
阿
弥
陀
如
来
像
の
諸
相

礪

波

恵

昭

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
、
京
都
光
華
女
子
大
学
な
ら
び
に
京
都
光
華
女
子
大
学
短
期
大
学

部
、
二
〇
二
〇
年
度

第
５
回
宗
教
講
座
で
、
タ
イ
ト
ル
を
「
阿
弥
陀
如
来
像
の
諸
相
」
と
題
し
て
、
京

都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
の
礪
波
恵
昭
が
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
私
の
簡
単
な
自
己
紹
介
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、
現
在
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
で

日
本
仏
教
美
術
史
、
特
に
日
本
の
仏
像
の
歴
史
を
中
心
に
教
え
て
お
り
ま
す
。

今
日
の
講
座
の
概
要
で
す
が
、
日
本
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
に
対
す
る
信
仰
が
、
浄
土
真
宗
も
そ
う
で
す

け
れ
ど
も
、
現
代
ま
で
連
綿
と
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
仏
教
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
流

れ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
す
で
に
飛
鳥
時
代
か
ら
阿
弥

陀
如
来
像
の
造
像
例
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
複
数
の
形
式
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
制
作
さ
れ
、
時
代

に
よ
る
変
遷
を
経
て
、
現
代
に
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
講
座
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
像
の
主
要
な
形
式
を
時
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代
順
に
解
説
し
、
と
く
に
平
安
時
代
後
期
以
降
、
鎌
倉
時
代
ま
で
の
比
較
的
珍
し
い
形
式
の
像
も
と
り
あ

げ
て
説
明
し
、
日
本
の
仏
教
を
理
解
す
る
上
で
の
一
助
と
な
る
よ
う
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ

か
ら
始
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
紹
介
し
ま
す
の
は
飛
鳥
時
代
、
七
世
紀
の
後
期
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
に
制

作
さ
れ
ま
し
た
日
本
で
最
も
古
い
阿
弥
陀
如
来
像
の
一
つ
で
す
。
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
三
体
一
組
に
な
っ
て
阿
弥
陀
三
尊
を
構
成
し
ま
す
が
、
中
央
が
阿
弥
陀
如
来
像
で
す
。
こ

れ
が
阿
弥
陀
如
来
像
だ
と
分
か
る
特
徴
で
す
が
、
真
ん
中
の
中
尊
（
ち
ゅ
う
そ
ん
）
だ
け
を
見
て
い
て
も

阿
弥
陀
如
来
だ
と
分
か
る
要
素
は
あ
り
ま
せ
ん
。
向
か
っ
て
左
手
、
つ
ま
り
仏
様
自
身
の
右
手
を
上
げ

て
、
左
手
を
下
ろ
す
、
こ
れ
を
施
無
畏
（
せ
む
い
）・
与
願
印
（
よ
が
ん
い
ん
）
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の

手
の
構
え
と
指
の
曲
げ
方
を
印
相
（
い
ん
ぞ
う
）
と
言
い
ま
し
て
、
こ
れ
が
仏
の
種
類
を
特
定
す
る
大
き

な
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
右
手
を
上
げ
て
左
手
を
下
ろ
す
印
相
は
、
い
ろ
ん
な
如
来
に

共
通
す
る
構
え
で
す
か
ら
、
真
ん
中
の
如
来
だ
け
を
見
て
い
て
も
何
如
来
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
こ
の
両
側
に
立
っ
て
い
る
脇
侍
（
き
ょ
う
じ
）
二
体
の
菩
薩
像
を
見
ま
す
と
、
向
か
っ
て
右
の
脇
侍

に
は
冠
に
小
さ
な
仏
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
仏
は
阿
弥
陀
如
来
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
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体
、
向
か
っ
て
左
の
菩
薩
は
宝
冠
に
小
さ
な
水
瓶
（
す
い
び
ょ
う
）
を
取
り
つ
け
て
い
ま
す
。
宝
冠
に
阿

弥
陀
如
来
の
化
仏
（
け
ぶ
つ
）
を
表
す
の
は
観
音
菩
薩
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
宝
冠
に
小
さ
な

水
瓶
を
表
す
の
は
勢
至
菩
薩
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
を
両
側
に
脇
侍
と
し
て
従
え

る
如
来
は
阿
弥
陀
如
来
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
真
ん
中
の
如
来
が
阿
弥
陀
如
来
だ
と
分
か
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
、
日
本
で
一
番
古
い
部
類
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

同
じ
く
飛
鳥
時
代
後
期
の
制
作
だ
と
考
え
ら
れ
る
阿
弥
陀
如
来
像
を
も
う
一
例
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

こ
れ
は
法
隆
寺
に
伝
来
し
て
い
る
、
伝
橘
夫
人
念
持
仏
お
よ
び
厨
子
と
言
わ
れ
る
、
仏
像
と
、
そ
れ
を
入

れ
る
仏
壇
的
な
入
れ
物
、
そ
し
て
台
座
に
な
り
ま
す
。
こ
の
仏
は
、
光
明
皇
后
の
お
母
さ
ん
の
橘
三
千
代

と
い
う
方
が
普
段
か
ら
身
近
に
置
い
て
拝
ん
で
い
た
念
持
仏
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
央
に
阿
弥
陀

三
尊
が
安
置
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
上
に
屋
根
が
付
い
て
お
り
ま
し
て
、
下
に
は
台
座
が
あ
り
ま
す
。
本
体

周
辺
は
銅
造
で
す
け
れ
ど
も
、
屋
根
の
部
分
及
び
台
座
は
木
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
央
が
阿
弥
陀
如

来
、
向
か
っ
て
右
が
観
音
菩
薩
、
左
が
勢
至
菩
薩
に
な
り
ま
す
。
こ
の
中
央
の
像
も
、
特
に
こ
れ
が
阿
弥

陀
如
来
だ
と
示
す
特
徴
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
側
に
立
っ
て
い
る
菩
薩
二
体
を
見
る
と
、
宝
冠
に
小
さ
な
阿

弥
陀
如
来
の
化
仏
を
表
す
観
音
菩
薩
と
、
水
瓶
を
取
り
つ
け
て
い
る
勢
至
菩
薩
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

す
の
で
、
中
央
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
像
も
日
本
で

阿弥陀如来像の諸相
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は
古
い
部
類
に
な
り
ま
す
が
、
大
変
美
し
く
、
優
し
い
表
情
の
、
綺
麗
な
衣
を
し
た
、
大
変
見
事
な
仏
様

で
す
。

こ
の
阿
弥
陀
三
尊
が
表
さ
れ
る
床
に
当
た
る
部
分
を
台
盤
と
言
い
ま
す
。
さ
ざ
波
が
立
っ
て
い
る
蓮
の

池
を
浅
く
浮
き
彫
り
に
し
た
銅
製
の
台
盤
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
阿
弥
陀
三
尊
を
支
え
る
蓮
の
茎

が
立
ち
上
が
っ
て
、
そ
の
上
に
蓮
の
花
が
咲
い
て
、
そ
の
上
に
阿
弥
陀
三
尊
が
い
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
に

な
っ
て
い
ま
す
。
蓮
の
池
を
一
つ
の
主
題
と
し
て
展
開
し
て
い
く
構
成
で
す
。
蓮
の
池
は
極
楽
浄
土
に
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
池
、
そ
こ
に
蓮
の
花
が
咲
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
如
来

は
極
楽
浄
土
の
教
主
で
す
か
ら
、
極
楽
浄
土
の
池
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
台
座
の
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
池
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
を
支
え
る
蓮
の
花
の
茎
、
脇
侍
の
菩
薩
を
支
え
る
蓮
の
花
の
茎
、

そ
し
て
、
後
ろ
の
後
屏
（
こ
う
び
ょ
う
）
を
支
え
る
植
物
の
茎
を
束
ね
た
も
の
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

台
盤
に
は
小
さ
な
さ
ざ
波
が
数
多
く
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
蓮
の
葉
が
上
を
向
い
た
り
下
を
向
い
た

り
し
て
い
る
も
の
が
交
じ
っ
て
い
て
、
所
々
に
渦
巻
き
の
よ
う
な
さ
ざ
波
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
非
常
に

面
白
い
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
極
楽
浄
土
の
蓮
の
池
を
意
識
し
た
も
の
が
浅
浮
き
彫
り
で

表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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そ
し
て
、
阿
弥
陀
三
尊
の
後
ろ
に
あ
る
後
屏
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
も
極
楽
浄
土
に
い
る
よ
う
な
天

人
が
五
体
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
央
の
一
人
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
後
ろ
の
透
し
彫
り
の
頭
光
（
ず
こ

う
）
を
支
え
る
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
屏
の
左
右
の
部
分
の
浅
浮
き
彫
り
は
、
植
物
の
茎

の
よ
う
な
も
の
が
絡
み
合
っ
て
い
て
、
そ
の
中
に
蓮
の
葉
や
蓮
の
花
が
あ
り
、
そ
の
蓮
の
花
の
上
に
天
人

が
い
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
阿
弥
陀
三
尊
が
い
る
一
番
下
の
木
製
の
台
座
の
部
分
で
す
。
両
側
面
は
供
養
者
の
絵
で
す
け
れ

ど
も
、
背
面
は
蓮
華
化
生
（
れ
ん
げ
け
し
ょ
う
）
と
言
い
ま
し
て
、
蓮
の
花
か
ら
生
ま
れ
変
わ
る
人
を
描

い
て
い
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
人
は
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
る
時
に
、
蓮
の
花
か
ら
生
ま
れ
出
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
こ
の
木
製
の
台
座
部
分
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
他
の
飛
鳥
時
代
後
期
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
伝
橘
夫
人

念
持
仏
お
よ
び
厨
子
も
法
隆
寺
所
蔵
で
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
法
隆
寺
の
金
堂
、
そ
の
内
部
の
写
真
で

す
。
飛
鳥
時
代
の
仏
像
を
中
心
に
多
く
の
仏
像
が
並
ん
で
い
ま
し
て
、
大
変
、
濃
密
な
空
間
に
な
っ
て
い

ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
描
か
れ
た
壁
画
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
分
は
火
事
で
大
部
分
が
焼
け
て
し
ま
っ

て
、
大
き
く
損
傷
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
火
事
で
焼
け
る
前
の
写
真
で
す
が
、
そ
の
中
に
『
阿

弥
陀
浄
土
図
』
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
の
通
り
、
中
央
が
阿
弥
陀
如
来
、
両
側
に
立
っ
て
い
る
大
き
な
仏

阿弥陀如来像の諸相
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が
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
に
な
っ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
が
両
手
を
中
央
で
構
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

を
説
法
印
（
せ
っ
ぽ
う
い
ん
）、
あ
る
い
は
転
法
輪
印
（
て
ん
ぽ
う
り
ん
い
ん
）
と
言
い
ま
し
て
、
仏
が

説
法
を
さ
れ
る
時
の
印
相
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
転
法
輪
と
は
「
法
輪
を
転
が
す
」
と
い
う
意
味

で
、「
説
法
」
と
同
じ
な
の
で
す
が
、
そ
の
手
の
構
え
を
す
る
阿
弥
陀
如
来
が
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
胸
の
前
で
説
法
印
、
あ
る
い
は
転
法
輪
印
を
結
ぶ
如
来
は
阿
弥
陀
如
来
と
決
ま
っ
て
い
ま
す

の
で
、
一
番
古
い
例
の
一
つ
が
こ
の
絵
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

他
に
こ
の
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
を
表
し
た
も
の
と
し
て
は
、
現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
元
々
は
法
隆
寺
に
あ
り
ま
し
た
押
出
仏
（
お
し
だ
し
ぶ
つ
）
で
す
。
こ
れ
は
銅
版
を
型
に

押
し
当
て
て
、
型
の
凹
凸
を
写
し
と
っ
て
仏
た
ち
の
姿
を
表
し
た
も
の
で
、
鍍
金
（
金
メ
ッ
キ
）
を
施
し

て
、
お
寺
の
お
堂
内
部
に
飾
っ
た
り
、
あ
る
い
は
貴
族
な
ど
が
個
人
で
今
の
仏
壇
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
納

め
て
拝
ん
で
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
中
央
が
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
の
阿
弥
陀
如
来
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
両
側
の
菩
薩
の
宝
冠
を
見
ま
す
と
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
観
音
菩
薩
が
化
仏
、
勢
至
菩
薩
が
水
瓶
を
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
阿
弥
陀
三
尊
像
を
構
成
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
、
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
飛
鳥
時
代
の
後
期
か

ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
、
そ
し
て
平
安
時
代
前
期
に
よ
く
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
説
法
印
（
転
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法
輪
印
）
の
手
の
配
置
、
組
み
合
わ
せ
、
胸
の
前
で
ど
の
よ
う
に
指
を
曲
げ
る
か
、
に
は
い
く
つ
か
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
て
、
完
全
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

法
隆
寺
伝
法
堂
阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像
も
同
様
で
、
中
尊
は
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
を
結
ん
で
い

ま
す
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
像
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
同
じ
く
、
奈
良
の
興
福
院
（
こ
ん
ぶ
い

ん
）
に
伝
わ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像
も
、
中
央
の
阿
弥
陀
如
来
が
胸
の
前
で
説
法
印
（
転

法
輪
印
）
を
結
ん
で
い
ま
す
。
両
側
の
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
で
す
け
れ
ど
も
、
片
脚
を
踏
み
下
げ
た
座

り
方
を
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
こ
の
よ
う
に
脇
侍
が
片
脚
を
下
ろ
し
て
座
る
と
い
う
形
式
は
、
奈
良

時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
前
期
に
か
け
て
見
ら
れ
ま
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
も
一
部
、
復
古
的
に
こ
の
よ
う

な
形
式
の
像
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

他
に
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
を
表
し
た
阿
弥
陀
如
来
像
と
し
て
は
、
奈
良
県
の
當
麻
寺
（
た
い
ま
じ
）

に
伝
わ
っ
て
い
る
『
観
無
量
寿
経
変
相
図
』
が
あ
り
ま
す
。
通
称
『
当
麻
曼
荼
羅
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

元
は
縦
横
四
メ
ー
ト
ル
四
方
も
あ
る
巨
大
な
図
柄
を
、
綴
織
（
つ
づ
れ
お
り
）
と
い
う
織
物
で
表
し
た
も

の
で
す
。
後
に
傷
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
何
回
か
図
柄
を
絵
画
で
写
し
と
っ
て
い
ま
し
て
、
こ

れ
は
江
戸
時
代
に
写
し
取
ら
れ
た
も
の
で
す
。
元
の
作
品
は
中
国
の
唐
時
代
あ
る
い
は
奈
良
時
代
、
八
世

紀
頃
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
の
内
容
を
図
柄
で
表
し
た
も
の
で
、

阿弥陀如来像の諸相
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中
央
に
阿
弥
陀
如
来
、
左
右
に
少
し
大
き
め
に
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
、
そ
の
周
り
に
お
供
の
菩
薩
た

ち
、
手
前
に
は
金
色
の
蓮
の
池
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
後
方
に
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
極
楽
浄
土
の
楼
閣
が
あ
り
、
そ
の
空
中
に
は
阿
弥
陀
如
来
を
讃
え
る
天
人
や
楽
器
が
舞
っ
て

い
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
右
側
に
は
、
縦
に
、
阿
弥
陀
如
来
を
思
い
浮
か
べ
る
修
行
の
方
法
に
つ
い

て
描
い
て
あ
り
ま
し
て
、
左
側
に
は
『
観
無
量
寿
経
』
が
成
立
す
る
経
緯
を
図
様
化
し
て
あ
り
ま
す
。
一

番
下
の
段
は
、
阿
弥
陀
如
来
を
信
仰
し
亡
く
な
っ
た
人
は
生
前
の
行
い
の
良
し
悪
し
に
よ
っ
て
九
段
階
の

往
生
の
仕
方
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
九
品
往
生
（
く
ぼ
ん
お
う
じ
ょ
う
）
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
ま
た
、
後
ほ
ど
紹
介
い
た
し
ま
す
。

こ
の
中
央
は
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
や
は
り
、
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
を
結
ん
で
い
ま
す
。
画
面
の
下
の

方
に
は
、
金
色
の
池
が
あ
り
、
蓮
の
花
が
生
え
て
い
て
、
真
っ
白
な
赤
ん
坊
の
よ
う
な
人
が
何
人
か
見
え

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
亡
く
な
っ
た
人
が
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
る
蓮
華
化
生
の
場
面
だ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
画
面
中
央
が
阿
弥
陀
如
来
、
向
か
っ
て
右
が
観
音
菩
薩
、
向
か
っ
て
左
が
勢
至
菩
薩
、
そ
し

て
、
お
供
の
菩
薩
が
周
り
に
集
っ
て
い
る
と
い
う
構
成
で
す
。
そ
し
て
、
極
楽
浄
土
の
楼
閣
が
阿
弥
陀
如

来
の
後
ろ
に
左
右
対
称
に
展
開
を
し
て
、
空
中
に
は
阿
弥
陀
如
来
を
讃
え
る
菩
薩
、
天
人
た
ち
、
楽
器
が

舞
っ
て
い
ま
す
。
楽
器
に
直
接
リ
ボ
ン
が
つ
い
て
飛
ん
で
い
る
の
も
あ
り
ま
す
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
綴
織
の
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『
当
麻
曼
荼
羅
』
は
、
か
な
り
傷
ん
で
し
ま
っ
て
図
様
が
わ
か
り
に
く
い
部
分
が
多
く
、
後
の
時
代
に
綴

織
の
織
物
の
上
に
墨
書
き
で
線
を
強
調
し
た
り
、
色
を
補
っ
た
り
し
て
い
る
部
分
が
大
半
で
す
。

次
に
、
平
安
時
代
に
入
り
ま
す
と
、
ま
た
新
た
な
阿
弥
陀
如
来
が
創
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の

き
っ
か
け
は
弘
法
大
師
空
海
で
す
。
中
国
に
留
学
し
、
帰
国
後
新
し
い
密
教
（
真
言
密
教
）
を
日
本
に
伝

え
広
め
て
い
き
ま
す
が
、
真
言
密
教
で
は
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
タ
イ
プ
の
仏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

役
割
を
持
っ
て
登
場
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
が
日
本
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な

も
の
が
、
京
都
の
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
講
堂
の
中
に
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
様
た
ち
で
す
。
左
側
に
、
腕

が
多
く
、
恐
ろ
し
い
形
相
を
し
た
明
王
像
が
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
も
密
教
独
得
の
仏
で
す
。
密

教
は
そ
れ
ま
で
よ
り
多
く
の
仏
を
祀
っ
て
信
仰
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
如
来
像
が
あ
っ
て
、
そ
の
中

に
阿
弥
陀
如
来
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
阿
弥
陀
如
来
を
含
め
た
多
く
の
仏
は
、
曼
荼
羅
の
中
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。

東
寺
に
『
伝
真
言
院
曼
荼
羅
』
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
中
の
『
胎
蔵
曼
荼
羅
』
の
中
央
部
分
に
は
密
教

で
一
番
大
事
な
大
日
如
来
と
い
う
仏
の
下
に
赤
い
衣
を
着
た
仏
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
阿
弥
陀

如
来
で
す
。
無
量
寿
如
来
と
も
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
腹
の
前
で
両
手
を
組
み
合
わ
せ
て
阿
弥
陀
の
定

阿弥陀如来像の諸相
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印
（
じ
ょ
う
い
ん
）
を
結
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
印
相
は
密
教
の
中
に
出
て
く
る
阿
弥
陀
如
来
の
特
色
で

す
。そ

し
て
、
曼
荼
羅
の
中
の
仏
た
ち
を
立
体
と
し
て
作
る
こ
と
も
よ
く
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
京
都

の
安
祥
寺
に
伝
わ
る
五
智
如
来
で
、
普
段
は
京
都
国
立
博
物
館
に
預
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
左
側
か
ら
二
体

目
が
阿
弥
陀
如
来
（
無
量
寿
如
来
）
で
す
。
現
在
の
博
物
館
で
は
横
一
列
で
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
本
来
は
中
央
の
大
日
如
来
を
中
心
に
、
手
前
に
二
体
、
奥
に
二
体
と
い
う
配
置
で
し
た
。
こ
の
阿
弥

陀
如
来
（
無
量
寿
如
来
）
は
、
お
腹
の
前
で
両
手
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
現
在
こ
の

両
手
は
新
し
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
当
初
も
こ
の
よ
う
な
手
の
構
え
で
し
た
。
阿
弥
陀
の
定
印

（
じ
ょ
う
い
ん
）
と
い
う
印
相
は
、
こ
の
後
、
日
本
で
広
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の

例
が
、
仁
和
寺
阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像
で
す
。
中
央
の
阿
弥
陀
如
来
が
阿
弥
陀
の
定
印
を
結
ん
で
い

ま
す
。
こ
の
密
教
式
の
印
相
は
、
元
々
は
五
体
一
組
の
五
智
如
来
の
中
に
作
ら
れ
て
い
る
印
相
で
し
た
け

れ
ど
も
、
後
に
そ
れ
だ
け
が
切
り
離
さ
れ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
一
つ
の
典
型
的
な
印
相
と
し
て
日
本
で
広

ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
早
い
時
期
の
も
の
が
仁
和
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
、
西
暦
八
八
八
年
に
作
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
阿
弥
陀
の
定
印
を
採
用
し
た
仏
と
し
て
、
八
九
六
年
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
嵯
峨
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清
凉
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
中
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
あ
り
ま
す
。
左
右
の
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
も
類

例
の
な
い
印
相
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
出
て
き
ま
し
た
密
教
の
曼
荼
羅
に
根
拠
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
様
な
阿
弥
陀
の
定
印
の
仏
は
こ
の
後
数
多
く
日
本
で
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
九
四
六
年
の
岩
船
寺
阿
弥
陀
如
来
坐
像
も
そ
の
一
例
で
す
。

そ
し
て
、
阿
弥
陀
の
定
印
で
は
あ
る
が
少
し
系
統
の
異
な
る
阿
弥
陀
如
来
像
も
あ
り
ま
す
の
で
紹
介
を

し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
常
行
三
昧
の
本
尊
と
し
て
作
ら
れ
た
場
合
で
す
。
常
行
三
昧
は
、
天
台
宗
比
叡

山
延
暦
寺
の
円
仁
（
え
ん
に
ん
）
が
中
国
で
学
ん
で
き
た
修
行
で
、
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
置
し
た
お
堂
の

中
で
、
阿
弥
陀
如
来
像
の
周
り
を
、
お
経
や
念
仏
を
唱
え
続
け
な
が
ら
回
り
つ
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
す

が
、
そ
の
際
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
お
腹
の
前
で
定
印
を
結
ん
で
、
な
お
か
つ
、
頭
は
、
今
ま
で
見
て
き

た
如
来
通
例
の
螺
髪
（
ら
ほ
つ
）
で
は
な
く
て
、
髪
の
毛
を
伸
ば
し
て
髻
（
も
と
ど
り
）
を
結
っ
て
、
そ

の
上
に
宝
冠
を
被
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
如
来
像
を
本
尊
と
し
て
安
置
し
て
、
常
行
三
昧
と

い
う
修
行
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
知
ら
れ
て
お
り
、
宝
冠
の
下
の
髪
の
毛
を
伸
ば
さ
ず
に
、
螺
髪
を
並
べ
て
い

る
の
が
特
徴
で
す
。
両
方
と
も
常
行
三
昧
の
本
尊
と
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
日
本
に
現
存

す
る
の
は
非
常
に
少
な
い
仏
に
な
り
ま
す
。
常
行
三
昧
の
本
尊
像
は
本
来
は
こ
の
よ
う
に
宝
冠
を
被
っ
た

阿弥陀如来像の諸相
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阿
弥
陀
如
来
で
し
た
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
タ
イ
プ
の
、
普
通
の
螺
髪
の
仏
を

安
置
す
る
お
堂
も
出
て
き
ま
す
。
兵
庫
県
の
書
寫
山
（
し
ょ
し
ゃ
ざ
ん
）
円
教
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
そ

れ
で
、
お
腹
の
前
で
阿
弥
陀
の
定
印
を
結
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
仏
壇
（
須
弥
壇＝

し
ゅ
み
だ
ん
）

に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
仏
壇
は
周
囲
を
回
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
は
観
光
用
に
本

来
は
回
れ
な
い
仏
壇
の
後
ろ
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
お
堂
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
お
堂
（
常
行
堂
）
は

元
々
後
ろ
に
回
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
像
の
周
り
を
回
っ
て
、
お
経
や
念
仏
を
唱
え
る
修
行
を
し
て

い
ま
し
た
。

次
に
、
平
安
時
代
の
半
ば
か
ら
後
期
に
入
っ
て
き
ま
す
。
日
本
で
は
西
暦
一
〇
五
二
年
か
ら
末
法
の
時

代
に
入
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
の
教
え
が
、
正
法
（
し
ょ
う
ぼ
う
）、
像
法
（
ぞ
う
ぼ
う
）、

末
法
（
ま
っ
ぽ
う
）
と
、
時
間
を
経
る
に
つ
れ
て
本
質
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
や
が
て
、
末
法
の
時
代

に
な
る
と
、
教
え
に
従
っ
て
悟
り
を
開
く
の
も
難
し
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
戦
乱
や
飢
饉
、
天
変
地
異
と
、

大
変
な
こ
と
が
続
く
時
代
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
に
日
本
の
仏
教
に
大
き
な
変
化
が
あ
り

ま
し
た
。
生
き
て
い
る
間
は
末
法
の
時
代
な
の
で
、
な
か
な
か
望
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
現
世

（
げ
ん
ぜ
）
に
な
か
な
か
期
待
が
で
き
な
い
の
で
、
せ
め
て
来
世
、
死
ん
だ
後
だ
け
で
も
良
い
こ
と
が
あ

１７８



る
よ
う
に
と
、
来
世
に
救
っ
て
く
れ
る
仏
の
代
表
と
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
が
広
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
従
い
ま
し
て
阿
弥
陀
如
来
像
の
制
作
も
末
法
時
代
の
到
来
と
共
に
非
常
に
増
え
ま
し
た
。
極

楽
浄
土
の
教
主
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
に
、
亡
く
な
っ
た
後
に
地
獄
へ
落
ち
た
り
せ
ず
、
極
楽
浄
土
に
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
て
ほ
し
い
と
願
う
信
仰
が
、
こ
の
時
期
か
ら
日
本
で
広
く
浸
透
し
ま
す
。
こ
れ
を
、
浄
土
に

憧
れ
る
仏
教
と
い
う
意
味
で
、
浄
土
教
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
末
法
の
時
代
に
入
っ
て
す
ぐ
に
建
て
ら
れ
た
の
が
京
都
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
で
す
。
西
暦
一
〇

五
三
年
に
落
慶
供
養
、
つ
ま
り
、
完
成
し
た
お
祝
い
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
〇
五
三
年
は
末
法

に
入
っ
て
一
年
目
で
す
の
で
、
意
識
し
て
建
て
ら
れ
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
左
右
対
称
で
あ
っ
た

り
、
手
前
に
池
が
あ
っ
た
り
、
極
楽
浄
土
を
強
く
意
識
し
て
造
っ
て
あ
り
ま
す
。
最
初
の
方
で
見
て
も
ら

い
ま
し
た
『
当
麻
曼
荼
羅
』
に
も
左
右
対
称
の
楼
閣
や
手
前
に
池
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
は
元
々

お
経
を
元
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
そ
れ
と
同
じ
構
成
が
こ
の
平
等
院
鳳
凰
堂
で
も
採
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
堂
の
中
も
極
楽
浄
土
を
強
く
意
識
し
て
い
ま
し
て
、
中
央
に
、
お
腹
の
前
で
阿
弥
陀
の
印

相
を
結
ぶ
阿
弥
陀
如
来
、
壁
の
上
部
に
は
小
さ
い
仏
た
ち
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
極
楽

浄
土
の
空
中
を
舞
っ
て
阿
弥
陀
如
来
を
讃
え
る
仏
た
ち
で
、
雲
中
供
養
菩
薩
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
壁
や
扉
に
は
往
生
図
、
つ
ま
り
亡
く
な
っ
た
人
が
救
わ
れ
て
い
く
光
景
を
描
い
た
絵
が
複
数
配

阿弥陀如来像の諸相
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置
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
井
を
見
上
げ
る
と
極
彩
色
で
、
要
所
要
所
に
は
鏡
が
取
り
付
け
ら
れ
て
、
光
を
放

つ
工
夫
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
像
の
頭
上
に
は
、
貝
の
内
側
の
光
る
部
分
を
漆
の
中
に
埋
め
込

ん
で
文
様
を
表
す
技
法
で
あ
る
豪
華
な
螺
鈿
を
使
っ
て
飾
ら
れ
た
天
蓋
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

堂
内
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
で
再
現
す
る
と
、
非
常
に
煌
び
や
か
で
華
や
か
な
空
間
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
極
楽
浄
土
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
お
経
に
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を

意
識
し
て
、
絵
を
描
い
た
り
、
雲
中
供
養
菩
薩
を
か
ざ
り
付
け
た
り
し
て
い
ま
す
。
柱
や
建
築
部
材
に
も

大
変
華
や
か
な
装
飾
文
様
が
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
扉
に
は
、
亡
く
な
っ
た
人
が
極
楽
浄
土
か
ら
や
っ
て

き
た
阿
弥
陀
如
来
と
お
供
の
聖
衆
（
し
ょ
う
じ
ゅ
）
に
よ
っ
て
救
い
取
ら
れ
て
、
極
楽
浄
土
に
帰
っ
て
行

く
光
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
が
白
い
雲
に
乗
っ
て
、
お
供
の
二
十
五
菩
薩
を
連
れ
て
こ
の

世
に
や
っ
て
く
る
。
山
の
向
こ
う
が
極
楽
浄
土
と
い
う
設
定
で
す
。
建
物
が
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

が
亡
く
な
っ
た
人
が
い
る
現
世
で
す
。
こ
の
扉
絵
の
一
つ
に
亡
く
な
っ
た
人
を
救
い
取
っ
て
極
楽
浄
土
へ

帰
っ
て
行
く
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
が
あ
り
、
還
（
か
え
）
り
来
迎
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵
は
今

日
の
最
後
の
お
話
に
少
し
関
わ
り
ま
す
の
で
、
覚
え
て
お
い
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
雲
の

尾
が
手
前
側
に
来
て
お
り
、
阿
弥
陀
如
来
と
聖
衆
皆
が
向
う
を
向
い
て
帰
っ
て
い
く
の
が
分
か
る
と
思
い

ま
す
。
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こ
の
平
等
院
鳳
凰
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
一
〇
五
三
年
に
定
朝
（
じ
ょ
う
ち
ょ

う
）
と
い
う
仏
師
が
作
っ
た
も
の
で
す
。
当
時
の
ひ
と
び
と
皆
が
定
朝
が
作
る
仏
を
欲
し
が
っ
た
く
ら

い
、
当
時
と
し
て
は
最
大
級
の
賛
辞
を
集
め
た
仏
師
で
、「
仏
の
本
様
」（
ほ
ん
よ
う＝

お
手
本
）、
あ
る

い
は
、「
尊
容
満
月
の
如
し
」
な
ど
、
定
朝
作
の
仏
像
を
完
璧
な
も
の
の
た
と
え
で
あ
る
満
月
の
よ
う
で

あ
る
と
評
価
す
る
な
ど
、
当
時
、
天
皇
家
や
貴
族
か
ら
絶
大
な
信
用
と
人
気
を
誇
っ
た
仏
師
で
し
た
。
こ

の
像
も
お
腹
の
前
で
定
印
を
結
ん
で
い
ま
し
て
、
平
安
時
代
前
期
か
ら
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
形

式
で
す
。
全
体
に
力
み
な
く
、
大
変
ゆ
っ
た
り
と
座
っ
た
、
非
常
に
優
し
い
、
当
時
の
貴
族
好
み
の
仏
に

な
り
ま
す
。
瞼
を
半
分
閉
じ
て
眠
る
よ
う
な
表
情
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
口
元
も
優
し
く
閉
じ
て
い
て
、

死
後
、
極
楽
浄
土
に
す
く
い
取
っ
て
く
れ
る
阿
弥
陀
如
来
と
し
て
の
、
視
覚
的
な
表
現
と
し
て
は
大
変
相

応
し
い
も
の
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

お
堂
の
上
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
雲
中
供
養
菩
薩
も
定
朝
の
工
房
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
ポ

ー
ズ
で
、
様
々
な
楽
器
を
持
っ
て
い
ま
す
。
胸
の
前
で
合
掌
す
る
、
地
蔵
菩
薩
の
よ
う
な
、
頭
を
丸
め
た

お
坊
さ
ん
の
よ
う
な
姿
の
像
も
あ
り
ま
す
。
非
常
に
優
美
で
、
ポ
ー
ズ
も
自
由
で
、
見
て
い
て
飽
き
な
い

雲
中
供
養
菩
薩
で
す
。
舞
を
舞
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
の
像
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
平
安
時
代
後
期
に
は
、
末
法
の
時
代
の
到
来
と
共
に
阿
弥
陀
如
来
の
信
仰
が
広
が
っ
て
い
き

阿弥陀如来像の諸相
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ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
に
何
と
か
助
け
て
も
ら
い
た
い
、
末
法
の
世
で
は
現
世
で
は
何
も
期
待
で
き
な
い
け

れ
ど
も
、
せ
め
て
来
世
だ
け
で
も
良
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
、
祈
願
す
る
人
が
増
え
て
き
た
ん
で

す
ね
。
そ
の
よ
う
な
中
で
作
ら
れ
た
の
が
、
阿
弥
陀
如
来
を
九
体
一
堂
に
安
置
す
る
九
体
阿
弥
陀
如
来
像

で
す
。
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
は
三
十
数
例
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
か
ら

知
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
木
造
で
平
安
時
代
の
も
の
は
、
京
都
の
浄
瑠
璃
寺
に
残
っ
て
い
る
も
の
が

唯
一
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
山
間
の
質
素
な
造
り
の
お
堂
で
、
貴
族
が
お
金
を
出
し
て
造
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
地
元
の
人
た
ち
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
建
て
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
安
京
か
ら
離
れ
た
所

に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
火
事
な
ど
の
災
害
を
受
け
ず
に
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

お
堂
の
中
に
は
九
体
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、『
観
無
量
寿
経
』
に
、
生

前
の
行
い
の
良
し
悪
し
で
往
生
の
仕
方
が
九
段
階
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
段
階
は
我
々
（
死

ぬ
方
）
が
決
め
る
の
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
如
来
が
決
め
る
こ
と
で
す
の
で
、
常
日
頃
善
行
を
重
ね
て
い

る
「
上
品
上
生
」
の
段
階
か
ら
、
普
段
は
仏
像
を
壊
し
て
薪
と
し
て
売
っ
た
り
、
お
坊
さ
ん
を
捕
ま
え
た

り
、
極
悪
非
道
の
限
り
を
尽
く
し
た
が
、
亡
く
な
る
瞬
間
に
改
心
し
て
阿
弥
陀
如
来
に
す
が
っ
た
「
下
品

下
生
」
の
段
階
ま
で
、
そ
の
九
段
階
ど
れ
に
入
っ
て
も
い
い
よ
う
に
と
、
九
体
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
置

し
て
い
る
も
の
で
す
。
お
堂
の
手
前
東
側
に
は
池
も
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
極
楽
浄
土
は
西
方
、
我
々
が
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生
き
て
い
る
世
界
か
ら
見
て
西
の
方
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
浄
瑠
璃
寺
の
お
堂
や
庭
園
も
、
極

楽
浄
土
を
意
識
し
て
造
っ
て
あ
り
ま
す
。
西
に
九
体
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
お
堂
が
あ
っ
て
、
そ
の
手

前
に
極
楽
浄
土
に
見
立
て
た
池
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
木
造
で
古
い
も
の
は
浄
瑠
璃
寺
に
残
っ
て
い
る
も
の
が
唯
一
で

す
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
範
囲
を
広
げ
る
と
、
平
安
時
代
後
期
に
は
九
州
大
分
県
の
臼
杵
石
仏
に
石
造
の

九
体
阿
弥
陀
如
来
像
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
左
右
の
八
体
が
立
っ
て
い
る
立
像
（
り

ゅ
う
ぞ
う
）
で
あ
る
点
が
異
な
り
ま
す
。

九
体
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
そ
の
後
も
時
々
造
ら
れ
ま
す
。
九
体
造
る
の
は
大
変
で
す
か
ら
、
し
ば
し
ば

造
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
か
け
て
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
長
野
県
の
蓮

台
寺
に
伝
わ
る
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
も
そ
の
一
例
で
す
。
一
体
だ
け
が
平
安
時
代
の
古
い
仏
像
で
重
要
文

化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
残
り
の
八
体
は
江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
九
体
阿
弥
陀
如
来
像

は
印
相
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
が
特
徴
で
、
お
腹
の
前
で
両
手
を
組
み
合
わ
せ
る
阿
弥
陀
の
定
印
は
同
じ
よ

う
に
見
え
ま
す
が
、
親
指
と
も
う
一
本
、
人
差
し
指
を
曲
げ
る
パ
タ
ー
ン
と
、
中
指
を
曲
げ
る
パ
タ
ー
ン

と
、
薬
指
を
曲
げ
る
パ
タ
ー
ン
の
三
通
り
あ
り
ま
す
。
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
も
親
指
と
も
う
一
本
、
ど

の
指
を
曲
げ
る
か
で
三
通
り
あ
り
ま
す
。
他
の
三
体
は
来
迎
印
と
言
っ
て
、
極
楽
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
亡

阿弥陀如来像の諸相
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く
な
っ
た
人
を
迎
え
に
来
る
時
の
手
の
構
え
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
右
手
を
上
げ
て
親
指
と
も
う
一

本
の
指
で
輪
を
作
り
、
左
手
は
下
ろ
し
て
や
は
り
親
指
と
も
う
一
本
の
指
で
輪
を
作
る
印
相
に
な
っ
て
い

ま
す
。
中
尊
は
来
迎
印
で
、
こ
れ
だ
け
が
古
く
平
安
時
代
の
も
の
で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。先

ほ
ど
、
往
生
に
は
九
段
階
あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
阿
弥
陀
如
来
を
九
体
造
っ
た
と
い
う
話
を
し

ま
し
た
。
最
初
の
方
で
紹
介
し
ま
し
た
當
麻
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
『
観
無
量
寿
経
変
相
図
』、
元
は
綴
織

の
作
品
で
す
が
、
そ
れ
を
絵
に
図
様
を
写
し
と
っ
た
も
の
で
は
、
そ
の
一
番
下
の
方
に
あ
る
九
つ
の
区
画

に
、
そ
の
九
段
階
の
往
生
の
図
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
央
は
、
縁
起
段
と
い
う
、『
当
麻
曼
荼
羅
』
が

成
立
す
る
由
緒
を
描
い
て
あ
る
部
分
で
す
が
、
右
に
四
区
画
、
左
に
五
区
画
、
合
計
九
区
画
あ
る
絵
、
こ

れ
が
九
品
往
生
図
で
す
。
右
端
、
普
段
か
ら
良
い
行
い
を
し
て
い
た
人
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
阿
弥

陀
如
来
が
大
勢
の
お
供
、
二
十
五
菩
薩
を
連
れ
て
す
ぐ
に
迎
え
に
来
て
下
さ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
行
い
が

悪
く
な
っ
て
い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
お
供
の
数
が
減
っ
て
い
き
ま
す
。
左
端
は
「
下
品
下
生
」
と
言
っ
て
、

普
段
か
ら
悪
い
行
い
を
重
ね
て
い
た
人
で
す
。
仏
像
を
盗
っ
て
き
て
は
薪
に
し
て
焼
く
な
ど
、
極
悪
非
道

な
こ
と
を
す
る
人
で
す
け
れ
ど
も
、
死
ぬ
前
に
改
心
し
て
阿
弥
陀
如
来
に
す
が
れ
ば
、
そ
の
亡
く
な
っ
た

人
の
魂
を
載
せ
る
台
だ
け
が
や
っ
て
来
ま
す
。
中
央
に
金
色
の
丸
い
も
の
が
見
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
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蓮
台
と
い
う
魂
を
載
せ
る
台
で
す
。
お
供
も
誰
も
来
な
い
の
が
寂
し
い
の
で
す
が
、
蓮
台
だ
け
が
飛
ん
で

き
て
、
魂
を
載
せ
て
極
楽
浄
土
へ
帰
っ
て
い
く
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
九
段
階
の
区
別
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
九
段
階
の
ど
こ
に
入
る
か
を
自
分
で
選
べ
な
い
の
で
、
九
体
の
阿
弥
陀
如
来

像
を
造
っ
た
と
い
う
の
が
九
体
阿
弥
陀
如
来
で
す
。

さ
ら
に
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
京
都
の
即
成
院
（
そ
く
じ
ょ
う
い
ん
）
に
、
阿
弥
陀
如
来
及
び
二
十

五
菩
薩
坐
像
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
元
々
伏
見
に
あ
っ
た
も
の
が
後
に
移
転
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
、
極
楽
浄
土
か
ら
亡
き
人
を
迎
え
に
や
っ
て
来
る
阿
弥
陀
如
来
と
お
供
の
二
十
五
菩
薩
を
一
具
と

し
て
造
っ
た
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
に
制
作
が
遡
る
の
は
そ
の
内
の
十
体
で
、
残
り
は
江
戸
時

代
に
補
わ
れ
て
い
ま
す
。
観
音
菩
薩
は
両
手
で
蓮
の
台
（
う
て
な
）
を
捧
げ
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
に
亡
き

人
の
魂
を
載
せ
て
帰
り
ま
す
。
音
楽
を
奏
で
て
口
を
開
け
て
歌
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
な
菩
薩
も
あ
り
ま

す
。
他
に
も
楽
器
を
奏
で
て
い
た
り
、
天
蓋
と
い
っ
て
身
分
の
高
い
人
に
差
し
掛
け
る
傘
を
持
っ
て
い
た

り
す
る
菩
薩
た
ち
が
亡
き
人
の
元
へ
来
迎
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
全
部
、
仏
像
と
し
て
造

っ
た
も
の
で
す
。
絵
画
と
し
て
描
く
の
は
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
仏
像
と
し
て
造
っ
た
例
は
、
日
本

に
残
っ
て
い
る
も
の
は
本
当
に
数
が
少
な
い
で
す
。
自
分
が
死
ん
だ
後
に
救
わ
れ
る
よ
う
に
と
願
い
を
込

め
て
、
こ
う
い
う
も
の
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

阿弥陀如来像の諸相
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次
は
京
都
の
大
原
三
千
院
に
あ
り
ま
す
阿
弥
陀
三
尊
像
で
す
。
中
央
が
阿
弥
陀
如
来
で
、
両
側
が
観
音

菩
薩
と
勢
至
菩
薩
で
す
。
手
前
向
か
っ
て
右
の
観
音
菩
薩
は
跪
い
て
、
亡
き
人
の
魂
を
蓮
台
に
載
せ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
左
の
勢
至
菩
薩
も
合
掌
し
て
、
や
は
り
両
膝
を
つ
い
て
亡
き
人
の
前
に
跪
い
て
い
ま

す
。
中
央
の
阿
弥
陀
如
来
は
、
来
迎
印
と
い
う
、
阿
弥
陀
如
来
が
亡
き
人
を
迎
え
に
来
る
時
の
印
相
で
、

右
手
を
上
げ
て
親
指
と
人
差
し
指
を
曲
げ
て
、
左
手
も
同
じ
よ
う
に
親
指
と
人
差
し
指
を
曲
げ
て
膝
の
上

に
置
い
て
い
る
、
と
い
う
手
の
構
え
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
印
相
も
こ
の
頃
以
降
、
多
く
造
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

他
に
も
平
安
時
代
の
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
両
側
に
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
、
そ
れ

に
地
蔵
菩
薩
と
龍
樹
菩
薩
と
い
う
、
頭
を
丸
め
た
菩
薩
を
二
体
付
け
加
え
て
五
体
に
し
た
も
の
も
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
元
々
、
愛
媛
県
の
保
安
寺
に
伝
わ
っ
た
像
で
、
現
在
、
地
蔵
菩
薩
・
龍
樹
菩
薩
像

の
二
体
は
奈
良
国
立
博
物
館
の
所
有
に
な
っ
て
い
ま
す
。

京
都
の
常
照
皇
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
三
尊
像
は
、
観
音
菩
薩
が
手
に
捧
げ
持
つ
亡
き
人
の
魂
を

載
せ
る
蓮
台
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
観
音
菩
薩
も
勢
至
菩
薩
も
不
思
議
な
脚
の
ポ
ー
ズ
を
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
亡
き
人
の
前
に
跪
い
て
、
片
膝
を
付
い
て
、
も
う
片
脚
を
下
ろ
そ
う
と
し
て
い
る
瞬
間
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
三
体
と
も
雲
に
乗
っ
て
表
さ
れ
、
極
楽
浄
土
か
ら
来
迎
し
た
姿
を
表
し
て
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い
ま
す
。

次
に
、
鎌
倉
時
代
に
入
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
さ
ら
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
阿
弥
陀
如
来
像

が
造
ら
れ
ま
す
。
快
慶
が
造
っ
た
兵
庫
県
の
浄
土
寺
に
伝
わ
る
阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像
で
は
、
中
央

の
阿
弥
陀
如
来
は
右
手
を
下
ろ
し
て
左
手
を
上
げ
て
い
ま
す
。
今
、
直
前
に
紹
介
し
ま
し
た
大
原
三
千
院

な
ど
の
来
迎
印
は
、
右
手
を
上
げ
て
左
手
を
下
ろ
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
と
は
左
右
逆
で

す
。
そ
し
て
左
手
の
構
え
も
日
本
に
例
の
な
い
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
当
時
、
中
国
か
ら
盛
ん
に
持
ち
込

ま
れ
た
絵
画
を
元
に
し
て
造
ら
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
尊
も
雲
に
乗
っ
て
い
ま
し

て
、
後
ろ
か
ら
見
る
と
雲
の
尾
が
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
極
楽
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
来
迎
す
る
時
の
光
景

を
表
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
今
見
え
て
い
る
雲
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
て
、

少
し
後
の
時
代
に
付
け
足
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
雲
の
内
側
に
は
も

う
少
し
彫
り
の
大
き
い
雲
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
当
初
か
ら
、
阿
弥
陀
三
尊
が
極
楽
浄
土
か
ら
こ

の
世
に
亡
き
人
を
雲
に
乗
っ
て
迎
え
に
来
る
と
い
う
動
き
を
表
し
た
像
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
元
に
な
っ
た
絵
と
同
じ
図
様
が
、
京
都
の
知
恩
院
に
伝
わ
っ
て
い
る
『
阿
弥
陀
浄
土
図
』
で
す
。

こ
の
頃
、
日
本
に
は
同
じ
よ
う
な
図
様
の
絵
が
日
宋
貿
易
等
で
多
く
将
来
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
ら
は

阿弥陀如来像の諸相
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日
本
の
阿
弥
陀
如
来
と
は
腕
の
上
げ
下
げ
が
左
右
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う
絵
を
お
手
本
に

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
央
が
阿
弥
陀
如
来
、
向
か
っ
て
右
が
観
音
菩
薩
、
向
か
っ
て
左
が

勢
至
菩
薩
で
す
。
や
は
り
観
音
菩
薩
は
冠
正
面
に
小
さ
い
阿
弥
陀
如
来
を
付
け
て
い
ま
す
。
勢
至
菩
薩
は

水
瓶
を
付
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
は
袈
裟
を
着
け
て
い
ま
す
。
菩
薩
は
袈

裟
を
着
け
な
い
の
が
日
本
で
は
通
例
で
す
が
、
こ
の
頃
の
中
国
絵
画
に
描
か
れ
る
菩
薩
は
袈
裟
を
着
け
る

も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
が
日
本
の
鎌
倉
時
代
の
仏
教
絵
画
や
仏
教
彫
刻
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
写
真
を
並
べ
て
み
る
と
、
知
恩
院
阿
弥
陀
浄
土
図
の
阿
弥
陀
如
来
と
、
浄
土
寺
阿

弥
陀
三
尊
像
の
阿
弥
陀
如
来
と
は
、
腕
の
構
え
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
爪
を
長
く

伸
ば
し
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。
記
録
に
は
浄
土
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
は
「
中
国
で
描
か
れ
た
画
像
の
阿
弥

陀
三
尊
を
元
に
し
た
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
に
も
鎌
倉
時
代
に
は
、
同
じ
快
慶
が
造
っ
た
阿
弥
陀
如
来
像
で
上
半
身
裸
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
下
半
身
に
は
下
着
的
な
衣
を
着
け
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
ま
ま
拝
ん
で
い
た
わ
け
で
は

な
く
て
、
こ
の
上
に
実
際
に
布
で
出
来
た
衣
を
着
せ
て
、
仏
を
台
車
に
乗
せ
て
引
っ
張
っ
て
い
た
ら
し
い

の
で
す
。
お
堂
の
中
に
安
置
す
る
の
で
は
な
く
て
、
外
へ
引
っ
張
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を
行
道
（
ぎ
ょ

う
ど
う
）
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
使
っ
て
い
た
仏
像
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
人
間
が

１８８



菩
薩
の
面
を
被
っ
て
、
装
束
を
着
け
て
お
供
を
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
が
多
く
の
お
供
を
連
れ
て
極
楽
浄
土

か
ら
こ
の
世
に
亡
き
人
を
迎
え
に
来
る
、
来
迎
の
光
景
を
表
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
、
来
迎
会
（
ら
い

ご
う
え
）
と
か
、
迎
接
会
（
ご
う
し
ょ
う
え
）
と
か
、
迎
講
（
む
か
え
こ
う
）
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す

が
、
後
に
は
菩
薩
た
ち
が
練
り
歩
く
の
で
、
練
り
供
養
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
で
も

奈
良
の
當
麻
寺
（『
当
麻
曼
荼
羅
』
を
紹
介
し
た
お
寺
）、
京
都
の
即
成
院
（
二
十
五
菩
薩
像
を
紹
介
し
た

お
寺
）、
大
阪
の
平
野
に
あ
る
大
念
仏
寺
な
ど
で
は
、
こ
の
よ
う
に
面
を
付
け
て
、
装
束
を
身
に
つ
け
た

菩
薩
た
ち
が
登
場
し
ま
す
。

大
念
仏
寺
の
練
り
供
養
で
は
、
亡
き
人
の
魂
を
載
せ
る
蓮
台
を
持
っ
て
い
る
観
音
菩
薩
が
登
場
し
ま

す
。
そ
の
後
、
合
掌
す
る
勢
至
菩
薩
が
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
楽
器
を
持
っ
た
奏
楽
の
菩
薩
た
ち

が
後
に
続
き
ま
す
。
当
時
の
人
々
は
、
自
分
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
こ
の
よ
う
に
お
迎
え
が
や
っ
て
き

て
、
極
楽
浄
土
に
救
わ
れ
た
い
な
と
願
っ
て
い
た
の
で
す
。
昔
は
様
々
な
と
こ
ろ
、
例
え
ば
、
大
阪
の
四

天
王
寺
等
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
も
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た

寺
院
を
は
じ
め
、
全
国
複
数
の
お
寺
で
こ
う
い
う
法
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
は
後
の
時
代
に
ま
で
作
り
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
阿
弥
陀
如
来
立
像
の
典
型

的
な
姿
の
像
が
造
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
快
慶
が
造
っ
た
東
大
寺
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
で
、
右
手
を
上
げ
て

阿弥陀如来像の諸相
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左
手
を
下
ろ
し
て
、
来
迎
印
を
結
ん
で
い
ま
す
。
立
像
の
阿
弥
陀
如
来
は
、
こ
の
後
、
現
代
ま
で
非
常
に

多
く
造
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
浄
土
真
宗
の
本
尊
像
も
こ
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
一
番
馴
染
み
の
あ
る
阿
弥
陀
如
来
像
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
原
型
を

遡
っ
て
い
く
と
、
鎌
倉
時
代
の
快
慶
あ
た
り
の
作
例
に
辿
り
着
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
か
に
も
仏
様
ら

し
い
姿
と
い
え
ま
す
。
大
変
端
正
で
綺
麗
な
姿
で
す
。
こ
れ
は
表
面
に
金
泥
塗
と
い
う
金
の
粉
末
を
膠

（
に
か
わ
）
に
混
ぜ
た
も
の
を
、
衣
の
表
面
と
か
肌
の
表
面
に
塗
り
、
衣
部
分
に
は
さ
ら
に
切
金
文
様
と

い
う
、
金
箔
を
細
く
切
っ
て
文
様
を
表
す
技
法
で
装
飾
さ
れ
た
、
大
変
繊
細
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
多
様

な
切
金
文
様
が
見
事
で
す
。

今
、
紹
介
し
ま
し
た
の
は
阿
弥
陀
如
来
像
単
独
で
し
た
が
、
こ
れ
は
和
歌
山
県
の
光
台
院
の
阿
弥
陀
三

尊
像
で
、
両
側
に
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
を
配
置
し
た
仏
像
で
す
。
極
楽
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
亡
き
人
を

迎
え
に
来
る
三
体
が
「
立
像
」
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
我
々
を
救
う
働
き
を
よ
り
明
確
に
表
し
た

ポ
ー
ズ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
坐
像
は
、
如
来
や
菩
薩
が
我
々
を
救
う
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
と
瞑
想
し
思
索
し
て
い
る
姿
で
、
立
像
は
、
私
た
ち
を
救
お
う
と
働
き
か
け
て
い
る
、
今
ま
さ
に
現

世
に
や
っ
て
来
よ
う
と
し
て
い
る
姿
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
体
と
も
立
っ
た
姿
で
、
向
か
っ
て
右
側
の

観
音
菩
薩
が
蓮
台
を
持
っ
て
私
た
ち
を
救
い
に
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
勢
至
菩
薩
が
合
掌
し
て
い
る
。
観
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音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
を
良
く
見
る
と
、
膝
を
軽
く
曲
げ
て
、
今
か
ら
跪
こ
う
と
す
る
姿
を
表
し
て
い
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
姿
の
三
尊
が
鎌
倉
時
代
の
初
め
に
造
ら
れ
て
、
こ
の
後
、
こ
の
タ
イ
プ
の
阿
弥
陀
三
尊

像
は
浄
土
宗
の
お
寺
な
ど
で
は
多
く
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
光
台
院
阿
弥
陀
三
尊
像
は
、
煌
び
や
か
に
金
色
で
全
体
を
荘
厳
し
て
光
を
演
出
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
す
が
、
こ
の
光
が
阿
弥
陀
如
来
の
意
訳
で
あ
る
、
無
量
光
如
来
、
あ
ま
ね
く
光
を
放
っ
て
私
た
ち
を

照
ら
し
出
し
て
救
っ
て
く
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
像
も
表
面
は
金
粉
を
膠
で
溶
い
て
塗
る
金
泥
塗
の
上
に
切
金
文
様
を
配
置
し
た
技

法
で
荘
厳
さ
れ
て
い
ま
す
。
光
背
や
台
座
も
大
変
豪
華
で
す
。
台
座
自
体
は
木
造
で
す
け
れ
ど
も
、
蓮
の

花
び
ら
の
先
か
ら
瓔
珞
（
よ
う
ら
く
）
と
い
う
玉
を
連
ね
た
飾
り
が
下
が
っ
て
い
た
り
、
要
所
に
鍍
金

（
金
メ
ッ
キ
）
を
し
た
金
具
を
配
置
し
て
、
大
変
煌
び
や
か
な
光
の
演
出
を
は
か
っ
て
い
る
と
も
受
け
と

れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
阿
弥
陀
如
来
の
光
背
、
つ
ま
り
像
の
後
ろ
に
あ
る
飾
り
で
す
け
れ
ど
も
、
金
属
製
で

鍍
金
（
金
メ
ッ
キ
）
を
し
た
部
材
が
中
心
と
な
っ
て
、
要
所
に
珠
が
多
く
は
め
込
ん
で
あ
っ
て
、
ま
ば
ゆ

い
光
を
放
つ
、
大
変
豪
華
で
煌
び
や
か
な
光
背
で
す
。
観
音
菩
薩
像
は
、
腰
を
曲
げ
て
、
膝
を
曲
げ
て
、

往
生
者
（
亡
く
な
る
人
）
の
前
に
蓮
台
を
捧
げ
出
す
ポ
ー
ズ
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
光
背
や
宝

冠
、
あ
る
い
は
胸
か
ら
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
胸
飾
（
き
ょ
う
し
ょ
く
）
や
瓔
珞
も
非
常
に
豪
華
で
煌
び
や

阿弥陀如来像の諸相
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か
で
、
や
は
り
、
光
を
意
識
し
て
造
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
時
代
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
、
類
例
は
少
な
い
な
が
ら
特
徴
的
な

像
が
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
善
光
寺
式
阿
弥
陀
如
来
像
と
言
わ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
三
尊
像
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
長
野
県

の
信
濃
善
光
寺
の
本
尊
を
真
似
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
全
国
に
善
光
寺
信
仰
が
広
ま
る
と
共
に
、

同
じ
姿
の
も
の
を
写
し
て
造
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
六
世
紀
に
百
済
国
か
ら
伝
来
し
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
こ
の
本
尊
像
は
、
絶
対
の
秘
仏
で
誰
も
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
の
姿
を
写
し
た
像
が
今

も
善
光
寺
に
「
お
前
立
ち
」
と
い
う
形
で
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
写
し
た
像
が
全
国
で

造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
神
奈
川
県
の
円
覚
寺
に
伝
わ
る
善
光
寺
式
阿
弥
陀
如
来
像
を
紹
介
し
て
お

き
ま
す
。
た
だ
し
、
善
光
寺
式
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
形
式
は
、
も
と
も
と
阿
弥
陀
如
来
像
だ
っ
た
か
ど
う

か
は
良
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
姿
と
似
た
像
が
伝
わ
っ
て
い
ま
し
て
、
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
法
隆
寺
献
納
宝
物
１
４
３
号
像
で
す
。
朝
鮮
半
島
三
国
時
代
、
六
世
紀
に
造
ら
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
像
で
す
が
、
こ
の
二
つ
を
比
較
す
る
と
、
手
の
構
え
や
、
中
尊
の
如
来
像
が
下
ろ
し
た
手
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の
二
本
の
指
を
伸
ば
す
こ
と
、
両
側
の
菩
薩
の
冠
の
形
や
両
手
を
胸
の
前
で
拱
手
（
き
ょ
う
し
ゅ
）
す
る

姿
勢
、
三
尊
全
体
を
一
つ
の
大
き
な
光
背
で
包
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
共
通
し
ま
す
。
そ
う
考
え
る

と
、
朝
鮮
半
島
の
百
済
で
造
ら
れ
た
も
の
が
善
光
寺
本
尊
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
伝
説
も
、
あ
な

が
ち
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
元
々
は
阿
弥
陀
如
来
像
と
し
て
造
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
い
つ
の
時
代
か
ら
か
阿
弥
陀
如
来
だ
と
信
仰
さ
れ
て
き
て
、
善
光
寺
の
本
尊
と

し
て
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
も
有
名
な
像
で
す
が
、
京
都
の
禅
林
寺
永
観
堂
阿
弥
陀
如
来
立
像
、
通
称
「
見
返
り
阿

弥
陀
像
」
と
し
て
知
ら
れ
る
像
も
紹
介
し
ま
す
。
平
安
時
代
の
終
わ
り
か
ら
鎌
倉
時
代
の
初
め
、
恐
ら
く

鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
す
ぐ
の
頃
に
造
ら
れ
た
像
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
禅
林
寺
を
中
興
し
た
永
観
が
常

行
三
昧
と
い
う
修
行
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
最
中
に
阿
弥
陀
如
来
が
永
観
の
前
に
現
れ
て
振
り
返

り
、「
永
観
遅
し
」
と
言
っ
た
時
の
姿
を
表
し
た
像
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
振
り
返
っ
た

よ
う
な
姿
の
像
は
ほ
か
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
永
観
に
関
係
の
な
い
お
寺
に
も
い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る

の
で
、
そ
う
考
え
る
と
、
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
平
等
院
の
扉
絵
に
あ
る
還
り
来
迎
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
如

来
が
極
楽
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
来
迎
し
、
亡
き
人
の
魂
を
迎
え
取
っ
て
極
楽
浄
土
へ
還
っ
て
い
く
、
そ
の

途
中
に
、
お
供
の
聖
衆
（
し
ょ
う
じ
ゅ
）
が
遅
れ
ず
に
来
て
い
る
か
を
、
振
り
返
っ
て
確
か
め
る
阿
弥
陀

阿弥陀如来像の諸相
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如
来
の
姿
を
表
し
た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
類
例
と
し
て
は
、
東
京
の
長
寿
院
に
伝
わ
る
阿
弥
陀
如
来
立
像
が
そ
の
例
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
少

し
だ
け
首
を
か
し
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
も
見
返
り
阿
弥
陀
像
の
一
例
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
山
形
の
善
光
寺
に
伝
わ
る
像
は
身
体
も
捻
っ
て
お
り
、
同
様
の
例
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ほ
か
に
も
特
徴
的
な
阿
弥
陀
如
来
像
と
し
て
は
、
東
大
寺
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来

坐
像
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
法
蔵
菩
薩
と
し
て
世
自
在
王
仏
の
も
と
で
修
行
し
て
い
る

時
に
、
五
劫
と
い
う
果
て
し
な
い
時
間
、
我
々
（
衆
生
）
を
救
う
こ
と
を
思
惟
し
た
際
、
あ
ま
り
に
も
長

い
時
間
だ
っ
た
の
で
、
髪
の
毛
が
伸
び
放
題
に
な
っ
た
と
い
う
姿
を
表
し
て
い
ま
す
。
螺
髪
の
部
分
が
巨

大
に
な
っ
て
カ
ツ
ラ
を
被
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
が
特
徴
で
す
。
た
だ
し
厳
密
に
考
え
る
と
、
修
行

し
た
の
は
法
蔵
菩
薩
の
時
で
、
菩
薩
の
髪
は
伸
ば
す
の
が
通
例
で
螺
髪
で
は
な
い
は
ず
な
の
で
、
こ
の
よ

う
な
頭
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
鎌

倉
時
代
以
降
に
こ
の
よ
う
な
姿
の
像
が
時
々
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
腕
の
構
え
が
違
う
形
式
の

五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
坐
像
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
変
珍
し
い
作
例
と
し
て
は
、
完
全
に
裸
の
姿
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も

ち
ろ
ん
こ
の
ま
ま
拝
む
の
で
は
な
く
て
、
下
半
身
に
は
裙
（
く
ん
）
と
い
う
巻
き
ス
カ
ー
ト
の
様
な
衣
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を
、
上
半
身
に
も
袈
裟
を
、
そ
れ
ぞ
れ
実
際
の
布
で
作
っ
て
着
せ
て
拝
み
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
像
が

造
ら
れ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
如
来
に
は
人
々
を
救
う
は
た
ら
き
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
生
き
て
我
々
を

救
っ
て
く
れ
る
「
生
身
（
し
ょ
う
じ
ん
）
思
想
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
布

の
衣
を
着
た
仏
が
、
生
き
た
仏
と
し
て
私
た
ち
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
れ
る
、
そ
う
い
う
い
う
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
似
た
例
と
し
て
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
肉
身
部
分
は

裸
の
姿
の
木
造
で
、
衣
は
紙
を
糊
で
固
め
た
も
の
で
造
ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
下

半
身
に
ま
と
う
裙
と
、
覆
肩
衣
（
ふ
く
け
ん
え
）
と
言
っ
て
右
肩
を
覆
う
衣
と
袈
裟
と
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
紙
で
造
り
、
そ
れ
を
着
せ
替
え
み
た
い
に
取
り
付
け
て
い
ま
す
。

他
に
特
徴
的
な
例
と
し
て
、
當
麻
寺
に
伝
来
す
る
、
中
に
人
が
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
像
が
あ
り

ま
す
。
先
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、
亡
き
人
が
来
迎
し
た
阿
弥
陀
如
来
と
そ
の
お
供
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
に

救
わ
れ
て
い
く
場
面
を
仮
面
劇
の
よ
う
に
表
す
法
会
が
平
安
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
来
迎
会
（
ら
い

ご
う
え
）、
迎
接
会
（
ご
う
し
ょ
う
え
）、
練
り
供
養
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に
登
場
し
た

も
の
ら
し
い
で
す
。
ち
ょ
う
ど
胸
の
所
に
卍
の
紙
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
外
が
見
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
て
、
足
元
も
分
離
す
る
の
で
人
が
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
極
め
て
珍
し
い
阿
弥
陀
如

来
像
で
す
。

阿弥陀如来像の諸相
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同
様
の
例
が
岡
山
県
の
弘
法
寺
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
足
元
が
な
く
て
上
半
身
だ
け
で
す

が
、
み
ぞ
お
ち
の
と
こ
ろ
に
横
一
文
字
に
孔
が
開
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
外
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
実
際
に
人
が
被
っ
て
儀
式
を
行
う
ら
し
い
で
す
。

他
に
は
、
歯
吹
（
は
ふ
き
）
阿
弥
陀
如
来
立
像
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
口
を
開
け
て
歯
を
見
せ
て
、

阿
弥
陀
如
来
が
説
法
を
し
て
い
る
様
子
を
表
し
た
も
の
で
す
。

最
後
に
お
示
し
し
ま
す
の
は
、
神
奈
川
県
の
浄
光
明
寺
に
伝
わ
る
阿
弥
陀
如
来
坐
像
で
す
。
奈
良
時
代

を
中
心
に
流
行
っ
て
い
た
説
法
印
（
転
法
輪
印
）
を
採
用
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
の
で
す
が
、
頭
髪
が

螺
髪
で
、
し
か
も
宝
冠
を
被
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
頃
の
中
国
・
宋
の
絵
画
が
日
本
に
盛
ん
に
伝

え
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
衣
の
表
面

が
凸
凹
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
粘
土
を
型
押
し
し
て
、
そ
れ
を
貼
り
付
け
て
上
か
ら
色
を
塗
る
、
土
紋

（
ど
も
ん
）
装
飾
と
い
う
も
の
で
、
関
東
地
方
に
し
か
な
い
独
得
の
表
現
技
法
で
す
。
仏
像
自
体
は
木
造

で
す
が
、
文
様
の
部
分
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
粘
土
を
型
押
し
し
た
も
の
を
貼
り
付
け
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
両
側
の
脇
侍
の
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
像
は
袈
裟
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。
日
本
の
菩
薩
像
は
袈

裟
を
着
け
な
い
の
が
通
例
で
す
が
、
中
国
の
こ
の
頃
の
絵
画
の
菩
薩
は
袈
裟
を
着
け
て
い
ま
す
か
ら
、
そ

う
い
う
も
の
に
基
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
兵
庫
県
浄
土
寺
の
快
慶
が
造
っ
た
阿
弥
陀
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三
尊
像
も
中
国
の
絵
画
を
元
に
し
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
も
元
に
な
る
中
国
の
絵
画

の
菩
薩
が
袈
裟
を
着
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
学
ん
で
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
日
は
、
多
く
の
種
類
の
像
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
特
に
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の

阿
弥
陀
如
来
像
を
詳
し
く
採
り
上
げ
ま
し
た
。
阿
弥
陀
の
定
印
を
採
用
し
た
像
や
、
来
迎
印
の
像
、
鎌
倉

時
代
に
造
ら
れ
た
阿
弥
陀
三
尊
立
像
が
そ
の
後
広
く
現
代
ま
で
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
典
型
的
な
作
例

も
解
説
し
ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
、
特
徴
的
な
像
も
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
様
々
な

姿
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
何
故
造
ら
れ
た
の
か
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
今
の
我
々
の
よ
う
に
普
通
に
読
み
書
き
が
出
来
る
人
が
少
な
い
時
代
に
、
目
に
見
え
る
わ
か
り
や
す

い
姿
の
仏
像
に
基
づ
い
て
仏
教
を
広
め
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
救
済
を
解
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
、

大
変
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
拝
む
人
、
信
仰
す
る
人
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
救
済
を
、
よ

り
解
り
や
す
く
、
よ
り
具
体
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
多
様
な
姿

の
阿
弥
陀
如
来
像
が
産
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
教
え
と
救
い
に
、
い
か
に
人
々

が
期
待
し
て
い
た
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
姿
の
像
を
考
え
て
い
っ
た
の

か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
今
日
の
話
か
ら
改
め
て
考
え
て
頂
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り

阿弥陀如来像の諸相
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が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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