
右
が

き

し
ゆ
く

き

ょ
し
ゆ
く

け

い
し
ゆ
く

室
宿
、そ
の
上
は
、
左
が
婁
宿
で
、
右
が
壁
宿
で
、
合
わ
せ
て
六
尊
で
す
。こ
れ
ら
左
右
の
宿
は
顔
を

し
つ
し
ゆ
く

ろ

う
し
ゆ
く

へ

き

し
ゆ
く

し
ゆ
く

見
合
わ
せ
て
い
ま
す
が
、
六
体
の
上
（
東
）に
は
胃
宿
だ
け
が
居
ま
す
。こ
れ
ら
七
尊
は
、
二
十
八
宿

い

し
ゆ
く

し
ゆ
く

の
北
方
玄
武
七
星
で
、
赤
い
宝
珠
を
手
に
し
て
い
ま
す
。

ほ
っ

ぽ
う

げ

ん

ぶ

し

ち

せ
い

ほ

う

じ

ゆ

胃
宿
の
右
上
に
は
少
女
宮
が
居
ま
す
（
十
二
宮
の
お
と
め
座
）
。そ
の
左
（
北
）に
居
る
の
は
蟹
の

い

し
ゆ
く

し
ょ
う
に

ょ

ぐ

う

か

に

姿
の
（
巨
）
蟹
宮
で
（
十
二
宮
の
か
に
座
）
、こ
れ
ら
二
つ
の
上
に
、
獅
子
の
姿
の
獅
子
宮
が
居
ま
す

き

ょ

か
い

ぐ

う

し

し

し

し

ぐ

う

（
十
二
宮
の
獅
子
座
）
。
獅
子
の
左
上
に
居
る
の
は
、
赤
い
衣
を
ま
と
い
、
両
手
を
宝
棒
の
上
に
載
せ

し

し

し

し

ほ

う

ぼ
う

て
座
る
戦
鬼
で
、こ
れ
は
戦
争
の
鬼
で
す
。
戦
鬼
の
右
に
は
、ふ
っ
く
ら
と
美
し
い
顔
の
金
曜
（
金
星
を

せ

ん

き

せ

ん

き

表
す
）
が
居
て
、
赤
い
袈
裟
を

翻

し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
コ

け

さ

ひ
る
が
え

ン
で
描
か
れ
る
戦
の
男
神
マ
ル
ス（
火
星
）と
平
和
の
女
神
ウ
ェ
ヌ
ス（
金
星
）
を
想
起
さ
せ
ま
す
。

い
く
さ
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二
体
の
上
に
は
、
右
手
に
長
い
三
つ
叉
の
宝
戟
を
持
ち
、
顔
が
象
を
想
わ
せ
る
毘
那
夜
迦
が
居
ま

ほ

う

げ

き

び

な

や

か

す
。こ
れ
の
梵
語
名
の
原
意
は
、｢

導
き
案
内
す
る
者｣

「
障
害
を
取
り
除
く
者
」
で
、ヒ
ン
ズ
ー
教
の

神
を
受
け
継
ぐ
そ
の
頭
部
は
象
の
姿
で
す
。
な
お
、
中
国
の
唐
の
歓
喜
天
の
眷
属
で
は
、
象
の
頭
の

か

ん

ぎ

て

ん

人
身
が
、
二
体
の
男
女
に
な
っ
て
抱
擁
し
合
う
姿
も
あ
り
ま
す
。
毘
那
夜
迦
の
上
は
、
北
金
剛
部
院

び

な

や

か

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

の
最
東
端
に
あ
た
り
、そ
こ
に
居
る
の
は
、
青
黒
く
、い
か
め
し
い
三
面
六
臂
の
摩
訶
迦
羅
で
す
。
も
と

ぴ

ま

か

か

ら

の
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
破
壊
の
神
で
、い
わ
ゆ
る
大
黒
天
の
元
祖
に
あ
た
り
ま
す
が
、
仏
教
で
は
、
戦
と

い
く
さ

財
福
と
冥
界
を
表
し
、
両
手
で
剣
を
握
っ
て
馬
に
乗
り
、
背
後
に
は
象
の
皮
を
手
で
広
げ
て
い
ま
す
。

み
ょ
う

か
い

そ
の
上
は
、
東
の
外
金
剛
部
院
の
最
北
端
に
も
な
り
、
青
い
伊
舎
那
天
と
、そ
の
下
に
小
柄
な
伊
舎

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

い

し

ゃ

な

て

ん

い

し

ゃ

那
天
妃
が
居
ま
す
。

な

て

ん

ひ

北
の
外
金
剛
部
院
の
中
央
の
門
の
下
（
西
側
）に
居
る
の
は
、
左
手
で
金
剛
拳
を
つ
く
り
、
右
手
で

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

こ

ん

ご
う

け

ん

金
剛
杵
を
握
る
帝
釈
天
で
す
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
帝
釈
天
は
二
人
居
て
〔
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
八

こ

ん

ご
う

し

よ

た
い

し
ゃ
く
て

ん

た
い

し
ゃ
く

て

ん

七
八
頁
〕
、
東
の
門
の
北
側
（
左
）の
帝
釈
天
は
、
灰
色
姿
で
、い
か
め
し
い
顔
で
右
を
向
い
て
い
ま
す

た
い

し
ゃ
く
て

ん

が
、
北
門
の
下
（
西
側
）の
ほ
う
は
、
女
性
を
想
わ
せ
る
白
い
顔
で
正
面
を
向
い
て
い
ま
す
。
帝
釈
天
の

た
い
し
ゃ
く
て

ん

右
下
に
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
帝
釈
后
で
、こ
の
二
人
の
下
（
西
）で
躍
っ
て
い
る
の
は
樂
天
で

た
い

し
ゃ
く

ご
う

が

く

て

ん
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す
。
樂
天
の
足
下
の
左
右
に
は
、
二
人
の
歌
天
が
居
て
、こ
れ
ら
の
女
天
は
、
両
手
を
叩
い
て
？
聖
な

が

く

て

ん

か

て

ん

る
歌
を
讃
美
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。そ
の
下
の
左
右
に
、
帝
釈
天
の
眷
属
で
あ
る
緊
那
羅
と

た
い
し
ゃ
く
て

ん

け

ん

ぞ
く

き

ん

な

ら

緊
那
羅
女
が
居
ま
す
。こ
の
二
人
は
音
楽
の
神
で
、
手
に
何
か
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

き

ん

な

ら

に

ょ

二
人
の
下
（
西
）に
は
、
赤
い
袈
裟
を

翻

え
し
て
座
っ
て
い
る
摩
睺
羅
迦
が
居
ま
す
。ほ
ん
ら
い
、

け

さ

ひ
る
が
え

ま

ご

ら

が

首
は
大
蛇
で
体
は
人
間
の
イ
ン
ド
の
鬼
神
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、こ
こ
で
は
、ふ
っ
く
ら
し
た
優
し
い

顔
を
見
せ
る
帝
釈
天
の
眷
属
で
、
緊
那
羅
と
と
も
に
音
楽
の
神
で
す
。
摩
睺
羅
迦
の
左
右
に
居
る
の

た
い
し
ゃ
く
て

ん

け

ん

ぞ
く

き

ん

な

ら

ま

ご

ら

が

は
、
摩
睺
羅
迦
女
た
ち
で
、
二
人
と
も
摩
睺
羅
迦
の
妃
で
す
。
摩
睺
羅
迦
を
中
に
し
て
並
ぶ
三
体
の

ま

ご

ら

が

に

ょ

ま

ご

ら

が

き
さ
き

ま

ご

ら

が

下
に
は
、
同
様
に
三
体
ず
つ
並
ぶ
仏
た
ち
が
六
段
続
き
、
摩
睺
羅
迦
か
ら
始
め
て
、
八
段
目
に
、
風

ほ
と
け

ま

ご

ら

が

ふ

う

天
と
、そ
の
童
子
の
二
体
が
来
ま
す
。

て

ん

摩
睺
羅
迦
の
下
に
居
る
の
は
、
成
就
持
明
仙
の
三
人
組
で
す
。
成
就
持
明
仙
（
呪
い
を
成
就
さ
せ

ま

ご

ら

が

じ
ょ
う
じ

ゅ

じ

み
ょ
う
せ
ん

じ
ょ
う
じ

ゅ

じ

み
ょ
う
せ
ん

る
仙
人
）は
、
左
手
に
何
か
持
っ
て
い
て
、
左
右
に
妃
の
成
就
持
明
仙
女
が
居
ま
す
。そ
の
下
の
自
鬘

き
さ
き

じ
ょ
う

じ

ゅ

じ

み
ょ
う
せ
ん

に

ょ

じ

ま

ん

天
と
二
人
の
自
鬘
天
女
は
、
次
に
来
る
他
化
自
在
天
の
眷
属
で
す
。
そ
の
下
に
来
る
の
は
他
化
自

て

ん

じ

ま

ん

て

ん

に

ょ

た

げ

じ

ざ
い

て

ん

け

ん

ぞ
く

た

げ

じ

在
天
で
、そ
の
名
前
は
、
他
者
の
快
楽
を
ほ
し
い
ま
ま
に
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
変
化
す
る
も
の

ざ
い

て

ん

へ

ん

げ

を
意
味
し
ま
す
。
も
と
は
、
覚
り
の
道
を
妨
げ
る
魔
神
で
し
た
が
、こ
こ
で
は
、
逆
に
覚
り
の
道
を
楽

さ

と

さ

と
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し
ま
せ
る
仏
で
す
。
左
手
に
弓
、
右
手
に
矢
を
持
つ
の
は
、
快
楽
の
獲
物
を
自
由
に
仕
留
め
る
た
め
で

ほ
と
け

し

と

す
。
左
右
に
は
、
他
化
自
在
天
女
が
居
ま
す
。そ
の
下
に
、
白
い
衣
で
正
面
を
向
い
て
い
る
の
は
兜
卒

た

げ

じ

ざ
い

て

ん

に

ょ

と

そ
つ

天
で
、
五
感
の
欲
望
を
満
た
す
喜
び
を
表
し
て
い
ま
す
。
兜
卒
天
に
は
、
内
院
と
外
院
と
が
あ
っ
て
、

て

ん

と

そ
つ

て

ん

げ

い

ん

内
院
は
弥
勒
菩
薩
の
浄
土
で
、
外
院
は
、
天
の
衆
生
が
楽
し
む
場
所
で
す
。
左
右
に
居
る
兜
卒
天

み

ろ

く

ぼ

さ
つ

げ

い

ん

し

ゆ

じ
よ
う

と

そ
つ

て

ん

女
は
、
左
（
北
側
）
が
白
い
衣
で
右(

南
側)

が
赤
い
衣
で
、
右
の
赤
い
ほ
う
が
弥
勒
菩
薩
で
し
ょ
う
。

に

ょ

み

ろ

く

ぼ

さ
つ

そ
の
下
に
は
、
大
高
音
天
と
二
人
の
高
音
天
女
が
居
ま
す
。
仏
教
の
三
界
と
は
、
外
側
か
ら
、
色

だ
い

こ

う

お

ん

て

ん

こ

う

お

ん

て

ん

に

ょ

さ

ん

が
い

界
と
欲
界
と
無
色
界
と
が
、
ち
ょ
う
ど
胎
蔵
曼
荼
羅
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
て
、そ
の
中
心
に
、
大

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら

だ
い

日
如
来
の
仏

性
が
存
在
し
ま
す
。｢

光
音
」
と
は
、｢

音
声｣

を
発
す
る
こ
と
の
な
い（
大
日
如
来
の
言

に

ち

に

よ

ら
い

ぶ
っ
し
ょ
ょ
う

こ

う

お

ん

お

ん
じ
ょ
う

だ
い

に

ち

に

よ

ら
い

葉
の
）
光
明
が
、そ
こ
か
ら
「
鳴
り
響
く
」こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
如
来
は
、
音
声
が
な
く
、
語
る
と
き

こ

う

み
ょ
う

に

よ

ら
い

お

ん

じ
ょ
う

に
は
口
か
ら
浄
ら
か
な
光
を
発
し
て
語
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
下
に
は
、
緑
の
袈
裟
を
ま
と

き

よ

け

さ

い
、
右
手
に
蓮
華
の
花
の
茎
を
持
つ
光
音
天
と
二
人
の
光
音
天
女
が
居
ま
す
。
光
音
天
の
三
体
組

こ

う

お

ん

て

ん

こ

う

お

ん

て

ん

に

ょ

こ

う

お

ん

て

ん

の
下
に
居
る
の
は
、
二
人
の
風
天
童
子
と
、そ
の
下
で
袈
裟
を

翻
し
右
手
に
長
い
幢

を
持
つ
風
天

ふ

う

て

ん

ど
う

じ

け

さ

ひ
る
が
え

は

た

ふ

う

て

ん

で
す
（
西
の
外
金
剛
部
院
の
最
北
端
）
。

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

【
外
金
剛
部
院
】（
南
）

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん
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中
央
の
門
の
上
に
居
る
鬼
の
面
は
、
南
北
同
じ
で
す
が
、
北
の
門
上
の
鬼
の
頭
に
は
火
炎
を
帯
び

た
緑
の
宝
珠
が
あ
り
、
二
柱
の
門
上
に
は
、
大
き
な
薬
壺
の
よ
う
な
も
の
が
載
っ
て
い
て
、
南
の
ほ
う
で

ほ

う

じ

ゆ

や

つ

こ

は
、
鬼
の
頭
上
と
二
柱
の
門
上
に
は
、
火
炎
を
帯
び
た
黒
い
宝
珠
が
あ
り
ま
す
。〔
以
下
の
記
述
は

ほ

う

じ

ゆ

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

M
an
d
ara

D
u
alism

」（
二
〇
二
四
年
一
一
月
一
二
日
）の｢

外
金
剛
院

げ

こ

ん

ご
う

（
南
）｣

や
そ
の
他
を
参
照
し
ま
し
た
。
〕

南
の
外
金
剛
部
院
の
中
央
に
あ
る
二
柱
の
門
の
中
に
居
る
の
は
、
北
の
場
合
と
同
じ
で
、
上
の
向

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

か
っ
て
左(

北
側)

に
難
陀
龍
王
と
、そ
の
右(

南)

側
に
烏
波
難
陀
龍
王
が
居
ま
す
。
難
陀
龍
王
は
、

な

ん

だ

り
ゅ
う
お
う

う

は

な

ん

だ

り

ょ

う

お

う

な

ん

だ

り
ゅ
う
お
う

北
と
南
と
西
の
三
つ
の
外
金
剛
部
院
の
中
央
に
あ
る
二
柱
の
門
の
中
に
居
ま
す
（
東
寺

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

M
A
N
D
A
L
A

の
裏
面
を
参
照
）
。
北
の
難
陀
龍
王
は
、
頭
髪
に
何
匹
も
の
蛇
を
持
ち
、
右
手
で
剣

な

ん

だ

り
ゅ
う
お
う

を
握
り
、
左
手
は
金
剛
拳
を
膝
の
上
に
載
せ
て
い
ま
す
。
、
南
の
難
陀
龍
王
の
頭
髪
も
蛇
で
す
が
、
左

こ

ん

ご
う

け

ん

な

ん

だ

り
ゅ
う
お
う

手
を
膝
の
上
に
置
き
、
右
手
で
何
か
を
握
っ
て
い
ま
す
。
北
の
烏
波
難
陀
龍
王
は
、
相
手
の
難
陀

う

は

な

ん

だ

り

ょ

う

お

う

な

ん

だ

龍
王
と
同
じ
に
蛇
の
頭
髪
で
、
南
の
烏
波
難
陀
龍
王
も
、
そ
の
相
手
と
同
じ
蛇
の
頭
髪
で
、
そ
の
姿

り
ゅ
う
お
う

う

は

な

ん

だ

り

ょ

う

お

う

も
、
相
手
の
難
陀
龍
王
と
同
じ
様
で
す
。
南
で
は
、
二
人
の
下
に
居
て
門
を
護
る
左
右
の
二
人
は
阿

な

ん

だ

り
ゅ
う
お
う

あ

修
羅
で
す
（
も
と
は
呪
術
に
優
れ
た
ヒ
ン
ズ
ー
の
神
ア
ス
ラ
）
。
二
人
と
も
北
の
二
人
と
同
じ
に
、
右

し

ゅ

ら
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手
で
剣
を
握
っ
て
、
左
手
の
ほ
う
は
膝
の
上
に
置
い
て
い
ま
す
が
、
着
て
い
る
衣
の
色
が
異
な
っ
て
、
北

の
左
側
が
赤
い
の
に
対
し
て
、
南
で
は
、
右
側
が
赤
い
衣
で
す
。

門
の
上
部
を
下
（
西
）
か
ら
上
（
東
）へ
見
て
い
く
と
、
南
の
門
の
上
（
東
）に
い
る
の
は
増
長
天
で

ぞ

う

ち
ょ
う

て

ん

す
。
梵
語
の
名
前
の
原
義
は
「
芽
を
出
し
は
じ
め
た
穀
物
」「
増
長
」の
意
味
で
、
天
の
南
方
を
護
る

ぼ
ん

ご

四
天
王
の
一
人
で
す
。
両
手
を
膝
の
上
に
置
き
、
目
を
む
い
て
正
面
を
見
据
え
て
い
ま
す
。そ
の
向
か

っ
て
右
に
は
、
緑
色
の
小
柄
な
増
長
天
の
従
者
が
座
っ
て
い
ま
す
。

ぞ

う
ち
ょ
う
て

ん

増
長
天
の
上
（
東
）に
は
、
美
し
い
顔
の
薬
叉
持
明
を
真
ん
中
に
、
左
右
に
薬
叉
持
明
女
が
居
ま

ぞ

う
ち
ょ
う
て

ん

や

く

し

ゃ

じ

み
ょ
う

や

く

し

ゃ

じ

み
ょ
う
に

ょ

す
。
薬
叉
持
明
は
、
も
と
は
ヒ
ン
ズ
ー
の
鬼
神
で
す
が
、
仏
教
で
は
、
財
宝
の
恵
み
を
も
た
ら
し
ま

や

く

し

ゃ

じ

み
ょ
う

す
。
、
左
右
の
二
人
は
、
呪
い
に
優
れ
た
（
明
呪
）
侍
女
で
、
左(

北)

の
侍
女
は
座
り
、
右(

南)

の
侍
女

ま
じ
な

み
ょ
う
じ
ゅ

は
立
っ
て
槍
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
の
左(

北)

と
右(

南)

の
二
人
は
、
角
宿
と
氏
宿
、そ
の
上
は
、
張
宿
と
翼
宿
で
、
ど
れ
も
南

か
く
し
ゅ
く

し

し
ゅ
く

ち
ょ
う
ふ
く

よ
く
し
ゅ
く

の
方
位
（
朱
雀
）
を
護
る
宿
で
す
。そ
の
上
に
は
、
軫
宿
を
真
ん
中
に
し
て
、そ
の
左(

北)

と
右(

南)

に

し
ゅ
く

し
ん
し
ゅ
く

星
宿
（
土
地
宿
の
異
名
）と
亢
宿
と
が
居
ま
す
。
ど
れ
も
、
二
十
八
宿
の
南
方
朱
雀
七
星
に
属
し

せ

い

し
ゅ
く

し
ゆ
く

こ

う

し
ゆ
く

し
ゆ
く

す

ざ

く

し

ち

せ
い

ま
す
。
角
宿
か
ら
亢
宿
ま
で
の
七
人
は
、
赤
い
宝
珠
を
手
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
の
左
右
の
二
人

か

く

し
ゆ
く

こ

う

し
ゆ
く

ほ

う

じ

ゆ
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は
、
木
曜
（
木
星
を
司
ど
る
）と
火
曜
（
火
星
を
司
ど
る
）で
す
。
ど
ち
ら
も
九
曜
に
入
り
ま
す
。

つ
か
さ

つ
か
さ

木
曜
と
火
曜
の
間
に
居
て
、
南
側
の
火
曜
の
す
ぐ
左(

北)

に
、
大
き
な
顔
だ
け
を
見
せ
て
い
る
女

性
ら
し
い
の
が
羅
睺
星
で
す
。
も
と
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
、こ
れ
は
凶
星
で
し
た
。
火
水
木
金
土
の
五
つ

ら

ご

せ

い

の
惑
星
に
、
日
と
月
と
を
加
え
る
と
七
惑
星
で
、こ
れ
に
羅
睺
星
と
計
都
星
（
こ
の
二
つ
は
実
在
し
な

ら

ご

せ

い

け

い

と

せ
い

い
仮
想
の
惑
星
）
を
加
え
る
と
、
吉
凶
を
占
う｢

九
曜
」
に
な
り
、
羅
睺
星
は
九
曜
の
一
つ
で
、
日
蝕
と

ら

ご

せ

い

月
蝕
を
起
こ
す
凶
星
で
す
。

向
か
っ
て
左
側
の
木
曜
と
右
側
の
羅
睺
星
の
す
ぐ
上
に
は
、
左
向
き
の
魚
が
居
て
、
そ
の
魚
の
左

ら

ご

せ

い

上
に
は
、
も
う
一
匹
の
魚
が
右
を
向
い
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
二
匹
の
魚
が
双
魚
宮
（
う
お
座
）で
す
。こ

そ

う

ぎ

ょ

ぐ

う

の
二
匹
に
向
か
っ
て
右
に
は
、
歯
を
む
い
て
口
を
開
け
、
赤
い
尾
ひ
れ
を
持
つ
大
き
な
怪
魚
の
摩
竭
宮

ま

か

つ

ぐ

う

が
居
ま
す
。
摩
竭
宮
は
黄
道
十
二
宮
の
山
羊
座
に
あ
た
り
ま
す
。そ
の
上
に
は
、
蓮
華
の
花
弁
を
入

ま

か

つ

ぐ

う

こ

う

ど

う

れ
た
大
き
な
壺
の
形
を
し
た
賢
瓶
宮
（
み
ず
が
め
座
）
が
来
ま
す
。
賢
瓶
宮
の
上
に
来
る
の
が
、
自
在

け
ん
び
ょ
う
ぐ
う

け
ん
び
ょ
う
ぐ
う

じ

ざ
い

天
女
で
、
そ
の
左
右
に
、
毘
紐
女
と
夜
摩
女
が
居
ま
す
。こ
の
二
人
は
閻
魔
天
の
眷
属
で
、
七
母
女

て

ん

に

ょ

び

ち

ゅ

う

に

ょ

や

ま

に

ょ

え

ん

ま

て

ん

け

ん

ぞ
く

し

ち

も

に

ょ

天
に
含
ま
れ
ま
す
。

て

ん

毘
紐
女
と
夜
摩
女
の
上
に
は
、
髭
を
生
や
し
痩
せ
た
姿
（
修
業
僧
）の
瞿
曇
仙
と
、
槍
の
よ
う
な

び

ち

ゅ

う

に

ょ

や

ま

に

ょ

く

ど

ん

せ

ん
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宝
戟
を
持
つ
若
い
瞿
曇
后
が
居
ま
す
。「
瞿
曇
」
は
、
釈
迦
の
姓
の｢

ゴ
ー
タ
マ｣

か
ら
出
た
仙
人
の
名

ほ

う

げ

き

く

ど

ん

ご

う

く

ど

ん

し

や

か

前
で
す
。そ
の
上
に
は
、
火
天
の
眷
属
で
あ
る
阿
詣
羅
仙
（
瞿
曇
と
同
じ
よ
う
な
姿
）と
、
宝
棒
を
持

か

て

ん

け

ん

ぞ
く

あ

け

い

ら

せ

ん

く

ど

ん

ほ

う

ぼ

う

つ
若
い
阿
詣
羅
仙
后
が
来
ま
す
。そ
の
上
に
、
煩
悩
を
焼
き
尽
く
す
火
炎
を
帯
び
て
、
火
天
が
居
ま

あ

け

い

ら

せ

ん

ご

う

ぼ
ん

の

う

か

て

ん

す
（
北
外
金
剛
部
院
の
最
南
端
）
。

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

南
の
外
金
剛
部
院
の
中
央
の
門
の
下
（
西
）に
は
、
閻
魔
天
王
を
中
心
に
、
左
右
に
、
黒
闇
天
女

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

え

ん

ま

て

ん

の

う

こ

く

あ

ん

て

ん

に

ょ

と
太
山
府
君
が
居
ま
す
。
閻
魔
天
は
、
も
と
は
イ
ン
ド
の
神
で
、
仏
教
で
は
運
命
や
死
と
冥
界
の
神

た
い

せ

ん

ふ

く

ん

え

ん

ま

て

ん

で
す
（
閻
魔
天
は
焔
摩
天
と
も
記
さ
れ
ま
す
。
密
教
で
は
焔
摩
天
を
用
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
で

え

ん

ま

て

ん

え

ん

ま

て

ん

え

ん

ま

て

ん

す
）
。
密
教
で
焔
摩
天
は
、
八
方
位
（
東
西
南
北
と
東
北
・
東
南
・
西
北
・
西
南
）
を
守
護
す
る

え

ん

ま

て

ん

八
方
天
の
一
人
で
す
。
帝
釈
天
（
東
）
、
火
天
（
東
南
）
、
焔
摩
天
（
南
）
、
羅
刹
天
（
西
南
）
、
水
天

は
っ

ぽ

う

て

ん

た
い

し
ゃ
く

て

ん

か

て

ん

え

ん

ま

て

ん

ら

せ
つ

て

ん

す

い

て

ん

（
西
）
、
風
天
（
西
北
）
、
毘
沙
門
天
（
北
）
、
伊
舎
那
天
（
東
北
）で
、
焔
摩
天
は
南
方
を
護
り
ま
す
。

ふ

う

て

ん

び

し

ゃ

も

ん

て

ん

い

し

ゃ

な

て

ん

え

ん

ま

て

ん

焔
摩
天
に
属
す
る
眷
属
に
焔
摩
七
母
天
が
い
ま
す
。
門
の
上
（
東
）
側
に
描
か
れ
て
、
先
に
見
た
自

え

ん

ま

て

ん

け

ん

ぞ
く

え

ん

ま

し

ち

も

て

ん

じ

在
天
女
も
、
毘
紐
女
と
夜
摩
女
も
焔
摩
七
母
天
に
入
り
ま
す
。

ざ
い

て

ん

に

ょ

び

ち

ゅ

う

に

ょ

や

ま

に

ょ

え

ん

ま

し

ち

も

て

ん

南
側
の
外
金
剛
部
院
の
中
央
門
の
す
ぐ
下
（
西
）に
居
る
の
は
焔
摩
天
で
、ふ
っ
く
ら
し
た
優
し
い

げ

こ

ん

ご
う

ぶ

い

ん

え

ん

ま

て

ん

顔
を
や
や
下
に
傾
け
て
水
牛
の
上
に
座
り
、
左
手
に
、
人
の
顔
を
載
せ
た
幢
を
持
ち
、
右
手
は
恐
れ

は

た
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を
取
り
除
く
施
無
畏
印
で
す
。
焔
摩
天
が
顔
を
向
け
て
い
る
の
は
、そ
の
左(

北
側)

下
に
居
る
小
柄

せ

む

い

い

ん

え

ん

ま

て

ん

な
黒
闇
天
女
で
す
。
梵
語
の
名
前
の
原
義
は｢

人
が
死
ぬ
夜
」
で
、
三
人
居
る
焔
摩
天
の
妃
の
一
人

こ

く

あ

ん

て

ん

に

ょ

え

ん

ま

て

ん

き
さ
き

で
す
。

焔
摩
天
の
下
（
西
）に
は
、
太
山
府
君
が
居
ま
す
。
焔
摩
天
の
眷
属
で
、
名
前
の
由
来
は
、「
人
間

え

ん

ま

て

ん

た
い

せ

ん

ふ

く

ん

え

ん

ま

て

ん

け

ん

ぞ
く

の
行
為
を
記
録
す
る
者
」
で
す
。
太
山
府
君
も
、
輪
の
中
に
人
の
顔
を
載
せ
た
幢
を
持
ち
、
そ
の
左

た
い

せ

ん

ふ

く

ん

は

た

下
に
居
て
、
茶
色
の
長
い
髪
の
束
を
な
び
か
せ
て
合
掌
し
て
い
る
小
柄
な
人
物
に
語
り
か
け
て
い
ま

が
っ

し
ょ
う

す
。そ
の
名
は
「
死
鬼
衆
」
で
、
死
後
に
地
獄
で
閻
魔
の
裁
き
を
受
け
る
死
人
た
ち
の
一
人
で
す
。

し

き

し
ゅ
う

え

ん

ま

と
こ
ろ
で
、
太
山
府
君
の
左
下
（
死
鬼
衆
の
真
下
）に
居
て
、
左
手
に
花
を
持
ち
、
右
手
に
大
き
な

た
い

せ

ん

ふ

く

ん

し

き

し
ゅ
う

壺
を
持
つ
白
い
女
性
ら
し
い
人
物
は
、
筆
写
（
私
市
）の
見
る
と
こ
ろ
、
太
山
府
君
の
妃
で
は
な
い
か

た
い

せ

ん

ふ

く

ん

き
さ
き

と
思
わ
れ
ま
す
。こ
の
妃
の
前
に
は
、
二
人
の
鬼
衆
女
が
居
て
、
恐
ろ
し
い
顔
つ
き
で
、（
人
の
）
血
で
満

き
さ
き

き

し
ゅ
う
に

ょ

た
さ
れ
た
大
き
な
皿
、「
劫
波
杯
」
を
手
に
し
て
い
ま
す
〔
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』
五
三
頁
の
図
一
二

ご
う

は

は
い

を
参
照
〕
。こ
れ
ら
三
人
の
下
に
は
、
同
じ
よ
う
な
小
柄
で
茶
色
の
鬼
衆
た
ち
が
六
人
続
き
ま
す
。

き

し
ゅ
う

六
人
の
鬼
衆
た
ち
の
下
に
居
る
三
体
の
白
い
人
物
た
ち
は
荼
吉
尼
衆
で
、
三
体
の
下
に
は
、
人
の

き

し
ゅ
う

だ

き

に

し

ゅ

う

死
体
ら
し
い
茶
色
の
姿
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
荼
吉
尼
衆
は
、
人
間
の
肉
を
食
べ
る
鬼
女
で
ヒ
ン
ズ

だ

き

に

し

ゅ

う

き

じ

ょ
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ー
の
女
神
ダ
キ
ー
ニ
に
由
来
す
る
荼
吉
尼
天
の
配
下
で
す
が
、
胎
蔵
曼
荼
羅
で
は
焔
摩
天
の
眷
属

だ

き

に

て

ん

た
い

ぞ

う

ま

ん

だ

ら

え

ん

ま

て

ん

け

ん

ぞ

く

に
な
り
ま
す
。
三
体
の
下
に
二
人
ず
つ
並
ぶ
四
人
は
、
呪
い
の
功
徳
に
優
れ
た
成
就
持
明
仙
衆
で
す

ま
じ
な

じ
ょ
う

じ

ゅ

じ

み
ょ
う
せ
ん
し
ゅ
う

が
、こ
こ
で
は
焔
摩
天
の
眷
属
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

え

ん

ま

て

ん

け

ん

ぞ
く

そ
の
下
に
は
、
右
手
に
利
権
を
持
つ
摩
尼
阿
修
羅
を
中
心
に
、
そ
の
両
側
に
は
摩
尼
阿
修
羅
の

ま

に

あ

し

ゅ

ら

妃
た
ち
、
三
日
月
型
の
刃
を
持
つ
宝
棒
を
手
に
す
る
摩
尼
阿
修
羅
女
た
ち
が
来
ま
す
。
摩
尼
阿
修

ほ

う

ぼ

う

ま

に

あ

し

ゅ

ら

に

ょ

ま

に

あ

し

ゅ

羅
た
ち
の
三
体
は
、
下
の
阿
修
羅
に
似
た
姿
を
し
て
い
て
、
阿
修
羅
衆
に
入
り
ま
す
。

ら

あ

し

ゅ

ら

あ

し

ゅ

ら

し
ゅ
う

摩
尼
阿
修
羅
の
下
に
は
、
阿
修
羅
が
居
て
、そ
の
両
側
に
居
る
の
は
、
阿
修
羅
の
妃
の（
眷
属
に
も

ま

に

あ

し

ゅ

ら

あ

し

ゅ

ら

あ

し

ゅ

ら

き
さ
き

け

ん

ぞ
く

見
え
ま
す
が
）
阿
修
羅
女
た
ち
で
す
。
阿
修
羅
は
、ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
天
帝
の
魔
性
の
ア
ス
ラ
神
の
こ

あ

し

ゅ

ら

に

ょ

あ

し

ゅ

ら

と
で
す
。
仏
教
で
は
、
護
法
の
た
め
に
闘
う
神
で
す
か
ら
、
鎧
を
着
て
、
赤
い
顔
を
し
て
横
目
で
睨
み

に

ら

を
効
か
せ
、
右
手
に
は
太
い
宝
棒
を
握
り
、
左
手
は
、
膝
の
上
で
金
剛
拳
を
握
っ
て
い
ま
す
。
左
（
北
）

ほ

う

ぼ

う

こ

ん

ご
う

け

ん

側
に
い
る
の
は
そ
の
妃
で
、
赤
い
衣
を
ま
と
い
、
額
に
花
弁
を
頂
く
阿
修
羅
女
で
す
。
阿
修
羅
の
従
者

き
さ
き

あ

し

ゅ

ら

に

ょ

あ

し

ゅ

ら

と
思
わ
れ
る
右(

南)

側
の
眷
属
は
、
先
が
二
股
で
法
輪
を
付
け
た
宝
戟
を
持
っ
て
い
ま
す
。
古
代
イ

け

ん

ぞ
く

ほ

う

げ

き

ン
ド
の
神
々
（
邪
神
や
魔
神
）は
、
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
で
、い
わ
ゆ
る
八
部
衆
と
称
さ
れ
る
部
族

き

え

を
形
成
し
ま
す
。
天
衆
、
龍
衆
、
夜
叉
衆
、
乾
闥
婆
衆
、
迦
楼
羅
衆
、
阿
修
羅
衆
、
緊
那
羅
衆
、

て

ん

し
ゅ
う

り
ゅ
う

し
ゅ
う

や

し

や

け

ん

だ

つ

ば

か

る

ら

あ

し

ゅ

ら

き

ん

な

ら
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摩
睺
羅
迦
衆
の
八
部
衆
で
、
阿
修
羅
は
、こ
の
八
部
衆
の
一
つ
を
形
成
し
ま
す
。

ま

ご

ら

が

あ

し

ゅ

ら

阿
修
羅
た
ち
の
下
に
は
、
左
と
右
に
、
赤
い
ス
カ
ー
ト
の
若
い
迦
楼
羅
女
と
、や
や
茶
色
が
か
っ
た

あ

し

ゅ

ら

か

る

ら

に

ょ

迦
楼
羅
王
と
が
居
ま
す
。
迦
楼
羅
は
、
風
雨
の
災
害
を
も
た
ら
す
毒
蛇
を
食
べ
て
人
を
護
る
霊
鳥

か

る

ら

お

う

か

る

ら

か
ら
由
来
す
る
の
で
、
衆
生
の
煩
悩
の
三
毒
を
食
ら
う
と
さ
れ
、こ
の
二
人
は
、
口
か
ら
金
箔
の
よ
う

し

ゆ
じ
よ
う

ぼ
ん

の

う

な
息
を
吐
き
、
翼
を
付
け
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ふ
た
り
の
下
（
西
）に
は
、
左
に
鳩
槃
荼
と
、
右
に
鳩
槃
荼
女
が
居
ま
す
。
鳩
槃
荼
は
、
巨
大

く

は

ん

だ

く

は

ん

だ

に

ょ

く

は

ん

だ

な
陰
嚢
を
持
ち
、
大
き
い
赤
い
太
鼓
の
よ
う
な
陰
嚢
を
叩
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
顔
は
よ
く
見
え
ま
せ

い

ん

の

う

い

ん

の

う

ん
が
、
鳩
槃
荼
女
が
馬
の
顔
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
鳩
槃
荼
も
同
じ
顔
で
し
ょ
う
。

く

は

ん

だ

に

ょ

く

は

ん

だ

次
に
来
る
の
は
、
最
下
（
西
）
端
の
羅
刹
天
に
最
も
近
い
羅
刹
童
子
と
羅
刹
童
女
で
す
。
羅
刹
童

ら

せ
つ

て

ん

ら

せ
つ

ど

う

じ

ら

せ
つ

ど

う

に

ょ

ら

せ
つ

ど

う

子
は
、
右
手
に
宝
珠
を
載
せ
た
宝
棒
を
持
ち
、
左
手
で
金
剛
拳
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
羅
刹
童
女
の
ほ

じ

ほ

う

じ

ゆ

ほ

う

ぼ

う

こ

ん

ご
う

け

ん

ら

せ
つ

ど

う

に

ょ

う
も
太
い
宝
棒
ら
し
い
も
の
を
右
手
に
持
ち
、
左
手
を
や
や
曲
げ
る
よ
う
に
上
げ
て
い
ま
す
。
経
典

ほ

う

ぼ
う

に
よ
れ
ば
、
釈
迦
が
雪
山
で
覚
り
を
得
よ
う
と
修
行
し
て
い
る
と
、
帝
釈
天
が
、
亡
者
を
責
め
る
地

し

や

か

さ

と

し

ゆ

ぎ
よ
う

た
い

し
ゃ
く

て

ん

も

う

じ

ゃ

獄
の
鬼
の
姿
を
し
た
羅
刹
に
化
身
し
て
現
れ
、「
諸
行
無
常
・
是
生
滅
法
」（
諸
行
は
無
常
に
し
て
、

ら

せ
つ

け

し

ん

し

ょ
ぎ
ょ
う

む

じ
ょ
う

ぜ

し
ょ
う

め
つ

ほ

う

是
れ
生
滅
の
法
た
り
）
」
と
説
く
と
、こ
れ
を
聞
い
た
釈
尊
が
、そ
の
偈
（
韻
文
の
言
葉
）の
残
り
の
半

げ
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分
を
知
り
た
い
と
願
っ
て
、そ
の
た
め
に
己
の
身
を
羅
刹
に
食
べ
さ
せ
る
と
約
束
し
ま
す
。
す
る
と
、
羅

ら

せ
つ

ら

刹
か
ら
「
生
滅
滅
已
・
寂
滅
為
楽
」（
生
滅
の
滅
し
已
わ
れ
ば
、
寂
滅
を
楽
と
為
す
）と
教
え
ら
れ
ま

せ
つ

し
ょ
う

め
つ

め
つ

い

じ
ゃ
く

め
つ

い

ら
く

お

す
。
釈
迦
は
、そ
の
偈
を
書
き
留
め
て
、
木
に
登
り
身
を
投
げ
る
と
、
羅
刹
は
帝
釈
天
の
姿
に
戻
り
釈

し

や

か

げ

ら

せ
つ

た
い
し
ゃ
く
て

ん

し

や

迦
を
褒
め
て
、
必
ず
成
仏
が
成
就
す
る
と
約
束
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、こ
の
、「
諸
行

か無
常
・
是
生
滅
法
・
生
滅
滅
已
・
寂
滅
為
楽
」
は
、
空
海
が
教
え
た｢

い
ろ
は
歌｣

の
も
と
で
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
〔
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト『
聖
教
新
聞
』
用
語
解
説
よ
り
〕
。

あ
と
が
き

筆
者
（
私
市
元
宏
）は
、
長
年
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
に
、
宗
教
人
類
学
に
興
味
を
抱
い
て
き
ま
し

き

さ

い

ち

も

と

ひ

ろ

た
。
仏
教
が
伝
え
る
霊
性
を
知
り
た
い
と
想
い
、
曼
荼
羅
図
を
見
よ
う
と
東
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。
東

寺
の
講
堂
で
二
十
一
体
の
立
像
の
仏
た
ち
に
接
し
、
続
い
て
金
堂
で
、
薬
師
如
来
と
、
日
光
と
月
光

ほ
と
け

や

く

し

に

ょ

ら
い

に
っ

こ

う

が
っ

こ

う

の
両
菩
薩
の
立
像
な
ど
を
観
て
か
ら
、
食
堂
に
入
る
と
、
入
り
口
の
近
く
で
、
立
派
な
方
形
の
金
剛

じ

き

ど
う

と
胎
蔵
の
両
界
曼
荼
羅
図
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
美
し
い
胎
蔵
曼
荼
羅
図
を
感
慨
深
く

眺
め
て
い
る
う
ち
に
、「
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ど
ん
な
仏
さ
ん
た
ち
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
素
朴
な
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疑
問
が
湧
い
て
き
て
、
売
店
を
訪
れ
『
東
寺
の
曼
荼
羅
図
』と
『
東
寺
の
仏
た
ち
』
と
、『
国
宝
両

界
曼
荼
羅
図
・
金
剛
界
・
胎
蔵
界
』の
二
枚
の
曼
荼
羅
図
な
ど
を
求
め
て
調
べ
ま
し
た
。

絵
画
の
展
示
会
で
は
、
そ
の
絵
の
画
家
と
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
簡
単
で
分
か

り
や
す
い
解
説
が
つ
い
て
い
ま
す
。そ
の
お
か
げ
で
、
全
く
知
ら
な
い
画
家
の
描
く
作
品
で
も
、そ
れ
な

り
に
理
解
し
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。と
こ
ろ
が
、こ
の
曼
荼
羅
図
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
う
わ
け

か
、
立
派
な
画
集
や
、
専
門
的
な
解
説
な
ど
が
多
い
割
に
は
、
初
心
者
で
も
分
か
る｢

展
示
会
用｣

の

解
説
が
な
か
な
か
見
あ
た
ら
な
い
の
で
す
。そ
こ
で
、
先
ず
胎
蔵
曼
荼
羅
図
を
自
分
な
り
に
「
勉
強

し
て
」
、
初
め
て
こ
れ
を
見
る
人
の
た
め
に
書
い
た
の
が
こ
の
小
冊
子
で
す
。

胎
蔵
曼
荼
羅
図
の
仏
さ
ん
た
ち
の
名
前
を
調
べ
る
う
ち
に
、
仏
教
が
描
き
出
す
世
界
像
の
全

体
が
、
仏
さ
ん
た
ち
の
映
像
を
通
じ
て
伝
わ
っ
て
く
る
の
を
体
観
し
ま
し
た
。「
大
日
如
来
が
発
す
る

智
慧
の
光
明
と
は
、こ
う
い
う
も
の
か
」
と
、
仏
さ
ん
た
ち
の
姿
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。こ
れ
は

ほ
と
け

驚
く
べ
き
図
像
（
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
）で
す
。
不
思
議
な
ご
縁
を
覚
え
ま
す
。
東
寺
を
訪
れ
て
感
じ
た
の

は
、
大
勢
の
観
光
客
が
来
て
い
る
の
に
、
曼
荼
羅
図
を
見
よ
う
と
す
る
人
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と

で
す
。
英
米
や
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
人
た
ち
、ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
見
学
に
来
た
若
い
人
た
ち
が
、せ
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っ
か
く
訪
れ
な
が
ら
、
曼
荼
羅
図
を
見
よ
う
と
も
し
な
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
、
東
寺
の
両
界
曼
荼
羅
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。で
き
れ
ば
東
寺
の
食
堂
を
訪
れ
て
、こ
の
冊

じ

き

ど

う

子
を
片
手
に
、
胎
蔵
曼
荼
羅
図
を
眺
め
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

令
和
七
年
（
二
〇
二
五
年
）
一
月

京
都
の
嵯
峨
野
に
て

私
市
元
宏

き

さ

い

ち

も

と

ひ

ろ
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