
阿
弥
陀
如
来
、
す
な
わ
ち
無
量
光
、
無
量
寿
仏
つ
い
て
は
、
浄
土
三
部
経
な
ど
の
研
究
を
初
め
と
し
て
、
数
多
く
の
先
行
研
究
が
見
ら

①

れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
も
深
く
信
仰
さ
れ
、
従
来
か
ら
多
く
の
研
究
者
が
研
究
対
象
と
し
て
き
た
。
月
輪
（
一
九
六
七
）
で
は
阿
弥

陀
仏
の
浸
透
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
影
響
を
五
つ
に
分
け
て
指
摘
し
、
「
１
專
ら
阿
弥
陀
仏
を
讃
歎
し
て
い
る
三
経
一
論
の
如
き
も

の
と
、
２
傍
ら
に
弥
陀
を
讃
歎
し
て
い
る
経
論
と
、
３
少
し
も
弥
陀
仏
に
触
れ
て
い
な
い
小
乗
経
典
の
如
き
も
の
と
、
４
殆
ど
偶
然
、

突
発
的
に
表
現
さ
れ
て
来
る
、
た
と
え
ば
「
梠
伽
経
」
の
如
き
も
の
と
、
５
肯
て
主
尊
で
も
な
い
が
、
重
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
仏
と

し
て
表
現
さ
れ
る
、
例
え
ば
密
教
の
五
方
五
智
の
如
来
の
一
仏
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
、
等
々
が
考
え
ら
れ
る
。
（
中
略
）
突
発
と

か
偶
然
と
云
う
表
現
は
打
ち
見
た
所
が
さ
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
実
は
深
く
弥
陀
思
想
が
浸
潤
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、

反
っ
て
浸
透
性
の
極
め
て
深
い
も
の
と
さ
え
、
考
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
、
阿
弥
陀
の
浄
土
観
が
多
く
の
経
典
に
深
く
浸
透
し
、

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
月
輪
氏
の
指
摘
を
考
え
る
と
き
ヨ
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
」
の
中
で
、
阿
弥
陀
、
と
り
わ
け
無
量
寿
（
２
の
目
＆
層
）
と
さ
れ
る
尊

格
が
、
こ
の
経
軌
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
で
眺
め
る
と
、
無
量
寿
仏
の
特
徴
が
よ
り
鮮
明

「
一
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
」
に
お
け
る
無
量
寿
如
来
に
つ
い
て

は

じ

め

に

中
島
小
乃
美
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『
大
日
経
」
の
中
に
説
か
れ
る
大
悲
胎
蔵
生
マ
ン
ダ
ラ
で
は
、
阿
弥
陀
（
無
量
寿
）
如
来
は
中
台
八
葉
院
の
西
に
位
置
す
る
。
「
入
曼

②

茶
羅
具
縁
真
言
品
」
の
中
に
「
西
方
の
仁
勝
者
、
こ
れ
を
無
量
寿
と
名
づ
く
。
持
調
者
は
思
惟
し
仏
室
に
住
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い

て
『
大
日
経
疏
」
に
は
、
「
次
に
西
方
に
お
い
て
無
量
寿
仏
を
観
ず
。
此
れ
は
是
れ
如
来
の
方
便
智
な
り
。
衆
生
界
は
無
尽
為
る
を
以
て

こ
の
経
軌
は
プ
ト
ン
（
国
い
８
邑
》
届
ｇ
‐
国
２
）
の
分
類
で
い
う
と
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
に
属
す
る
。
日
本
で
も
な
じ
み
深
い
『
初
会
金
剛
頂

経
」
に
属
す
経
軌
で
あ
り
、
説
示
の
目
的
は
、
経
軌
名
が
示
す
如
く
一
切
の
悪
趣
を
救
済
し
尽
く
す
こ
と
に
あ
る
。
『
初
会
金
剛
頂
経
」

が
教
理
の
中
心
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
経
軌
は
そ
の
よ
り
具
体
的
な
働
き
を
示
し
た
経
軌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
故
に
本
経
軌
に
示
さ
れ
る
無
量
寿
仏
は
、
自
づ
と
よ
り
具
体
的
な
使
命
と
働
き
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
経
軌
に
は
茶
毘
護
摩
も
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
、
葬
送
儀
礼
に
関
わ
る
経
軌
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
仏
教
と
、
と
り
わ
け
成
仏
と
か
か
わ
る
の
か
、
そ
の
具
体
性
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
研
究
の

中
で
、
死
を
成
仏
の
一
つ
の
機
会
と
捉
え
、
あ
ら
ゆ
る
神
々
を
仏
法
の
護
持
者
と
し
、
そ
の
力
を
活
か
し
め
て
、
一
切
有
情
を
救
済
し
尽

く
さ
ん
と
す
る
琉
伽
行
者
の
姿
を
み
る
よ
う
に
感
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
経
軌
の
な
か
に
見
ら
れ
る
無
量
寿
仏
が
、
ど
の
よ
う
な
働

き
を
持
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
無
量
寿
仏
の
特
性
の
具
体
的
な
一
側
面
を
理
解
す
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

先
ず
、
こ
の
経
軌
に
説
か
れ
る
無
量
寿
仏
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
こ
れ
以
前
の
行
タ
ン
ト
ラ
に
配
さ
れ
る
『
大
日
経
」
と
、
玲
伽
タ

ン
ト
ラ
に
配
さ
れ
る
「
初
会
金
剛
頂
経
」
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
（
無
量
寿
）
如
来
に
つ
い
て
概
観
し
、
次
い
で
雪
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
」

に
お
け
る
無
量
寿
如
来
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

れ
る
。

に
な
り
、
月
輪
氏
の
言
わ
れ
る
阿
弥
陀
思
想
の
「
浸
透
性
」
の
具
体
的
な
一
面
を
も
よ
り
容
易
に
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ

｜
『
大
日
経
』
と
『
初
会
金
剛
頂
経
』
に
お
け
る
阿
弥
陀
（
無
量
寿
）
如
来
に
つ
い
て

ワ1
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次
に
『
初
会
金
剛
頂
経
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
経
典
は
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
に
配
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
も
無
上
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
点
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
経
典
で
あ
る
。
こ
の
経
典
の
示
す
マ
ン
ダ
ラ
は
、
如
来
部
・
金
剛
部
・
宝
部
・
蓮
華

（
法
）
部
・
掲
磨
部
の
五
部
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
教
理
は
こ
の
五
部
に
集
約
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
五
智
を
司
る
仏
と
し
て
、
以

下
の
表
ｌ
１
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
表
の
如
く
、
阿
弥
陀
如
来
は
西
方
に
位
置
し
、
妙
観
察
智
を
象
徴
し
た
尊
形
と
し
て
赤
色
で
表
さ
れ
る
。
更
に
ま
た
「
金
剛
頂
大
秘

⑨

密
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
」
に
は
、
「
阿
弥
陀
は
孔
雀
座
に
座
す
」
と
説
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
も
阿
弥
陀
如
来
の
特
性
を
見
る
こ
と
が
で
き

の
故
に
、
諸
仏
の
大
悲
方
便
も
ま
た
終
尽
な
し
。
故
に
無
量
寿
と
名
づ
く
。
梵
音
の
爾
彌
を
名
付
け
て
仁
者
と
す
。
ま
た
四
魔
を
降
伏
す

③

る
を
以
て
の
故
に
、
名
付
け
て
勝
者
と
す
。
（
中
略
）
こ
の
二
仏
も
ま
た
真
金
の
色
に
作
る
べ
し
。
鞘
目
を
閉
じ
て
下
視
し
、
寂
滅
の
三

④

味
の
形
に
作
れ
。
諸
仏
も
例
し
て
是
の
如
し
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
（
無
量
寿
）
如
来
は
マ
ン
ダ
ラ
の
西
に
位
置
し
、
如
来
の

方
便
た
る
智
慧
の
象
徴
で
あ
り
、
衆
生
を
救
い
尽
く
さ
ん
と
い
う
大
悲
の
故
に
、
無
量
の
寿
命
を
も
つ
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る

⑤

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
色
は
金
色
と
い
う
表
記
が
み
ら
れ
、
の
ち
に
赤
色
で
描
か
れ
る
無
量
寿
如
来
は
こ
の
経
典
以
後
の

説
示
か
ら
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
「
大
日
経
」
「
住
心
品
」
に
は
寿
命
に
つ
い
て
、
「
こ
の
も
の
に
お
い
て
増
長
せ
し
む
る
こ
と
と
、
業
寿
が
止
滅
し
た
も
の
も
有
の

⑥

芽
を
復
起
さ
せ
ん
が
為
に
」
と
述
べ
、
凡
夫
の
分
段
生
死
の
も
の
も
、
仏
に
成
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
変
易
生
死
の
も
の
も
、
更
に

は
生
命
あ
る
も
の
も
、
な
い
も
の
も
無
明
煩
悩
の
種
子
を
除
き
、
仏
道
へ
の
芽
が
生
ず
る
よ
う
に
導
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て

⑦

い
る
。
同
じ
く
「
悉
地
出
現
品
」
に
は
「
力
波
羅
蜜
の
方
便
を
以
て
の
故
に
、
無
為
仮
設
…
…
長
寿
を
得
せ
し
め
」
と
あ
る
。
ま
た
、

⑧

『
大
日
経
疏
」
に
「
心
自
在
な
る
を
以
て
説
き
て
長
寿
と
す
。
此
の
如
く
に
寿
量
は
即
ち
是
が
如
来
法
寿
の
命
な
り
」
と
あ
り
、
直
接
無

量
寿
如
来
と
の
関
係
性
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
寿
命
は
仏
法
に
関
わ
っ
て
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

”



表－1『金lilll頂経｣|における五部柿造

と
こ
ろ
で
『
初
会
金
剛
頂
経
」
は
最
後
に
教
理
品
と
い
わ

な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
の
妙
観
察
智
を
司
る
と
こ
ろ
で
は
、
三

阿
弥
陀
如
来
と
そ
れ
を
囲
む
四
菩
薩
、
即
ち
、
金
剛
法
菩
薩

る
○

部族

如来部

金剛部

宝部

尊名 智慧 色
一
白
一
青
一
黄
赤

輌
一
輕
一
東
一
南
一
西

ヴイルシャナ(Vairocana)如来

阿閲(Aksobhva)如来

法界体性智

大円鏡智

宝生(Rat,,asambhava)如来

阿弥陀(Amitabha)如来

不空成就(Amoghasiddhi)如来

平等性智

妙観察智

成所作智

蓮華（法）部 西
一
北謁磨部 尿

D.197b,P.233b

は
最
後
に
教
理
品
と
い
わ
れ
る
、
重
要
概
念
を
偶
頌
に
集
約
し
た
章
が
あ
る
。
そ
の
中
の
蓮
華
部
、
す

を
司
る
と
こ
ろ
で
は
、
三
座
地
が
説
か
れ
る
が
、
こ
の
「
如
来
部
標
幟
執
持
成
就
秘
密
教
理
」
の
中
に

薩
、
即
ち
、
金
剛
法
菩
薩
・
金
剛
利
菩
薩
・
金
剛
因
菩
薩
・
金
剛
語
菩
薩
（
法
・
利
・
因
・
語
）
の
四

菩
薩
に
つ
い
て
の
説
示
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
菩
薩
の
深
秘
釈
を
見
る
事
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
特
徴
が

明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
「
貧
欲
清
浄
の
故
に
蓮
華
（
法
）
で
あ
り
、
敵
な
る
煩
悩
を
破
す
か

ら
剣
（
利
）
で
あ
る
。
マ
ン
ダ
ラ
の
道
理
の
故
に
輪
（
因
）
で
あ
り
、
言
葉
で
述
べ
る
か
ら
語
と
い

⑩

わ
れ
る
」
。
と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
こ
の
経
典
の
註
釈
者
の
一
人
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ

⑪

田
口
登
冨
唱
ご
画
）
は
三
摩
耶
印
を
解
釈
す
る
中
で
、
此
の
偶
を
引
用
し
そ
の
根
拠
に
し
て
い
る
が
、

こ
の
註
釈
に
対
し
て
解
説
を
行
っ
た
パ
ド
マ
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
（
願
曾
”
く
餌
冨
）
は
、
こ
の
偶
に
つ
い
て

「
負
欲
清
浄
の
故
に
蓮
華
（
法
）
と
は
、
蓮
華
は
瀞
泥
よ
り
生
じ
て
も
泥
の
過
失
に
染
着
せ
ら
れ
な

い
ご
と
く
、
大
悲
で
趣
の
利
益
を
な
さ
れ
て
も
、
生
死
の
罪
過
に
も
染
着
さ
れ
な
い
こ
と
。
散
な
る

煩
悩
を
破
す
る
か
ら
剣
（
利
）
で
あ
る
と
は
、
譽
え
ば
世
間
の
武
器
で
あ
る
剣
で
敵
や
反
対
す
る
者

の
命
を
切
断
す
る
ご
と
く
、
智
慧
な
る
〔
利
〕
剣
で
そ
の
〔
敵
〕
の
ご
と
き
煩
悩
と
〔
悪
〕
の
網
を

裁
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ン
ダ
ラ
の
道
理
の
故
に
輪
（
因
）
で
あ
る
と
は
、
発
心
す
る
や
否
や
法

輪
を
転
ず
る
こ
と
で
、
敵
の
相
続
に
法
輪
を
転
じ
て
因
縁
和
合
し
て
生
死
輪
廻
の
相
続
を
断
ず
る
こ

と
で
あ
る
。
言
葉
で
述
べ
る
か
ら
語
と
言
わ
れ
る
と
は
、
所
化
の
相
続
と
適
合
し
て
、
聖
教
や
教
証

⑫

を
説
法
し
て
他
者
を
解
脱
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
如
来

は
妙
観
察
智
を
象
徴
し
、
生
死
輪
廻
に
着
し
法
（
智
慧
）
を
説
き
続
け
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら

ワQ
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ま
た
阿
弥
陀
如
来
は
、
従
来
よ
り
無
量
光
・
無
量
寿
と
し
て
表
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
パ
ド
マ
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
は
「
牟
尼
な

る
無
量
光
と
は
、
〔
第
六
〕
識
（
す
べ
て
を
統
御
し
意
識
し
判
断
す
る
も
の
）
を
転
じ
た
妙
観
察
智
で
、
そ
の
智
の
三
摩
地
門
を
加
持
し

示
さ
れ
た
も
の
が
無
量
光
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
寿
（
母
巨
の
）
と
光
明
（
呂
冨
）
と
が
無
量
（
四
目
国
）
〔
な
る
性
質
を
〕
を
具
え
る
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
〔
無
量
光
〕
の
春
属
と
な
る
四
大
薩
唾
の
出
生
は
金
剛
法
（
く
鯉
冒
号
胄
日
幽
）
な
ど
で
、
金
剛
法
と
は
、
無
量

寿
如
来
の
妙
観
察
智
の
自
性
が
法
界
を
縁
じ
っ
っ
各
々
を
観
察
す
る
功
徳
が
金
剛
法
観
自
在
（
四
邑
○
置
鼠
ぐ
四
国
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
の

薩
唾
と
し
て
〔
加
持
し
〕
示
さ
れ
た
。
文
殊
と
は
、
法
界
を
如
実
に
証
得
し
て
、
所
知
障
と
煩
悩
障
と
を
断
じ
た
功
徳
が
、
金
剛
利
文
殊

（
日
目
旨
瞥
ｏ
笛
）
と
い
う
こ
の
薩
唾
と
し
て
〔
加
持
し
〕
示
さ
れ
た
。
纒
発
心
転
法
輪
（
い
“
富
。
旨
Ｏ
Ｓ
且
且
冨
自
画
。
鼻
§
ぷ
く
閏
言
旨
）
と
は
、

語
金
剛
無
尽
荘
厳
で
一
切
三
界
に
対
し
、
特
別
な
因
と
な
る
功
徳
が
、
金
剛
因
と
い
う
こ
の
薩
唾
で
加
持
し
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
秘

密
語
（
の
ｇ
旨
く
且
四
）
と
は
、
語
無
尽
荘
厳
で
一
切
三
界
に
対
し
、
覚
知
し
（
目
目
○
号
自
陣
）
、
語
と
し
て
の
法
を
演
説
す
る
（
己
国
ぐ
乱
騨
目
）

⑬

功
徳
力
が
、
こ
の
金
剛
語
と
い
う
薩
唾
で
〔
加
持
し
〕
示
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
阿
弥
陀
（
無
量
光
・
無
量

寿
）
如
来
は
、
『
初
会
金
剛
頂
経
」
に
お
い
て
妙
観
察
智
を
象
徴
し
、
輪
廻
に
着
し
て
説
法
し
続
け
る
薩
唾
（
の
胃
ぐ
四
）
を
従
え
た
存
在
で

あ
る
と
い
う
事
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
阿
弥
陀
如
来
の
印
が
最
勝
の
定
印
で
あ
り
、
色
身
は
泥
中
に
あ
っ
て
泥
泥
に
染
ま
ら
な

い
蓮
華
の
如
く
、
ど
こ
ま
で
も
衆
生
に
着
し
な
が
ら
も
、
自
ら
は
清
浄
な
赤
蓮
華
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
敬
愛
の
赤

色
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
事
が
で
き
る
。

さ
ら
に
こ
の
「
教
理
品
」
の
終
わ
り
に
護
摩
法
が
説
か
れ
る
が
、
そ
の
中
に
長
寿
の
護
摩
が
あ
る
。
経
典
に
は
、
「
諸
々
の
甘
き
柴
木

⑭

を
以
て
ま
た
、
賢
者
が
よ
く
火
を
燃
焼
さ
せ
、
ロ
日
乱
の
蔓
に
酢
油
を
伴
い
、
焼
〔
供
〕
し
た
ら
寿
命
は
増
長
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り

⑮

Ｂ
Ｇ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
自
ら
、
或
い
は
他
人
の
寿
命
は
長
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
し
、
そ
の
真
言
が
「
○
日
ぐ
豐
昌
届
の
“
乱
訂
」

Ｂ
Ｇ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
一
自
告

で
あ
る
と
し
て
結
ん
で
い
る
。

れ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
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ま
た
「
初
会
金
剛
頂
経
」
に
属
す
る
『
金
剛
頂
大
秘
密
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
」
に
も
類
似
偶
が
あ
る
。
「
甘
き
柴
木
を
以
て
．
…
：
現
に
金
剛

⑯

寿
命
が
現
に
増
長
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
、
別
の
所
に
も
「
甘
き
柴
木
と
、
同
じ
く
ロ
日
乱
の
芽
な
ど
に
酢
油
を
注
入
し
、
金
剛
印

⑰

を
以
て
焼
〔
供
〕
し
た
ら
最
高
に
寿
命
は
増
長
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
寿
命
は
、
単
な
る
長
寿
と
し
て
で
は

な
く
、
金
剛
の
寿
命
で
あ
り
、
金
剛
薩
唾
と
し
て
永
遠
に
衆
生
済
度
し
続
け
る
寿
命
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

㈲
本
経
軌
の
無
量
寿
マ
ン
ダ
ラ
の
位
置
づ
け

本
経
軌
に
は
、
そ
の
説
示
の
目
的
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
機
能
別
に
マ
ン
ダ
ラ
と
護
摩
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
十
二
種
の
マ
ン
ダ
ラ
と
四
種

護
摩
と
茶
毘
護
摩
に
つ
い
て
、
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
世
間
と
出
世
間
に
配
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
表
’
二
に
な
る
。

こ
の
表
の
中
に
、
〃
無
量
寿
″
の
名
の
つ
く
マ
ン
ダ
ラ
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
〃
断
無
量
業
寿
マ
ン
ダ
ラ
〃
（
ｇ
の
号
侭
目
＆
冒
切
匿
い

ご
厨
四
号
窟
『
賜
目
唱
○
：
画
、
昼
ご
篁
昏
○
同
）
と
、
〃
無
量
寿
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
マ
ン
ダ
ラ
″
（
啓
の
号
侭
日
の
信
呂
旨
号
・
胃
〕
各
畏
烏
筥
》
唇
○
局
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
出
世
間
の
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
断
無
量
業
寿
マ
ン
ダ
ラ
は
、
日
日
、
‐
国
昌
国
、
自
国
風
‐
国
昌
目

後
具
日
日
‐
国
口
目
か
ら
な
る
経
軌
の
、
目
胄
“
‐
国
日
日
の
釈
迦
牟
尼
如
来
を
中
心
と
す
る
マ
ン
ダ
ラ
の
説
示
の
後
に
説
か
れ
、
無
量
寿
ヤ

マ
ー
ン
タ
カ
マ
ン
ダ
ラ
は
自
国
国
‐
日
日
国
の
最
後
、
十
番
目
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
昌
目
“
‐
国
冒
冒
は
、
世
間
の
神
々
を
中
、
心
に
、
よ

り
具
体
的
な
働
き
を
示
す
マ
ン
ダ
ラ
が
説
か
れ
る
所
で
あ
り
、
無
量
寿
ヤ
マ
ー
ン
タ
ヵ
マ
ン
ダ
ラ
は
、
後
昌
国
国
‐
国
邑
目
の
直
前
、
無
上

琉
伽
タ
ン
ト
ラ
を
妨
佛
さ
せ
る
よ
う
な
盆
怒
、
愛
を
表
す
マ
ン
ダ
ラ
の
そ
の
直
前
に
説
か
れ
て
い
る
。
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
目
的

で
説
か
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

二
宣
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
』
に
お
け
る
無
量
寿
に
つ
い
て

ワ貝
． 』



表-2BG所説経軌の全体構造とマンダラと護摩の関係

因縁（通序） 1．それを説いた処、

2－誤り無い説の教主、

3．清浄な春属、

4．誤り無い結集者、

5．それが説かれる動機（後には時とある）

教主が実例を挙げること（後には教主による緒論とある）

春属の緒論

出1．因の菩提心の分1．根本は菩捉心に集ま|・大マンダラ

世別門において、果る象徴2． 八 〔 仏 〕 頂 マ ン

間たる智慧の六種2．悲は悪趣のI火|果を破ダラ

行・六波羅蜜が六す3．断無量業寿マン

種のマンダラと共3．悪趣の業と寿の|環碍ダう

なる点から六因での相続を断つ4．無量寿ヤマーン

障碍を浄めるため4．四魔降伏タカマンダラ

5．四種作業門から趣の5．四部族転輪マン

利 益ダ ラ

6．兇悪者の調伏 6 ． 金 剛 盆 怒 火 焔 マ

ンダラ

因
縁
（
序
分
） 特殊因縁(別序）

法性より不勤の

意の象徴として

マンダラを示現

出1．因の菩提心の分

世別門において、果

間たる智慧の六種

行・六波羅蜜が六

種のマンダラと共

なる点から六因で

障碍を浄めるため

々
／
ン
－
ｒ
一
フ 経
（
正
宗
分
）

世l.世間的欲望を満

間たし喜びに入らし

め るた め

2．世間に一致する

ため

世間の魔鬼を減す

八方の魔鬼を減す

曜星のたたりを減す

龍毒を城す

IM天の不喜を減す

天の魔鬼を減す

四天王マンダラ

十護方マンダラ

八朧マンダラ

八龍マンダラ

１
２
３
４
５
６

１
２
３
４
５
６

八大天マンダラ

八ヴァイラバーマ

ンダラ

趣（有情）の利

益をなされる象

徴として護摩を

示現

物への執着を退かしめる

た め

物に対する見解を破寸 茶毘護摩

1．悲円満の故に趣の利

益をなされる四種護摩

2．五煩悩を浄める

1．法性より不動の意の

象徴

2．趣の利益

3．生死（輪廻）を自在

に操る

4．兇悪者の調伏

息災護摩

増益護摩

敬愛護摩

降伏護摩

１
２
３
４

D152b-154a,P.180b-182b
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実
際
に
マ
ン
ダ
ラ
が
作
ら
れ
る
時
、
前
述
の
二
者
は
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
で
、
後
者
の
無
量
寿
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
マ
ン
ダ
ラ
の
構
成
の
作

例
が
多
い
。
し
か
し
経
軌
に
は
、
こ
の
二
つ
の
マ
ン
ダ
ラ
の
説
示
の
目
的
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
。

先
ず
断
無
量
業
寿
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。

こ
の
マ
ン
ダ
ラ
は
帝
釈
天
を
初
め
と
す
る
天
部
の
神
々
が
、
世
尊
の
三
摩
地
に
等
至
し
、
教
え
を
語
る
金
剛
手
に
対
し
、
一
切
有
情
が

無
病
と
長
寿
と
福
徳
を
得
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
説
示
を
請
う
。
そ
の
状
況
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

(一）

こ
の
三
摩
地
に
等
至
し
、
真
言
や
陀
羅
尼
を
出
生
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、
有
情
地
獄
か
ら
脱
す
る
事
を
、
如
来
の
意
た
る
法
の
文
字

に
入
る
と
い
う
状
況
を
説
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
業
寿
を
減
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
に
依
る
と
い
う
事
を
表
し
、
更
に
は
一
切
有
情

が
正
し
い
世
界
、
即
ち
如
来
の
法
を
聰
く
世
界
に
生
ま
れ
る
事
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ｂ
無
量
寿
の
金
剛
光
明
を
な
す
三
摩
地
に
等
至
、
陀
羅
尼
を
出
生
↓
一
切
有
情
の
苦
が
息
滅

Ｃ
障
碍
を
推
破
す
る
三
摩
地
に
等
至
、
心
真
言
た
る
陀
羅
尼
を
出
生
↓
一
切
有
情
の
苦
が
息
滅

ｄ
一
切
障
碍
の
垢
を
な
く
し
、
完
全
に
清
浄
に
す
る
三
摩
地
の
等
至
、
陀
羅
尼
を
出
生
↓
一
切
の
魔
の
場
処
を
破
壊

⑲

ｅ
一
切
の
障
碍
を
決
定
的
に
覆
い
隠
す
三
座
地
に
等
至
、
陀
羅
尼
を
出
生
↓
一
切
世
界
が
正
し
く
振
動

ａ
一
切
有
情
の
無
量
の
寿
命

の
意
の
法
の
文
字
に
入
る

マ
ン
ダ
ラ
説
示
の
目
的

⑱

切
有
情
の
無
量
の
寿
命
が
普
く
出
生
す
る
金
剛
三
摩
地
に
等
至
、
心
真
言
を
出
生
↓
脱
有
情
地
獄
、
仏
の
十
二
作
業
、
一
切
如
来

三
断
無
量
業
寿
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て

ワワ
白 I



口
断
無
量
業
寿
マ
ン
ダ
ラ
の
解
釈
に
つ
い
て

『
一
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
』
に
は
大
部
な
註
釈
が
四
つ
あ
る
。
こ
の
な
か
で
『
大
日
経
』
と
「
初
会
金
剛
頂
経
」
を
註
釈
し
た
ブ
ッ
ダ
グ

ヒ
ャ
の
註
釈
を
中
心
に
、
マ
ン
ダ
ラ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

先
ず
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
、
断
無
量
寿
マ
ン
ダ
ラ
（
無
量
の
業
寿
の
障
碍
を
断
ず
る
）
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
「
寿
と

は
、
識
で
あ
る
。
無
量
と
は
一
切
の
法
を
離
れ
て
い
る
こ
と
と
同
義
。
業
と
は
、
善
と
悪
の
二
種
、
隙
と
は
、
明
浄
虚
空
を
雲
が
覆
う
よ

う
に
、
阿
頼
耶
（
巴
騨
冨
）
を
客
塵
な
る
分
別
に
よ
っ
て
障
碍
す
る
こ
と
。
相
続
を
断
ず
る
と
は
、
対
治
（
能
断
）
の
聖
道
の
智
力
で
不

一
致
の
見
解
の
相
続
を
断
ず
る
と
川
義
」
と
断
無
量
業
寿
の
字
義
釈
を
し
、
続
い
て
マ
ン
ダ
ラ
の
語
義
解
釈
を
す
る
。
す
な
わ
ち

「
白
眉
８
．
鼻
菖
は
無
量
な
る
そ
の
法
性
、
言
〕
匡
日
と
は
大
で
、
四
智
の
春
属
で
あ
る
」
と
し
、
中
心
は
法
性
そ
の
も
の
、
周
囲
の
輪

は
春
属
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
の
解
釈
す
る
マ
ン
ダ
ラ
の
配
置
を
見
る
と
、
中
心
は
金
剛
手
で
あ
り
、
そ
の
回
り

東
西
南
北
を
四
仏
が
取
り
囲
ん
で
い
る
（
表
１
３
参
照
）
。

図

そ
し
て
、
こ
の
マ
ン
ダ
ラ
を
描
き
、
成
就
法
を
修
習
す
る
こ
と
に
よ
る
功
徳
は
、
「
兆
し
が
如
実
に
出
現
す
れ
ば
、
月
と
日
（
太
陽
）

が
存
在
す
る
限
り
寿
命
が
延
び
て
金
剛
と
等
し
く
な
っ
て
、
以
後
、
後
世
に
成
ず
る
こ
と
疑
い
な
し
。
兆
し
が
現
れ
な
い
と
き
で
も
、
世

間
に
お
い
て
無
病
で
、
俊
敏
で
白
髪
や
雛
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
身
体
堅
固
に
し
て
百
才
の
寿
命
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
他
に
ま
た
念
調

＠

し
た
の
み
で
息
災
と
増
益
と
敬
愛
〔
護
摩
〕
な
ど
の
所
作
業
を
考
え
る
必
要
は
な
く
な
る
こ
と
疑
い
な
し
」
と
説
か
れ
、
念
調
す
る
だ
け

で
辺
境
の
地
に
生
ま
れ
て
苦
労
す
る
事
な
く
、
健
康
で
長
寿
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
寿
命
は
正
し
い
仏
法

を
得
る
目
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
白
髪
や
雛
が
な
く
な
り
、
長
寿
を
得
る
と
い
う
世
間
の
願
い
を
否
定
す
る
事
な

く
汲
み
取
っ
て
、
出
世
間
へ
と
導
く
方
便
と
す
る
と
こ
ろ
に
密
教
の
特
色
を
見
る
事
が
出
来
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
註
釈
者
は
こ
の

マ
ン
ダ
ラ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
見
て
み
た
い
。
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表－3断無量業寿マンダ､ラ表－4マンダラ描造

尊形

満月の如き顔で微笑、左手金

剛、右鈴諸飾り

尊名｜方向 色深秘釈

四種作業で趣を利益

場処

四角 中央金lil1手 緑灰

無量の四種作業で趣を出発さ

せる門と、四摂事で大悲をな

す形

四門

三界保護の相不動、触地印

最勝施印(与願印）

定印

施無畏印

白
一
画
一
赤
一
掃

東
一
南
一
西
一
北

阿閲

宝生

阿弥陀

不空成就

守門者｜智慧の光の印
四下馬台|悲なる四無量L、

膳中央宮

殿

法性 D・l97b－198a､P､233b－234a

'四輻’四智御作業
D､1971〕･P,233b

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
事
は
、
こ
の
マ
ン
ダ
ラ
が
無
量
寿
を
主
題
と
し
な
が
ら
も
、
中

心
尊
は
夜
叉
の
主
と
さ
れ
る
金
剛
手
で
、
無
量
寿
如
来
は
従
来
の
金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
と

同
じ
西
に
位
置
し
て
い
る
。
と
い
う
事
は
、
金
剛
手
が
世
尊
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
の
三
摩
地

に
等
至
し
、
如
来
の
本
誓
を
自
ら
の
本
誓
と
し
、
そ
の
働
き
手
と
な
っ
て
い
る
構
造
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
な
ぜ
夜
叉
の
主
が
マ
ン
ダ
ラ
の
中
心
尊
に
な
り
得
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
起
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
経
軌
の
流
れ
を
振
り
返
る
と
、
帝

釈
天
を
初
め
と
す
る
天
の
神
々
が
世
尊
に
教
え
を
請
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
と
き
天
部

の
神
々
は
そ
の
語
り
手
で
あ
る
金
剛
手
を
十
の
名
前
で
称
讃
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
「
金
剛
手
は
、
夜
叉
で
あ
り
普
賢
で
あ
る
か
ら
、
夜
叉
の
語
で
十
波

羅
蜜
な
ど
の
功
徳
の
門
か
ら
讃
嘆
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
そ
れ
は
断
無

量
業
寿
の
マ
ン
ダ
ラ
を
説
く
こ
と
の
啓
請
と
同
義
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
夜
叉
で
あ

る
金
剛
手
は
、
金
剛
の
名
号
を
冠
し
、
普
賢
の
特
性
を
具
え
た
存
在
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ

グ
ヒ
ャ
は
そ
の
十
名
に
そ
れ
ぞ
れ
十
波
羅
蜜
を
配
し
、
大
乗
の
実
践
を
積
ん
だ
者
と
し

て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
金
剛
手
が
、
世
尊
の
三
摩
地
に
等
至
し
、
こ
の
マ
ン

ダ
ラ
を
説
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
述
し
た
ａ
‐
ｅ
の
等
至
し
た
三
摩
地
に
つ

い
て
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
の
解
釈
を
要
約
す
る
と
、
一
切
如
来
の
意
の
法
の
文
字
に
入
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
「
五
智
の
自
性
で
、
法
は
十
二
の
御
作
業
の
仕
方
で
御
作
業
が
な
さ

れ
た
こ
と
」
と
し
、
無
量
寿
の
金
剛
の
光
明
に
つ
い
て
は
「
清
浄
智
は
事
物
を
離
れ
て

い
る
か
ら
無
量
、
金
剛
の
如
く
無
為
で
あ
る
か
ら
悲
の
光
明
」
と
す
る
。
ま
た
決
定
的
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経
軌
は
、
金
剛
手
が
微
笑
ま
れ
、
自
身
の
集
会
者
を
ご
覧
に
な
ら
れ
、
集
会
者
を
振
動
し
、
燃
や
し
、
遊
戯
さ
せ
、
多
く
の
稀
有
な
る

も
の
を
顕
現
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
梵
天
を
は
じ
め
、
諸
天
は
何
故
具
徳
金
剛
手
が
微
笑
ま
れ
る
の
か
、
そ
の
意
味
を
請
う
。
す
る

と
具
徳
は
「
推
壊
死
主
と
、
非
時
死
息
滅
の
大
威
光
明
光
が
聴
き
た
い
か
」
と
問
う
。
す
る
と
天
部
衆
は
一
様
に
、
短
命
の
有
情
を
長
寿

に
す
る
こ
と
や
、
脱
非
時
死
、
脱
悪
趣
、
輪
廻
に
恐
怖
す
る
有
情
の
救
済
の
た
め
に
説
示
を
請
う
。
そ
し
て
金
剛
手
は
、
自
身
の
身
口
意

金
剛
か
ら
一
切
如
来
の
諸
心
真
言
を
出
生
し
た
。
即
ち
、
ａ
心
真
言
の
明
光
、
ｂ
親
近
の
真
言
の
明
〔
光
〕
、
Ｃ
親
近
の
明
〔
兇
〕
、

⑳

ｄ
心
真
言
を
正
し
く
勧
請
す
る
明
〔
兇
〕
、
ｅ
第
一
の
心
真
言
、
秘
密
の
心
真
言
〔
を
出
生
し
た
の
〕
で
あ
る
。
次
い
で
マ
ン
ダ
ラ
が
説

か
れ
、
そ
の
配
置
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

に
障
碍
を
催
壊
し
、
覆
い
隠
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
障
碍
と
は
煩
悩
で
あ
る
。
罹
破
と
は
一
切
の
相
を
推
壊
す
る
こ
と
」
と
す
る
。
垢

を
な
く
し
て
完
全
に
清
浄
に
す
る
は
、
「
垢
と
は
、
所
取
・
能
取
の
習
気
」
と
し
、
覆
い
隠
す
と
は
「
悲
と
御
作
業
で
他
者
を
覆
い
隠
す
」

と
し
、
「
五
部
の
心
真
言
で
部
族
と
職
伽
す
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
切
有
情
が
障
碍
を
離
れ
て
無
垢
な

る
存
在
と
な
り
無
量
の
寿
命
を
得
る
と
い
う
事
は
、
五
部
族
の
仏
と
一
体
と
な
る
、
琉
伽
者
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
の
金
剛
手
は
、
表
１
３
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
柔
和
尊
で
あ
り
、
業
寿
を
減
す
る
事
に
対
し
、
般
若
の

智
慧
を
象
徴
す
る
普
賢
た
る
金
剛
手
が
、
智
慧
を
以
て
煩
悩
の
垢
を
断
じ
て
行
く
こ
と
と
捉
え
る
事
が
出
来
る
。

マ
ン
ダ
ラ
に
配
し
て
い
る
。

Ｈ
マ
ン
ダ
ラ
説
示
の
目
的

こ
の
マ
ン
ダ
ラ
は
、
世
間
の
マ
ン
ダ
ラ
が
説
か
れ
る
最
後
の
十
番
目
に
説
か
れ
る
が
、
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
こ
の
マ
ン
ダ
ラ
を
出
世
間
の

四
無
量
寿
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て

ヘハ
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そ
し
て
マ
ン
ダ
ラ
の
成
就
法
の
関
わ
り
、
三
摩
耶
（
の
四
日
”
意
）
を
述
べ
る
際
に
、
以
下
の
よ
う
な
違
逆
方
便
が
用
い
ら
れ
て
い
る
㈲

南
Ｉ
虚
空
蔵
（
弓
宛
醇
巨
）

西
ｌ
普
観
自
在
無
畏
施
（
国
司
旨
）

北
ｌ
念
怒
者
（
閤
幻
醒
巨
）

中
心
ｌ
無
量
寿
如
来
（

束
ｌ
金
剛
手
日
記
畠
）

有
情
た
ち
に
利
益
す
る
た
め
と
、
ラ
マ
の
財
産
と
、
生
き
物
の
命
を
守
る
た
め
に
妄
語
を
語
れ

仏
を
歓
喜
さ
せ
る
た
め
と
、
諸
三
摩
耶
を
守
る
こ
と
と

真
言
明
光
を
守
ら
ん
た
め
に
、
他
人
の
女
に
耽
る
く
し

金
剛
薩
唾
の
位
に
住
し
て
、
全
て
を
な
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
喰
っ
て
も

⑳

成
就
な
さ
れ
、
過
失
と
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
悲
を
具
え
る
も
の
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

賢
者
は
、
三
宝
と
仏
説
を
加
害
す
る
も
の
と

ラ
マ
を
誹
誇
す
る
こ
と
に
励
む
も
の
た
ち
を
努
め
て
殺
す
く
し

悲
あ
る
真
言
賢
者
は
、
三
摩
耶
に
敵
意
を
抱
く
者
達
を
真
言
を
以
て
殺
す
く
し

樫
悟
者
た
ち
の
財
産
を
盗
り
、
困
窮
せ
る
有
情
に
与
え
る
べ
し

中
略

（
寿
と
福
智
資
糧
と
を
具
え
る
威
光
無
量
王
如
来
、
心
真
言
国
口
冨
）
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以
上
の
こ
と
か
ら
こ
の
マ
ン
ダ
ラ
、
及
び
成
就
法
で
は
、
特
に
非
時
死
に
と
も
な
う
悪
趣
に
対
し
て
そ
の
息
減
法
を
説
い
て
お
り
、
そ

の
方
便
と
し
て
強
烈
な
違
逆
方
便
を
用
い
、
さ
ら
に
は
護
摩
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
先
に
説
か
れ
た
断
無
量
業
寿
マ
ン
ダ
ラ
で
は
、
念
調

の
み
で
護
摩
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て
は
護
摩
法
と
違
逆
方
便
を
説
く
こ
と
か
ら
も
、
業
寿
の
中
で
も
特

に
非
時
死
の
息
滅
に
主
眼
を
お
き
、
そ
の
た
め
に
よ
り
強
力
な
方
便
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
中
心
の
無
量

寿
如
来
の
心
真
言
が
函
ご
巨
と
い
う
金
剛
手
・
金
剛
薩
唾
の
盆
怒
を
象
徴
す
る
も
の
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
事
が
出

来
る
。
通
常
、
阿
弥
陀
如
来
の
心
真
言
は
国
河
田
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
東
の
金
剛
手
に
函
宛
畠
の
心
真
言
が
与
え
ら
れ
、
中

心
の
無
量
寿
如
来
は
む
し
ろ
金
剛
手
の
国
口
巨
と
い
う
心
真
言
で
表
さ
れ
て
い
る
。
後
の
無
上
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
に
な
る
と
主
尊
の
交
代

が
見
ら
れ
、
中
心
が
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
如
来
か
ら
阿
閖
如
来
へ
と
交
代
す
る
が
、
そ
の
萌
芽
が
心
真
言
の
交
代
と
い
っ
た
形
で
行
わ
れ
て
い

＠

も
な
い
」
と
説
か
れ
る

そ
し
て
マ
ン
ダ
ラ
に
入
り
灌
頂
を
授
か
る
功
徳
を
以
下
の
よ
う
に
説
く
。
「
彼
の
有
情
た
ち
は
長
寿
と
な
り
、
福
徳
を
離
れ
た
人
達
は

福
徳
を
具
え
る
も
の
と
な
り
、
悪
趣
よ
り
解
脱
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
あ
あ
天
子
た
ち
よ
、
既
に
悪
趣
に
生
ま
れ
た
彼
ら
の
名
を
灌
頂
せ

よ
。
影
像
を
灌
頂
す
る
こ
と
を
な
せ
。
チ
ョ
ル
テ
ン
に
も
灌
頂
せ
よ
。
Ｉ
中
略
Ｉ
従
僕
に
も
灌
頂
せ
よ
。
七
夜
マ
ン
ダ
ラ
に
引
入
す
れ
ば

決
定
的
に
七
日
で
悪
趣
の
障
碍
よ
り
解
脱
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
天
子
た
ち
の
名
を
な
の
っ
て
、
二
万
、
或
い
は
三
万
、
四
万
、
十
万
、

百
万
遍
に
至
る
ま
で
唱
え
た
な
ら
ば
、
五
無
間
業
を
な
し
た
も
の
で
も
解
脱
で
き
る
な
ら
ば
、
罪
少
な
き
諸
天
女
に
お
い
て
は
言
う
ま
で

が
見
ら
れ
、
中
心
が
聖

る
こ
と
も
興
味
深
い
。

』
Ｏ

と
説
ｊ
ｔ

次
に
こ
の
部
分
の
註
釈
を
見
て
み
た
い
。
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口
無
量
寿
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
マ
ン
ダ
ラ
の
解
釈
に
つ
い
て

ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
、
具
徳
金
剛
手
が
微
笑
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
象
の
瞥
見
（
皇
。
富
Ｐ
Ｃ
房
ご
菌
“
冒
侭
の
）
で
普
く
ご
覧
に
な
ら
れ

⑮

て
、
御
顔
は
微
笑
ま
れ
、
黄
金
の
よ
う
に
な
っ
て
、
光
に
よ
り
世
間
を
照
ら
さ
れ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

「
振
動
と
は
外
は
所
取
の
境
を
捨
て
、
内
は
能
取
の
心
を
捨
て
た
こ
と
で
あ
り
、
燃
や
す
と
は
、
最
高
の
世
間
法
で
内
な
る
能
取
の
心
を

棄
て
た
こ
と
、
初
地
の
見
諦
は
見
道
で
あ
り
、
世
間
の
相
を
よ
く
推
破
す
る
こ
と
で
あ
り
、
遊
戯
と
は
、
十
地
の
法
雲
〔
地
〕
を
得
た
こ

⑳

と
に
よ
っ
て
、
ま
た
果
た
る
悟
り
を
得
た
か
ら
遊
戯
す
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
稀
有
な
る
も
の
を
顕
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

⑰

「
兜
率
天
位
か
ら
世
間
の
人
の
境
界
に
降
臨
さ
れ
て
、
〔
仏
の
〕
十
二
の
御
作
業
の
理
趣
を
現
等
覚
さ
れ
た
こ
と
と
同
義
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
釈
尊
の
成
道
の
有
様
を
金
剛
手
の
そ
れ
と
同
様
な
も
の
と
し
て
解
釈
し
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
密
教
が
絶
え
ず
示
し

て
来
た
姿
勢
で
あ
り
、
仏
教
か
ら
離
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
基
本
に
立
ち
返
り
つ
つ
も
、
常
に
仏
法
の
働
き
で
あ
る

方
便
に
主
眼
が
置
か
れ
、
玲
伽
行
者
の
修
法
と
し
て
、
イ
ン
ド
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々
を
と
り
こ
み
な
が
ら
、
仏
教

と
し
て
の
様
々
な
形
態
を
模
索
し
て
い
た
現
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
マ
ン
ダ
ラ
説
示
の
目
的
を
「
有
情
の
非
時
死
に
よ
る
畏
れ
を
対
治
す
る
た
め
」
と
解
釈
し
な
が
ら
も
、
こ

こ
で
は
マ
ン
ダ
ラ
義
の
詳
細
な
解
釈
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
〔
春
属
た
ち
が
奉
献
し
た
〕
心
真
言
と
、
マ
ン
ダ
ラ
を
描
く
方
便
と
、

本
尊
を
勧
請
す
る
こ
と
と
、
〔
阿
闇
梨
〕
自
身
が
観
自
在
を
成
ず
れ
ば
悉
地
の
兆
し
で
、
歓
喜
す
る
こ
と
と
、
執
金
剛
女
の
印
を
縛
し
て

⑳

弟
子
を
引
入
す
る
こ
と
と
、
三
摩
耶
（
⑳
煙
日
煙
冨
）
を
犯
し
た
場
合
、
殺
す
こ
と
は
易
し
い
の
で
述
べ
な
い
」
と
し
て
、
経
軌
に
詳
細
に
説

か
れ
て
い
る
三
摩
耶
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
経
軌
の
中
で
三
摩
耶
が
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
日
巳
四
‐
国
昌
風
の
普
明
ヴ

ィ
ル
シ
ャ
ナ
の
マ
ン
ダ
ラ
と
、
こ
の
無
量
寿
ヤ
マ
ー
ン
タ
ヵ
の
説
示
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
普
明
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
マ
ン
ダ
ラ
に
説
か
れ
る
三

摩
耶
は
、
酒
、
肉
を
摂
ら
な
い
こ
と
や
、
外
道
た
ち
か
ら
誹
誇
さ
れ
な
い
こ
と
が
説
か
れ
、
越
三
摩
耶
に
つ
い
て
は
「
三
摩
耶
を
越
え
れ

⑳

ば
直
ち
に
〔
頭
は
〕
破
壊
さ
れ
、
死
に
、
執
金
剛
仏
は
念
怒
を
以
て
七
代
に
亘
っ
て
種
族
に
加
害
す
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
冒
己
四
‐
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冨
員
国
で
は
従
来
か
ら
の
三
摩
耶
が
説
か
れ
、
員
国
国
‐
国
貝
国
の
最
後
に
違
逆
方
便
と
し
て
の
三
摩
耶
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
経
軌

の
構
造
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ヤ
は
詳
し
い
解
釈
は
行
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
が

ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
の
意
志
か
、
チ
ベ
ッ
ト
の
訳
経
事
情
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
判
断
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
無
上
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
を

示
唆
す
る
内
容
が
説
か
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
こ
の
強
烈
な
方
便
に
よ
っ
て
、
逆
に
非
時
死
を
伴
う
業
寿
を
減
す
る
事

の
困
難
さ
と
、
そ
れ
に
真
っ
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
、
如
来
の
本
誓
を
吾
が
本
誓
と
し
た
琉
伽
行
者
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
ま
た
、
こ
の
無
量
寿
如
来
の
心
真
言
が
函
口
巨
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
通
常
国
ご
こ
と
い
う
真
言
は
金
剛

薩
唾
を
象
徴
す
る
盆
怒
の
真
言
で
あ
る
。
無
量
寿
如
来
を
中
心
と
し
た
マ
ン
ダ
ラ
を
説
き
な
が
ら
も
、
金
剛
薩
唾
を
象
徴
す
る
真
言
を
示

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
量
寿
如
来
に
業
寿
を
減
す
る
よ
り
具
体
的
な
働
き
を
託
し
た
マ
ン
ダ
ラ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
先
に
説
か
れ
た
断
無
量
業
寿
マ
ン
ダ
ラ
の
主
尊
が
金
剛
手
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
こ
れ
ら
の
マ
ン

ダ
ラ
に
お
い
て
、
無
量
寿
如
来
の
誓
願
を
、
金
剛
の
寿
命
を
も
つ
金
剛
薩
唾
が
自
ら
の
誓
願
と
し
て
、
非
時
死
に
い
た
る
業
寿
を
減
す
る

た
め
に
働
き
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
成
就
法
に
つ
い
て
解
釈
す
る
。
経
軌
に
は
「
一
切
の
諸
法
は
無
実
体
で
あ
る
こ
と
を
、
心
で
観
念
し
て
、
阿

⑳
⑪

（
Ａ
）
よ
り
月
輪
を
思
念
し
」
と
あ
り
、
こ
の
部
分
を
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
五
相
成
身
観
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
１
通
達
菩
提

心
、
２
修
菩
提
心
、
３
成
金
剛
心
、
４
証
金
剛
身
、
５
仏
身
円
満
を
観
念
し
、
三
摩
耶
印
に
よ
っ
て
身
が
大
印
に
住
す
る
四
仏
（
阿

閤
・
宝
生
・
阿
弥
陀
・
不
空
成
就
の
如
来
）
と
し
て
加
持
し
、
次
い
で
五
部
の
印
（
如
来
部
・
金
剛
部
・
蓮
華
部
・
宝
生
部
・
掲
磨
部
）

で
加
持
す
る
。
こ
の
五
部
の
真
言
を
、
頭
頂
・
口
・
左
後
頸
部
・
後
頚
部
・
右
後
頚
部
に
〔
布
置
し
〕
、
垂
巾
の
灌
頂
を
終
え
、
本
尊
の

⑫
⑬

身
と
成
っ
て
成
就
す
る
」
と
解
釈
し
、
「
そ
の
他
の
灌
頂
や
功
徳
は
容
易
な
の
で
述
べ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
『
初
会
金
剛
頂
経
」

の
最
初
に
説
か
れ
る
、
一
切
義
成
就
菩
薩
た
る
釈
尊
が
五
相
成
身
観
を
も
っ
て
金
剛
界
如
来
と
な
っ
て
ゆ
く
有
様
を
以
て
、
こ
の
無
量
寿

ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
の
成
就
法
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
非
時
死
の
息
滅
を
三
悪
道
か
ら
の
解
脱
と
捉
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
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こ
の
マ
ン
ダ
ラ
に
伴
う
護
摩
儀
軌
は
、
息
災
護
摩
（
断
昌
旨
ｏ
白
煙
〉
Ｎ
巨
富
の
ご
旨
閏
品
）
は
、
茶
毘
護
摩
を
想
定
し
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、

「
白
芥
子
と
名
前
と
各
真
言
を
混
ぜ
て
焼
供
す
る
。
ま
た
は
身
体
、
屍
骸
を
焼
い
た
灰
、
ク
ン
ク
マ
、
栴
檀
、
米
、
糖
菓
を
焼
供
す
れ
ば

⑭

速
や
か
に
悪
趣
よ
り
脱
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
増
益
護
摩
（
冒
巨
答
冨
言
日
煙
〕
侭
冨
の
冨
号
首
ご
閏
の
館
）
の
目
的
は
、
「
吉
祥
と
威
厳
を

⑮

増
長
し
、
広
大
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
貧
し
い
有
情
た
ち
を
楽
に
す
る
た
め
に
説
示
さ
れ
た
」
と
解
釈
さ
れ
、
此
の
護
摩
に
よ
り
「
〔
長
〕

⑳

寿
と
幸
せ
、
威
光
、
楽
の
享
受
を
増
益
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
敬
愛
護
摩
（
ぐ
胤
鼻
四
国
ロ
ｇ
ｏ
日
幽
〕
今
目
ぬ
い
冒
邑
“
『
の
、
）
の
目
的
は
、
「
兇

悪
者
を
敬
愛
（
征
服
、
ぐ
四
留
日
百
国
〕
澤
自
魁
匡
の
号
：
鯉
）
す
る
た
め
と
、
貧
欲
を
持
ち
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
も
の
を
利
益
す
る
た
め
に

⑰

愛
の
方
法
で
敬
愛
さ
せ
、
大
乗
に
発
心
さ
せ
る
た
め
」
と
す
る
。
降
伏
護
摩
に
つ
い
て
は
、
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
は
解
釈
を
し
て
い
な
い
。
経

軌
に
は
他
の
三
つ
の
護
摩
と
同
じ
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
降
伏
行
は
よ
ほ
ど
の
場
合
し
か
行
わ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
註
釈
に
不
説

と
し
た
こ
と
も
そ
う
い
っ
た
事
情
に
よ
る
も
の
か
、
こ
の
経
軌
が
伝
わ
っ
た
当
時
の
チ
ベ
ッ
ト
の
訳
経
事
情
に
よ
る
も
の
か
は
判
断
し
難

⑬

い
。
経
軌
は
降
伏
護
摩
を
説
示
し
た
後
に
「
こ
れ
ら
の
次
第
は
存
命
中
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茶
毘
護
摩
以

外
は
有
命
者
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
護
摩
儀
軌
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
護
摩
の
目
的
も
あ
く
ま
で
も
寿
命
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
仏
果

を
得
る
と
い
う
目
的
の
も
と
、
こ
れ
ら
の
修
法
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

自
己
牢
国
貝
国
の
黎
不

て
説
か
れ
て
い
る
。

く
、
仏
と
成
る
こ
と
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
方
便
と
し
て
護
摩
の
儀
軌
が
必
要
に
な
る
。

こ
こ
で
は
四
種
護
摩
（
息
災
・
敬
愛
・
増
益
・
降
伏
）
儀
軌
に
つ
い
て
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
経
軌
の
中
で
護
摩
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は

白
巳
印
‐
目
〕
目
の
茶
毘
護
摩
、
及
び
こ
の
無
量
寿
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
マ
ン
ダ
ラ
と
後
員
目
印
国
邑
目
の
二
つ
の
マ
ン
ダ
ラ
に
伴
う
儀
軌
と
し
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以
上
、
密
教
に
お
け
る
阿
弥
陀
（
無
量
寿
）
如
来
に
つ
い
て
「
一
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
』
を
中
心
に
見
て
き
た
。
こ
の
経
軌
の
中
に
み
ら

れ
る
無
量
寿
仏
は
、
特
に
寿
命
と
い
う
点
か
ら
、
よ
り
具
体
的
に
そ
の
役
割
を
一
手
に
担
い
、
一
切
有
情
を
救
済
し
尽
く
す
と
い
う
仏
の

本
誓
に
従
い
、
非
時
死
に
至
っ
た
有
情
を
も
視
野
に
入
れ
、
こ
の
仏
の
名
の
も
と
に
壮
大
な
救
済
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
目

的
は
単
な
る
長
寿
を
得
る
こ
と
の
み
で
は
な
い
。
密
教
が
求
め
る
の
は
、
如
来
法
の
寿
命
た
る
金
剛
の
寿
命
で
あ
り
、
そ
の
寿
命
は
如
来

の
誓
願
を
吾
が
誓
願
と
し
て
衆
生
済
度
に
向
か
う
金
剛
薩
唾
と
し
て
の
寿
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら

も
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
観
は
密
厳
国
土
と
し
て
の
道
場
観
に
つ
な
が
り
、
仏
の
永
遠
の
命
を
生
き
る
金
剛
薩
蠅
と
し
て
、
秘
密
真
言
行
を

行
ず
る
菩
薩
道
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
。

宣
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
」

酌
ミ
ミ
号
砲
員
ｓ
Ｓ
泳
○
患
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
亀
ミ
ミ
言
習
蜀
基
ミ
閏
Ｓ
↓
運
幕
間
営
言
暮
諄
冒
選
員
曾
巷
ミ
ミ
苓
員
、

ｂ
息
撒
罫
品
思
侭
息
亀
舟
昌
胃
§
愚
昌
§
習
穏
膏
ご
‘
言
甥
曾
葺
§
頚
一
関
冒
侭
昌
吻
§
唱
言
、
曽
目
島
。
侭
②
旨
き
。
侭
，
言
鴨
忌
ご
員
曹
碕
旨
ざ
昌
勲
晶
曾

（
ロ
ー
ｚ
ｏ
準
切
印
国
ゞ
も
。
ｚ
ｏ
‐
崖
胃
α
国
）

、

弓
・
の
画
貝
拓
印
昏
昏
い
）
］
四
望
胃
、
晨
巴
国

宣
切
悪
趣
清
浄
字
義
釈
」

ロ
ミ
媚
ミ
ゼ
ミ
獣
○
号
ミ
ミ
ミ
言
息
》
蝋
昌
ぎ
き
昌
弓
ミ
ー

ン
ョ
函
Ｓ
湾
。
ご
色
侭
答
廷
ｇ
侭
守
亀
韓
輿
○
謹
伽
首
ご
’
震
噂
１
鼻
声
）
・
ｚ
ｏ
・
函
③
噂
吟
．
○
二
）
勺
・
ｚ
ｏ
い
↑
、
』
・
戸
口
）

【
参
考
経
軌
］

「
一
切
悪
趣
清
浄
儀
軌
」 ま

と
め

ヘハ

。、



『
金
剛
頂
大
秘
密
聡
伽
タ
ン
ト
ラ
」

「
毎
ご
『
感
い
、
ふ
ふ
ロ
、
ロ
曽
画
吾
到
晦
震
琴
堂
魚
》
》
。
晩
く
『
『
ロ
毬
、
口
．

、
の
曾
侭
ず
ゆ
日
煙
日
ザ
母
Ｏ
Ｈ
Ｏ
｝
５
口
も
○
冒
品
言
旦
ａ
ｏ
Ｒ
］
の
胃
▽
房
の
日
○
（
ロ
ｚ
ｏ
い
、
Ｐ
］
曼
四
》
も
．
三
○
．
旨
い
回
国
巴

「
大
日
経
」

大
毘
臓
遮
那
現
等
覚
神
変
加
持
経
善
無
畏
・
一
行
訳
（
弓
屍
三
○
望
巴

』
昏
言
ご
ミ
ミ
。
ミ
ミ
守
迂
目
蒼
言
包
迂
ご
尋
ミ
‐
凰
罰
昼
迂
怠
言
琶
邑
ご
包
巷
里
琴
属
国
可
，
§
尋
，
ミ
ー
ミ
ミ
ミ
ご
昌
皇
ミ
ミ
ミ
ロ
ミ
さ
署
輿

ト
く

く

膿
Ｉ
Ｉ

舅
ざ
嵩
曾
｝
‐
ご
ミ
侭
曽
号
員
罫
豐
営
量
旨
唱
ミ
）
ｓ
‐
『
烏
侭
愚
ミ
ー
ダ
さ
侭
＆
息
冒
ミ
ミ
）
ｇ
ミ
管
’
ミ
冒
辱
昏
阻
冴
基
＆
胃
暮
雪
旨
侭
曽
思
亀
ミ
ミ
）
吟
鳥
韓
患
ら
侭
芯
３

碕
曽
巷
○
さ
困
轡
へ
急
ａ
ｓ
目
ざ
ご
苫
量
電
ミ
斡
贈
．
ｅ
ｚ
ｏ
患
侯
斧
屈
］
屯
ｚ
ｏ
届
○
号
“
）

、

弓
の
己
の
ロ
島
騨
ず
○
巳
巨
》
昌
勺
四
二
貝
扇
①
”
め

『
初
会
金
剛
頂
経
」

仏
説
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
證
三
昧
大
教
王
経
施
護
等
訳
（
弓
氏
ｚ
ｏ
器
巴

吻
亀
『
ご
国
営
尋
劉
、
園
ミ
ミ
陣
ご
邑
胃
村
営
的
『
副
亀
吾
ミ
ミ
蚤
Ｓ
旨
、
香
、
ご
回
苫
邑
罵
再
↓
‐
国
．

ロ
、
厭
き
當
噌
焉
囑
冒
琴
ミ
胃
。
罵
諒
旨
鳥
罫
。
琶
亀
ミ
ミ
雰
昌
吻
曾
答
困
辱
（
型
ご
罫
侭
曾
忌
豐
膏
基
言
§
．
ｅ
・
ｚ
ｏ
・
台
ｐ
Ｈ
一
葛
〕
両
ｚ
ｏ
』
局
・
ロ
罵
一
）

、

弓
．
の
国
口
旦
医
劉
屍
胄
四
ぐ
胃
日
Ｐ
詞
旨
○
ず
の
ロ
ー
嵐
四
国
、
で
○

「
大
日
経
疏
』

大
毘
臘
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
疏
一
行
記
（
弓
題
ｚ
ｏ
弓
患
）

Ｐ
、
仁
向
匡
｝
届
ぬ
匡
彦
胃
四

ミワ
U ’



註①
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
は
観
音
の
化
身
と
さ
れ
、
観
音
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
。
ま
た
観
音
は
チ
ベ
ッ
ト
人
の
先
祖
と
し
て
も
身

を
現
じ
、
最
初
に
チ
ベ
ッ
ト
に
仏
教
導
入
し
た
ソ
ン
ッ
ェ
ン
ガ
ム
ポ
王
も
観
音
と
化
身
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
像
の
頭
部
に
は
阿
弥
陀
仏
が
つ
い
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
チ
ベ
ッ
ト
人
と
阿
弥
陀
仏
の
関
わ
り
の
深
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
西
方
仁
勝
者
是
名
垂
量
寿
持
謂
者
思
惟
而
住
於
佛
室
、
国
ご
圏
。

【
参
考
文
献
］

北
村
太
道
「
弓
目
言
倒
昏
習
口
園
国
』
を
中
心
と
し
た
「
金
剛
頂
経
』
の
研
究
（
５
）
」
『
密
教
学
」
ｕ
、
一
九
七
四
年
。

北
村
大
道
「
司
四
貝
国
再
菌
ぐ
四
国
国
」
を
中
心
と
し
た
『
金
剛
頂
経
』
の
研
究
（
幻
）
」
『
密
教
学
』
弧
、
一
九
九
八
年
。

北
村
太
道
「
司
目
口
目
苗
ぐ
陣
国
『
皇
を
中
心
と
し
た
『
金
剛
頂
経
』
の
研
究
（
再
３
）
」
『
密
教
学
』
調
、
二
○
○
三
年
。

高
崎
直
道
『
イ
ン
ド
古
典
叢
書
宝
性
論
』
講
談
社
、
一
九
八
九
年
。

武
内
紹
晃
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
、
小
谷
信
千
代
、
櫻
部
建
『
浄
土
仏
教
の
思
想
第
三
巻
龍
樹
・
世
親
、
チ
ベ
ッ
ト
の
浄
土
教
、
慧
遠
」
講
談

堀
内
寛
仁
「
梵
蔵
漢
対
照
・
初
会
金
剛
頂
経
の
研
究
梵
本
校
訂
篇
』
上
・
下
、
密
教
文
化
研
究
所
、
一
九
八
三
、
一
九
七
四
年
。

武
内
紹
晃
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ヶ

社
、
一
九
九
三
年

タ
ン
ト
ラ
仏
教
研
究
会
ａ
「
哀

タ
ン
ト
ラ
仏
教
研
究
会
ｂ
「
哀

月
輪
賢
隆
「
阿
弥
陀
仏
の
浸
透

中
村
瑞
隆
「
蔵
和
対
訳
究
寛

Ｒ
・
Ａ
・
ス
タ
ン
箸
、
山
口
喘

門
【
四
目
四
国
く
些
国
》
ぬ
国
ケ
○
ロ
ロ
ロ
厨
言
二
戸
ご
日
日
の

仏
教
研
究
会
ａ
弓
金
剛
頂
大
秘
密
琉
伽
タ
ン
ト
ラ
』
和
訳
（
４
）
」
「
密
教
学
」
鵠
、
二
○
○
二
年
。

仏
教
研
究
会
ｂ
弓
金
剛
頂
大
秘
密
礁
伽
タ
ン
ト
ラ
』
チ
ベ
ッ
ト
文
校
訂
Ⅲ
」
「
種
智
院
大
学
研
究
紀
要
』

「
阿
弥
陀
仏
の
浸
透
性
」
「
大
原
先
生
古
稀
記
念
浄
土
思
想
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
七
年
。

「
蔵
和
対
訳
究
寛
一
乗
宝
性
論
研
究
』
財
団
法
人
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
七
年
。

ス
タ
ン
著
、
山
口
瑞
鳳
・
定
方
晟
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。

３
、
二
○
○
二
年
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窟
、
の
日
圖
皿
豐
の
”
ご
貝
蓮
華
表
負
清
浄
法
利
剣
断
彼
煩
悩
冤
大
輪
境
界
法
為
因
語
即
妙
断
持
説
相
（
弓
扇
も
陰
隠
ｏ
ゞ
弓
号
己
后
屋
》

勺
畠
弓
肋
蚕
》
堀
内
駕
駕
巴

⑪
八
世
紀
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
で
活
躍
し
た
密
教
の
学
僧
。
「
一
切
悪
趣
清
浄
字
義
釈
』
の
他
に
、
『
大
日
経
』
や
『
初
会
金
剛
頂
経
」
の
註
釈

Ｇ
‐
ぎ
§
慰
冨
ミ
ミ
ミ
、
ｇ
員
電
員
ｇ
奇
》
侭
曾
、
ｐ
ｚ
ｏ
韻
日
穿
祠
ｚ
ｏ
器
隠
旦
凰
）
を
著
し
て
い
る
。

⑫
副
ミ
ミ
計
ご
ミ
ミ
負
墨
幕
営
§
園
．
『
（
響
員
曹
号
員
旦
侭
、
ｓ
ご
亀
雰
言
ｓ
ｅ
三
○
囲
呂
・
』
》
詞
ｚ
ｏ
困
呂
烏
こ
〕
８
号
冨
唄
烏
関
）
“
の
冨
島
目
呉
２

国
苛
①
の
す
ぐ
四
ヶ
画
］
、
で
四
ユ
胃
口
画
哩
旦
四
討
巨
］
四
ｍ
の
弄
胃
の
切
屍
母
ｍ
■
ぬ
吟
旦
口
門
口
”
と
胃
口
目
①
切
己
口
切
目
目
胃
頤
○
の
己
、
岸
凹
Ｈ
、
、
《
ケ
口
ぬ
い
【
］
の
。
弓
の
ご
ロ
○
め
い
Ｈ
○
ヶ
、
》
］
旦
○
日
日
口
巳
蜘
釦
旦
口
“
己
”

》

》
戸
彦
○
再
ゴ
画
望
】
の
ぬ
く
○
国
旦
印
α
自
国
の
め
す
ｍ
ｍ
Ｈ
ｐ
ｍ
ｍ
Ｏ
ｍ
ロ
ロ
》
○
、
、
口
冒
○
国
旨
ロ
○
口
ぬ
い
竪
噸
Ｈ
ｍ
ｍ
ｏ
Ｏ
ｇ
Ｈ
ｍ
］
ぬ
己
》
○
、
く
い
戸
の
め
も
、
日
目
旦
も
①
Ｈ
ｐ
ｐ
］
漂
い
鼻
①
ロ
も
印
］
Ｈ
口
Ｏ
彦
○
口
○
ず
騨
討
巴

、
尉
厨
ｑ
ｍ
Ｒ
ｍ
ｇ
ｍ
再
胆
冒
』
胃
巨
庁
壷
匡
日
己
山
］
切
門
○
ぬ
い
○
○
」
や
四
吋
ご
嵩
の
α
壱
四
旦
凹
画
”
》
』
門
口
ご
画
【
、
目
①
の
写
の
の
汽
四
］
、
国
］
庁
四
ヶ
匡
匹
の
の
冒
晋
○
口
Ｈ
ロ
○
口
”
ｍ
で
口
冒
、
噸
ロ
ゴ
で
印
旦
四
目
ぬ
べ
、

》
■

岸
画
ウ
ロ
〕
芦
匡
Ｈ
印
す
“
ｇ
ｍ
Ｈ
ｍ
岸
、
ゴ
ロ
旦
四
ぬ
い
○
○
二
壱
四
Ｈ
づ
く
①
旦
己
埋
○
、
、
旦
丙
目
目
］
岸
彦
Ｏ
Ｈ
訂
写
匡
一
ご
ゆ
め
画
穴
彦
○
局
］
○
翼
の
、
、
国
彦
の
の
で
四
国
」
の
①
旨
ご
め
す
の
丙
胃
①
旦
胃
ロ
、
庁
彦
四
ｍ
庁
巨

ｏ
豈
○
切
床
冒
岸
昏
○
Ｈ
さ
め
穴
○
ユ
〕
冑
ご
国
の
二
壱
四
黒
の
、
両
儲
○
ず
四
》
一
Ｈ
ｍ
胃
匡
邑
匿
ｏ
言
○
ｍ
弄
冒
岸
彦
○
『
さ
ず
切
弄
○
門
ず
い
切
門
８
口
ロ
ロ
”
ず
同
座
も
画
い
で
琶
○
ｇ
圃
巨
邑
狛
（
ロ
・
い
も
望
○
竺

国
言
届
詞
の
耳
。
侭
国
匡
侭
と
あ
る
が
、
の
耳
日
御
言
侭
と
採
っ
た
）
ゞ
匡
○
忌
畏
ゞ
罫
○
二
○
個
旨
ご
鴨
＆
ｇ
『
冒
鳥
且
頁
。
、
三
口
届
餡
〕
‐
屋
謄
》

、⑨⑧⑦⑥ ④③⑤
同
様
に
後
の
「
入
秘
密
曼
茶
羅
位
品
」
の
中
に
も
「
内
現
意
生
八
葉
大
蓮
華
王
於
彼
東
方
寶
瞳
如
来
南
方
開
敷
華
王
如
来
北
方
鼓
音
如
来

西
方
無
量
寿
如
来
東
南
方
普
賢
菩
薩
東
北
方
観
自
在
菩
薩
西
南
方
妙
吉
祥
童
子
西
北
方
慈
氏
菩
薩
（
大
正
扇
も
器
。
）
」
と
あ
る
。
こ
の

部
分
の
註
釈
は
、
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥
此
生
満
足
縁
業
生
増
長
有
情
類
業
寿
種
除
復
有
牙
（
芽
）
生
起
（
目
品
も
号
〕
ロ
届
留
〕
祠
巨
ｇ
）
。

⑦
以
方
便
波
羅
蜜
力
故
而
於
無
為
以
有
為
為
表
：
…
・
或
得
長
寿
（
目
昂
も
ご
ロ
ロ
勗
与
〉
両
辰
撃
）
。

為
仁
者
又
以
降
而

也
、
弓
＄
も
③
闇
０
（

北
方
の
不
動
仏
と
西
方
の
無
量
寿
仏
を
指
す
。

次
於
西
方
観
無
量
寿
仏
此
是
如
来
方
便
智
以
衆
生
界
無
尽
故
諸
仏
大
悲
方
便
亦
無
終
尽
故
名
無
量
寿
梵
音
爾
爾
（
冒
煙
を
指
す
）
名

仁
者
又
以
降
四
魔
故
名
為
勝
者
故
偶
具
測
其
義
謂
之
仁
勝
者
此
二
仏
亦
作
真
金
色
梢
閉
目
下
視
作
寂
静
三
味
之
形
諸
仏
例
如
是

ロ
弓
聖
）
ゞ
も
邑
母
）
タ
ン
ト
ラ
仏
教
研
究
会
ａ
（
ぢ
（
届
も
ｇ
）
、
タ
ン
ト
ラ
仏
教
研
究
会
ｂ
ｅ
（
）
（
遍
七
計
）

）
」
○
堅
。
｝
』
四
伽
ｍ
ｇ
ｍ
ｍ
面
岸
冒
琶
旨
で
い
』
ロ
目
印
罰
甘
口
、
、
Ｈ
四
』
ぬ
Ｈ
尉
日
〕
Ｎ
○
ｐ
Ｈ
ロ
○
ｐ
ｍ
ｍ
ｇ
ｍ
時
か
い
○
○
旦
冨
員
〕
、
、
Ｑ
弄
国
竺
響
穴
彦
○
門
庁
い
ぼ
匡
一
旦
巨
》
｝
座
］
○
Ｈ
」
○
ｍ
庁
の
、
、
弄
降
目
、
、
届
ず
］
咄
］
○
（
』

ぬ
の
日
圖
皿
豐
の
”
耳
與
蓮
華
表
負
清
浄
法
利
剣
断
彼
煩
悩
冤
大
輪
境
界
法
為
因
語
即
妙
断
持
説
相
（
弓
勗
己
陰
隠
ｏ
ゞ
弓
岸
〕
己
」
田
口

目
い
④
七
句
④
、
軍
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⑱ ⑰⑯⑮⑭ ⑬
白
９
画
ゞ
＆
号
品
目
日
の
：
四
号
の
“
園
日
々
昼
ご
耳
目
冒
冒
』
，
“
言
い
冒
医
め
閏
昌
冒
の
○
ｍ
。
百
邑
冒
号
鴨
冒
昌
の
号
の
異
の
ｑ
の
筈
の
“
局
旨
岳

ロ
ｍ
の
》
旦
凰
ロ
、
琶
呂
の
、
○
Ｈ
す
ぐ
骨
ロ
、
と
厨
ケ
罠
冒
四
ヶ
の
庁
①
、
ず
い
庁
昌
で
四
口
目
》
○
ｇ
Ｑ
も
回
ｍ
庁
巨
民
口
①
ｇ
壱
四
》
』
ｇ
①
ず
い
彦
芦
冒
胆
切
彦
の
ぬ
い
で
画
切
庁
の
、
。
』
》
』
己
写
胃
旨
国
彦
①
ロ
ロ
、
厨
犀
①
ｇ
口
唇
ｍ
》
○
ユ

ニ
ロ
、
、
庁
巨
肖
旨
の
ｇ
石
口
』
ｍ
ｐ
ｍ
』
二
四
口
で
四
の
ご
口
》
○
『
、
巳
の
哲
一
望
弄
巨
冒
○
Ｈ
ｇ
色
、
函
ｐ
Ｈ
で
餌
再
の
①
Ｈ
ｐ
ｍ
Ｑ
己
四
〕
○
庁
①
ロ
も
○
ず
Ｎ
面
』
》
ず
冒
巨
国
、
丘
四
国
］
Ｈ
ｇ
Ｏ
Ｈ
］
①
の
彦
○
ｍ
堅
い
ロ
、
画
彦
の
い
す
蛍
、
ず
い

」
四
⑳
○
ｍ
ｍ
己
ｍ
Ｒ
ｐ
四
門
ご
切
庁
の
、
Ｒ
ｇ
Ｏ
Ｈ
］
の
○
舌
○
ｍ
口
目
の
ロ
ロ
口
い
す
四
目
ロ
言
昏
四
〕
買
い
の
堅
の
ず
ぃ
ぽ
時
ｐ
い
め
ず
①
噸
の
己
凹
め
○
の
○
Ｈ
穴
巨
ご
計
巨
尻
庁
○
ぬ
己
色
胃
胃
の
め
ぼ
①
的
丙
目
】
Ｈ
回
国
い
す
園
冒
］
ロ
Ｏ
写
○
ｍ

戸
営
目
ニ
ワ
胃
』
ｐ
い
め
］
煙
」
［
ロ
』
ぬ
の
、
画
］
ロ
ｍ
尽
め
○
の
○
局
目
○
ぬ
、
己
山
』
】
○
己
寺
四
口
目
一
Ｈ
ｇ
Ｏ
Ｈ
〕
①
○
ず
○
の
め
す
冒
口
目
Ｒ
ｍ
ｍ
ｍ
圃
胃
、
の
ニ
ゥ
ロ
ウ
ｍ
ｐ
Ｏ
圃
唇
の
、
口
冒
回
す
、
）
』
の
①
門
口
の
ｑ
で
四
替
哲
旦
一
Ｈ
す
鴛
画
ロ

壱
四
望
○
『
世
》
一
四
Ｈ
ロ
の
ｇ
す
ぐ
四
口
、
の
旦
印
口
覗
国
冒
①
ｍ
で
四
目
甘
さ
Ｏ
匡
○
の
屍
昌
目
旦
ケ
昌
一
ロ
函
の
菅
岸
卸
ず
卸
す
い
ず
芦
口
旦
巨
Ｈ
四
ケ
庁
巨
０
戸
巨
旦
目
印
の
、
、
岸
吊
の
ご
）
ゞ
、
匹
回
胃
”
ロ
胃
○
口
日
○
口
、
、
で
四
房

め
い
国
ご
己
印
Ｈ
い
ず
庁
巨
岨
Ｏ
Ｏ
ｇ
も
四
悼
胃
○
国
計
“
ロ
ロ
】
＼
時
ｇ
○
吋
］
の
討
庁
○
口
も
○
］
四
口
〕
９
ヶ
目
ｍ
ｐ
ｍ
の
い
ぼ
の
め
す
『
即
己
四
』
、
の
Ｈ
ご
切
匹
己
四
）
》
」
』
Ｈ
一
）
算
四
口
計
○
、
く
め
の
口
〕
ぬ
の
弄
旦
の
ｇ
Ｈ
再
卸
言
声
四
噸

庁
巨
○
面
○
ｍ
〆
琶
』
亨
穴
彦
○
民
冒
○
す
の
穴
○
Ｈ
ご
煙
』
四
目
、
圃
面
の
い
も
四
日
胃
胆
の
ロ
］
〕
ぬ
門
口
樟
い
い
ｇ
も
餌
》
】
民
○
○
片
］
①
時
ぬ
く
い
胃
ぬ
く
』
ｍ
丙
｝
〕
四
胃
目
め
い
切
巨
目
胃
澤
胃
四
閂
巨
い
○
い
」
匹
匡
穴
彦
冒
四
ｇ
壱
四
房
局
、
国
巨
局

胆
望
匡
門
も
凹
岸
］
○
ｐ
Ｈ
芹
口
ご
目
一
門
」
○
局
］
の
Ｈ
、
昌
画
園
一
目
の
い
ず
昌
凹
ず
凹
噛
】
ｍ
①
Ｈ
邑
の
Ｑ
も
四
菖
旦
』
計
す
ぐ
］
国
媚
琶
防
ご
Ｈ
冒
四
す
い
庁
の
ず
い
弄
凹
目
壱
四
》
○
、
、
巳
幽
○
口
い
め
で
ゆ
め
暁
揮
暁
騨
の
己
騨
圃
彦
の
い
で
四
］
旨
く

、
、
ロ
ロ
”
日
巨
Ｈ
国
四
・
も
四
目
Ｈ
ぬ
く
ロ
ロ
、
望
尉
斥
写
ｍ
Ｈ
ｐ
ｍ
の
匡
尉
巨
弄
昏
四
］
口
ｍ
Ｏ
ｍ
ｇ
・
ロ
宍
彦
瞳
四
ご
壱
ｍ
Ｈ
Ｏ
医
自
己
己
四
二
ｍ
目
、
、
曲
の
巨
昌
ぬ
い
］
Ｏ
｝
〕
○
ｍ
Ｈ
“
ず
計
ロ
め
い
暁
○
ｍ
ｍ
で
四
房
電
○
己
弄
四
国
胆
昌
胃

日
吾
口
凰
Ｈ
ｇ
Ｏ
Ｈ
］
の
め
ず
田
ざ
、
函
ゴ
の
印
す
『
四
丘
理
］
の
①
日
切
巳
も
輿
）
９
門
す
の
国
ロ
８
、
、
（
ｐ
い
○
、
四
１
戸
も
い
い
↑
ず
１
画
い
、
巴

⑭
吉
木
為
柴
井
蜜
用
行
人
作
火
熾
燃
吉
祥
草
及
珊
瑚
枝
與
酢
増
寿
命
、
大
正
昂
も
囲
忍
〕
両
討
兎

ロ
』
①
、
戸
勺
』
④
』
四
．

こ
の
十
二
の
御
作
業
に
つ
い
て
は
「
宝
性
論
』
菩
提
品
第
二
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
取
意
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

二
目
巨
伽
切
目
］
の
Ｏ
写
の
旨
己
○
い
］
胃
胆
再
①
ロ
ロ
』
弄
岸
〕
〕
⑦
ロ
、
世
》
言
い
Ｈ
計
の
冒
弄
口
冒
｝
四
ｍ
目
”
印
画
画
的
邑
貸
、
、
巳
胄
○
的
穴
琶
肖
切
屍
巨
星
ｍ
一
の
門
口
四
”
‐
と
○
の
で
印
肘
、
、
の
隅
）
Ｈ
Ｐ
］
岸
）
四
》
〕
Ｈ
Ｐ
ロ
”
ず
国
冒
』
ロ
ｍ
ｐ
ｍ

厨
｝
戸
○
ｍ
切
斥
》
軋
め
へ
、
の
弄
営
①
ウ
四
目
ご
国
四
○
口
で
口
引
、
屍
胃
の
ご
囚
旦
四
口
い
、
、
」
ぬ
い
》
』
ユ
四
口
ｍ
ロ
四
ｍ
口
ゆ
め
ざ
｝
］
○
ず
凹
旦
ｍ
ｐ
ｍ
、
『
｝
｝
』
匡
皀
、
、
〔
』
］
兵
ｍ
Ｑ
ｍ
ｐ
い
ず
岸
四
国
め
で
口
堅
心
目
媚
、
ず
碗
○

閨
房
、
ロ
四
ｍ
」
四
門
口
穴
ゴ
卸
の
己
口
二
口
目
、
ヘ
、
ず
言
の
巨
口
門
口
○
〕
』
岸
彦
○
民
堅
、
固
の
砂
局
○
冒
宅
印
ｇ
四
国
胆
、
、
口
ｍ
の
め
ず
目
ロ
ロ
独
旦
穴
四
〕
一
〕
四
ｍ
も
昌
○
』
で
四
匹
四
国
ぬ
く
、
ケ
胃
ｍ
ｐ
ｍ
（
営
匡
ず
い
冒
巨
員
］
胸
壱
○
Ｈ

ｍ
の
面
の
ぬ
い
己
脚
Ｑ
ｍ
ｐ
ｍ
、
囚
ウ
旦
巨
』
ぬ
」
の
》
一
○
胃
冒
の
二
ｍ
目
、
局
堅
固
○
ｍ
“
壱
四
【
ロ
〕
、
『
ず
冠
ｍ
ｐ
ｍ
。
｝
〕
ｐ
ご
○
｝
』
○
切
汽
胃
芦
響
穴
声
○
門
一
○
』
、
ロ
”
『
、
日
冒
、
己
、
四
【
〕
〕
ｇ
ゆ
め
Ｃ
ｍ
Ｈ
館
切
面
①
い
、
ロ
〕
旦
圃
四
」

口
搦
ご
旨
品
の
２
日
四
１
品
呂
旨
昌
即
日
の
切
巨
ご
閏
匡
冒
一
厨
時
丘
唱
開
園
厨
８
口
ご
ｅ
ｚ
ｏ
さ
蹟
も
言
．
段
再
中
村
ら
器
も
』
＄
‐
弓
Ｐ
高
崎
己
＄
》

ｐ
凹
め
へ
、

凸
１
Ｊ
〆

で
・
岸
○
○
）

勺
」
卜
Ｆ
①
煙
１
斤
〕
）

ロ
。
、
①
ず
．
勺
．
①
①
ず

ロ
画
①
④
凹
む
い
④
①
一
〕
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⑲
ロ
司
与
‐
計
戸
勺
ご
“
‐
ご
伊

⑳
こ
の
成
就
法
の
中
に
「
そ
れ
ら
の
標
幟
が
出
生
し
た
時
、
酢
油
あ
る
い
は
新
し
い
酒
、
あ
る
い
は
ご
ま
油
、
或
は
水
、
乳
、
酪
、
油
、
血
、
凝
血
、

脳
髄
、
肉
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
し
か
る
べ
き
を
よ
く
成
じ
巳
っ
て
：
…
．
ｅ
認
口
両
目
こ
」
と
、
「
左
手
に
三
鈷
の
印
を
、
右
手
は
虚
心
合
掌
し
、

世
尊
・
無
量
寿
を
観
念
す
る
」
と
い
う
表
記
が
あ
り
、
後
の
無
上
玲
伽
タ
ン
ト
ラ
に
見
ら
れ
る
、
血
、
肉
、
酒
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
、
金
剛
薩
唾
の

姿
を
と
る
金
剛
手
が
三
鈷
の
印
を
と
る
こ
と
が
出
世
間
の
マ
ン
ダ
ラ
の
成
就
法
の
な
か
に
登
場
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

⑳ ⑳⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ②
（
ロ
画
聖
〕
〕
勺
画
聖
巳

ロ
ｍ
い
ず
１
ｍ
②
戸
も
旬
、
ず
ｌ
ｍ
ｏ
Ｐ

ｍ
］
①
口
も
、
の
匡
席
○
日
］
己
○
写
○
ぬ
い
印
巨
旨
ご
め
Ｏ
ｍ
ｍ
ｇ
ｍ
ｐ
”
、
、
ｍ
回
国
ｍ
ｍ
Ｈ
ｍ
国
、
め
す
の
庁
騨
口
冒
四
ｍ
ロ
○
二
ケ
〕
の
匹
匹
ゆ
口
曲
、
、

一
〕
」
四
『
ロ
四
曽
巨
○
回
旨
四
ゴ
尻
厨
○
口
ロ
四
Ｈ
ｐ
ｍ
Ｈ
ｐ
ｍ
、
、
寓
画
宍
昏
印
の
ロ
四
ｍ
す
め
ぬ
ロ
ロ
〕
、
庁
①
ね
、
騨
旦
己
⑪
門
ご
望
、
、
、

ト

ト

Ｏ
百
○
ｍ
胃
ご
芦
巨
］
二
ｍ
冒
包
四
口
頤
切
旦
〕
ぬ
の
℃
国
Ｏ
ｇ
ｇ
四
目
館
、
、
Ｈ
詳
四
、
弄
巨
の
①
旨
目
の
Ｏ
ｍ
ｐ
ｍ
ｐ
○
匹
ウ
叶
扇
○
日
」
四
口
、
ヘ
、

ｇ
ｍ
ｐ
胃
誘
冒
芦
四
ｍ
ｇ
四
国
ｍ
Ｈ
ｐ
四
国
〕
の
の
ロ
函
』
ロ
”
ず
Ｈ
菌
①
ず
ゆ
〕
］
、
、
ｍ
ｐ
ｍ
印
胴
の
目
己
丙
彦
色
目
伽
琶
扇
ロ
』
⑱
ロ
、
色
、
切
斉
国
防
一
〕
切
四
旦
酋
、

］
巨
国
”
の
で
印
壗
口
卸
胃
冒
の
弄
胃
］
］
】
○
Ｈ
ケ
］
仰
己
岨
の
』
四
世
、
ｍ
①
目
口
印
の
．
四
ロ
ゼ
写
○
口
い
め
』
即
、
ご
冒
胃
ロ
ロ
四
Ｈ
す
ぐ
口
、
手
・
・
・
・
・

い
の
Ｈ
ｐ
め
０
画
口
Ｈ
ｐ
ｐ
Ｒ
口
の
］
回
□
ず
ｍ
ｐ
ｍ
ご
く
Ｏ
ｇ
ｐ
ｍ
ｍ
、
、
目
四
加
計
巨
匡
四
Ｈ
口
跡
彦
昌
”
ず
］
釦
Ｈ
戸
四
房
口
○
門
、
、

卜

ト
－

卜

切
門
○
ｍ
○
言
、
ぬ
い
の
Ｈ
○
ｍ
目
】
ケ
ｍ
Ｈ
ｍ
ｐ
”
ず
四
）
］
で
写
琶
旨
、
ヘ
ゴ
Ｈ
ｇ
Ｎ
ｐ
ｐ
。
口
昌
四
目
ｍ
ｐ
ｍ
の
口
〕
ｐ
ご
四
時
ウ
胃
四
、
、

ｍ
ｍ
ｐ
ｍ
の
Ｈ
ぬ
く
弾
め
Ｈ
ご
弾
Ｈ
唇
の
ロ
拝
Ｈ
ロ
ロ
〕
の
、
ず
〕
四
・
口
ロ
、
『
旦
旦
幽
居
ロ
厨
彦
』
ぬ
門
口
釦
Ｈ
ロ
切
冒
Ｈ
ず
い
Ｈ
四
国
、
ご
凹
旦
四
口
い
、
、

の
国
、
い
い
切
目
伽
も
四
ｍ
ｐ
冒
す
の
【
四
ヶ
で
四
〉
目
で
置
く
旨
く
、
”
画
昏
印
冒
伽
〕
］
ず
匡
匡
目
目
の
９
ケ
②
邑
旦
①
ロ
で
由
汽
ウ
く
い
、
、

罠
旦
○
Ｈ
］
の
ｍ
①
門
口
の
二
℃
四
〕
ぬ
ご
印
切
》
巳
巨
、
口
、
の
世
、
弄
写
、
閂
冒
②
○
四
堅
ウ
冒
煙
い
め
ず
甘
口
”
丙
匡
邑
闇
○
の
丙
冒
ｍ
ｐ
ｍ
、
、

、
罠
匡
ケ
画
く
巨
尉
ご
と
①
の
で
胄
日
胃
胴
昌
匡
門
口
、
、
、
、
邑
智
ロ
蝿
Ｈ
］
閂
］
回
心
口
壱
四
ｍ
の
日
○
め
９
匹
い
○
里
と
（
ロ
“
隈
四
ｌ
戸
喘
）
ｍ
ｏ
ｍ
Ｉ
ご

冑
巨
房
彦
曽
口
の
胃
ロ
①
」
で
四
」
ロ
、
ゆ
ず
目
四
ｍ
ロ
四
国
四
口
、
Ｈ
邑
凹
日
も
、
門
弄
彦
四
■
ず
四
Ｈ
画
く
ロ
Ｈ
ご
い
、
、
の
匡
］
ぬ
己
口
○
ず
戸
口
、
竺
巨
｝
〕
望
四
ｍ
も
、
口
〕
閏
目
ｍ
」
犀
四
］
巳
○
的
］
添
昌
四
口
”
の
目
旦
噸
○
め
、
ヘ

ロ
．
、
『
堅
〕
〕
も
旬
］
す

ロ
函
ｏ
ｍ
Ｐ
勺
函
↑
い
す

ロ
画
○
①
鼬
‐
戸
冠
函
Ｆ

ｐ
い
○
①
ロ
も
函
娼
心
す

冠
函
鰐
吟
四
’
一
〕
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⑱⑰⑳⑮⑭⑬⑫⑪⑳⑳⑳

口
い
つ
、
、
》
も
画
娼
①
ｐ

ｐ
ｍ
津
）
》
勺
め
い
岸
）
ｌ
鱒
巌

ロ
画
○
ｍ
夢
も
睡
娼
①
ヴ

ロ
画
○
、
学
も
い
↑
①
す

ロ
画
Ｑ
ゞ
す
Ｉ
買
扇
酔
甸
函
唱
①
画

ロ
句
四
伊
勺
⑦
、
画

阿
（
Ａ
）
字
券

口
函
心
抄
勺
餉
昌
釦

口
画
ｏ
『
伊
而
函
吟

ロ
函
○
『
ロ
も
い
坐

ロ
．
四
○
ｍ
一
〕
〃
勺
．
画
吟
吟
｝
〕

勺
函
令
四
四

℃
い
い
印
す

字
を
観
想
す
る
こ
と
。

ワ

1 句
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