
908

哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
九
号

ご
八

曼
茶
羅
の
構
成

清
　
水
善
　
三

は
じ
め
に

　
い
わ
ゆ
る
両
界
曼
茶
羅
は
、
密
教
の
根
本
経
で
あ
る
大
日
経
の
所
説
に
も
と
つ
く
胎
蔵
界
曼
帯
磁
と
、
同
じ
く
密
教
の
主
要
経
典
で
あ

る
金
翻
頂
経
に
拠
る
金
剛
界
曼
茶
羅
と
か
ら
な
る
。

　
密
教
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
密
教
の
最
高
神
で
あ
る
大
日
如
来
は
衆
生
の
求
め
に
応
じ
て
多
数
の
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
本
誓
（
本

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

願
）
と
形
姿
を
も
つ
ほ
と
け
に
変
化
す
る
。
そ
の
場
合
、
胎
蔵
界
曼
茶
羅
は
、
母
胎
が
そ
の
な
か
に
抱
い
た
種
子
を
育
成
す
る
よ
う
に

（
こ
れ
を
胎
蔵
と
い
う
）
、
大
日
如
来
の
菩
提
心
（
悟
り
を
求
め
る
心
）
が
衆
生
の
心
の
な
か
に
芽
生
え
、
し
だ
い
に
生
成
し
て
衆
生
を
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

リ
へ
導
く
さ
ま
を
、
仏
・
菩
薩
以
下
、
多
数
の
蘇
像
の
形
姿
を
か
り
て
図
示
す
る
、
と
い
わ
れ
る
。

　
構
成
は
、
大
日
如
来
を
主
尊
と
す
る
中
台
八
葉
院
を
中
心
に
十
二
の
区
画
（
院
）
に
わ
か
れ
（
図
－
）
、
各
尊
像
は
中
央
の
大
日
如
来
が

も
っ
と
も
大
き
く
、
以
下
周
辺
部
に
移
る
に
つ
れ
て
次
第
に
小
さ
く
な
る
。
尊
像
の
形
姿
、
印
相
、
持
物
を
は
じ
め
、
肉
身
と
垂
衣
の
色

彩
の
組
舎
せ
は
各
苺
像
の
名
称
や
本
誓
に
鮒
応
し
て
す
べ
て
違
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
い
ん
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

　
一
方
金
剛
界
急
電
羅
は
、
画
面
を
九
区
画
（
九
重
）
に
わ
け
（
図
2
）
、
そ
の
上
段
中
央
の
一
型
会
に
大
臼
如
来
を
安
置
す
る
。
「
会
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
こ
う
し
よ

は
諸
島
の
集
合
を
意
味
し
、
大
日
如
来
の
知
徳
を
あ
ら
わ
す
金
剛
（
金
剛
杵
、
古
代
イ
ン
ド
の
武
器
で
真
理
の
象
徴
）
の
力
が
、
い
か
に

衆
生
の
心
に
巣
食
う
煩
悩
を
打
ち
砕
く
か
の
有
様
を
、
衆
生
の
菩
提
心
の
程
度
に
応
じ
て
、
直
会
の
諸
尊
翁
に
分
け
て
図
示
す
る
わ
け
で
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あ
る
。
潮
通
の
な
か
に
は
、
具
体
的
な
尊
影
を
え
が
か
ず
、
三
昧
耶
形
と
い
う
諸
物
の
シ
ン
ボ
ル
（
標
識
）
を
配
置
し
て
、
よ
り
端
的
に
、

か
つ
象
徴
的
に
所
説
を
図
示
す
る
コ
ニ
昧
耶
会
し
や
「
降
三
世
三
昧
耶
会
」
も
あ
る
（
図
3
）
。

　
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
両
界
墨
重
訳
は
平
安
前
期
初
め
の
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
、
弘
法
大
師
空
海
が
師
の
青
竜
寺
恵
果
か
ら
授
か
っ
て

持
ち
帰
り
、
東
寺
（
龍
王
護
国
寺
）
に
安
置
し
た
両
界
曼
茶
羅
が
初
例
で
あ
る
。
『
請
来
日
録
』
に
「
大
毘
盧
遮
那
大
悲
胎
蔵
大
憂
毒
悪

一
鋪
」
「
金
剛
界
九
会
曼
茶
羅
一
華
」
と
み
え
る
二
本
が
こ
れ
で
、
七
幅
の
絹
を
継
い
だ
長
さ
一
筆
六
尺
の
彩
色
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
大
師
請
来
の
両
界
曼
茶
呑
は
そ
れ
以
降
多
く
の
二
会
に
用
い
ら
れ
た
た
め
か
、
間
も
な
く
損
傷
が
著
し
く
な
り
、
大
師
が
請
来
し

た
十
五
年
後
の
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
、
第
一
園
の
転
写
（
模
写
）
が
行
な
わ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
記
録
に
み
え
る
も
の
の
み
で
も
建

久
二
年
（
一
一
九
一
）
、
永
仁
四
年
（
一
一
一
九
六
）
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
計
四
回
の
転
写
が
判
明
す
る
。
転
写
は
い
ま
は
な
い
大

師
請
来
本
の
形
状
を
忠
実
に
伝
承
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
と
信
ぜ
ら
れ
、
こ
の
系
統
の
両
界
黒
茶
羅
を
と
く
に
現
図
蔓
電
撃
と
呼
称
す
る
。

そ
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
が
、
「
大
師
が
将
来
し
た
血
温
羅
の
形
状
を
現
在
ま
で
正
し
く
伝
承
す
る
曼
茶
頭
」
の
風
な
の
で
あ

ろ
う
。

　
日
本
に
現
存
す
る
闘
茶
羅
は
、
平
安
前
期
の
前
半
（
弘
仁
二
十
、
八
一
〇
1
二
四
）
に
制
作
さ
れ
た
高
雄
曼
茶
羅
、
同
じ
く
平
安
前
期

の
末
期
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
東
寺
西
院
玉
茶
羅
（
伝
真
言
院
点
茶
羅
）
（
図
1
、
2
）
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
遺
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら

は
材
質
的
に
は
彩
色
本
、
紺
綾
地
金
銀
泥
画
の
ほ
か
、
金
属
製
、
木
製
、
織
製
な
ど
多
種
に
わ
た
り
、
ま
た
尊
像
の
細
部
的
な
形
姿
、
手

印
、
持
物
、
あ
る
い
は
肉
身
や
厚
衣
の
彩
色
な
ど
の
、
い
わ
ぽ
図
像
的
な
側
面
で
も
多
少
の
違
い
が
み
と
め
ら
れ
、
現
存
遺
品
を
い
く
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
の
系
譜
に
分
類
す
る
図
像
学
的
研
究
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
胎
蔵
界
に
お
け
る
各
区
画
（
院
）
の
構
成
と
尊
像
の
配
置
、
あ
る

い
は
金
剛
界
曼
茶
羅
に
お
け
る
各
区
画
（
会
）
の
構
成
と
尊
像
の
配
置
な
ど
、
構
成
の
骨
子
に
は
大
き
い
違
い
を
見
出
し
が
た
く
、
そ
の

点
、
両
界
玉
茶
羅
の
形
式
は
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
大
師
請
来
の
現
図
曼
業
繋
の
系
譜
と
近
い
関
係
に
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で

あ
る
。

　
　
　
　
曼
茶
羅
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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〇

　
と
こ
ろ
で
、
平
安
前
期
（
九
世
紀
）
の
両
界
曼
茶
亭
と
、
そ
れ
以
降
に
制
作
さ
れ
た
両
界
曼
茶
羅
を
比
較
す
る
と
、
前
述
の
如
く
、
曼

茶
羅
に
お
け
る
各
院
、
各
会
の
構
成
、
尊
像
の
配
置
な
ど
の
い
わ
ば
図
像
的
形
式
に
は
さ
ほ
ど
大
き
い
違
い
は
指
摘
で
き
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
曼
茶
羅
を
え
が
く
際
の
造
形
的
構
成
、
つ
ま
り
絵
画
と
し
て
の
造
形
的
構
成
の
面
に
は
明
ら
か
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
相
違
は
、
平
安
質
量
以
降
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
る
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま

た
、
大
師
将
来
の
原
本
に
も
っ
と
も
忠
実
で
あ
る
べ
き
元
禄
本
曼
皮
癬
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

　
以
下
、
曼
茶
羅
に
お
け
る
造
形
的
講
成
の
変
遷
を
た
ど
り
、
か
つ
変
遷
の
意
味
を
、
曼
茶
通
発
達
の
過
程
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
た
い

と
思
う
。
そ
の
際
、
具
体
例
の
検
討
は
紙
数
の
制
限
か
ら
、
曼
茶
事
の
主
要
部
、
す
な
わ
ち
胎
蔵
界
曼
茶
羅
で
は
中
台
八
葉
院
、
金
剛
界

曼
茶
羅
で
は
一
印
会
と
成
身
心
を
中
心
に
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
部
分
に
も
触
れ
た
い
と
思
う
。

東
寺
西
院
両
界
曼
茶
羅
に
つ
い
て

　
九
世
紀
末
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
西
院
曼
語
言
（
図
1
、
2
）
の
特
色
は
、
な
に
よ
り
も
あ
ざ
や
か
な
濃
彩
で
え
が
か
れ
た
各
尊
像
が
、

同
じ
く
濃
彩
で
埋
め
つ
く
さ
れ
た
曼
星
羅
の
地
、
あ
る
い
は
蓮
弁
や
月
輪
の
背
景
か
ら
浮
き
あ
が
っ
て
み
え
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
各
尊

像
は
、
た
と
え
ぽ
胎
蔵
界
産
茶
羅
の
中
台
八
葉
院
（
図
4
）
で
は
、
大
日
如
来
の
右
上
方
に
位
置
す
る
普
賢
菩
薩
、
右
下
方
の
文
殊
菩
薩
、

左
上
方
の
弥
勒
菩
薩
、
左
下
方
の
観
音
菩
薩
の
四
親
近
菩
薩
が
も
っ
と
も
奥
に
、
つ
い
で
大
巳
如
来
の
東
（
上
）
方
に
配
さ
れ
る
宝
瞳
如

来
、
南
（
右
）
方
の
開
敷
華
王
如
来
、
西
（
下
）
方
の
無
量
寿
如
来
、
北
（
左
）
方
の
天
鼓
上
音
如
来
の
四
仏
が
そ
の
手
前
に
、
そ
し
て

最
後
に
中
央
月
輪
内
の
大
日
如
来
が
も
っ
と
も
手
前
に
と
い
う
よ
う
に
、
各
尊
像
が
三
つ
の
層
を
形
成
し
な
が
ら
視
る
も
の
の
方
向
に
浮

び
あ
が
っ
て
来
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
こ
で
、

　
ω
　
平
面
と
し
て
の
画
面
（
キ
ャ
ン
バ
ス
、
こ
の
場
合
は
絹
布
）
に
え
が
か
れ
た
諸
尊
が
、
い
く
つ
か
の
層
を
な
し
て
曼
茶
羅
の
地
、

あ
る
い
は
種
々
の
背
景
か
ら
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
と
み
え
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
造
形
的
構
成
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
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②
　
そ
し
て
胎
蔵
界
曼
扁
虻
の
場
合
、
中
台
八
葉
院
の
構
成
が
、
大
日
如
来
の
四
方
に
四
仏
を
置
き
、
さ
ら
に
四
仏
の
問
に
四
親
近
菩

薩
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
日
如
来
の
菩
提
心
が
諸
仏
・
諸
菩
薩
を
介
し
て
あ
ま
ね
く
衆
生
の
心
に
は
ぐ
く
ま
れ
る
こ
と
を
図
示
し
．

て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
各
尊
像
は
、
印
相
や
持
物
な
ど
の
図
像
的
形
式
を
借
り
て
先
述
の
教
儀
的
意
味
を
説

く
の
み
で
は
な
く
、
視
覚
的
に
も
、
そ
れ
ら
尊
像
が
い
く
つ
か
の
層
を
な
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
に
え
が
い
た
の
は
何
故
か
、
の

二
点
が
さ
し
当
っ
て
課
題
と
な
ろ
う
。

　
以
下
、
ま
ず
前
者
、
ω
西
七
二
茶
羅
の
造
形
的
構
成
に
つ
い
て
、
ω
　
尊
像
個
々
の
造
形
的
特
色
と
、
㈲
　
そ
れ
ら
各
尊
像
が
曼
茶
羅

と
い
う
統
一
あ
る
画
面
に
組
み
込
ま
れ
る
際
の
画
面
構
成
の
特
色
、
の
二
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
。

　
ω
　
各
尊
像
の
造
形
的
特
色

　
尊
像
個
々
の
造
形
的
特
色
と
し
て
、
そ
れ
ら
尊
像
の
立
体
性
が
極
限
ま
で
追
究
さ
れ
た
点
に
第
一
の
特
色
を
指
摘
で
き
よ
う
。
㈲
例

を
中
台
八
葉
院
の
主
尊
大
日
如
来
（
図
5
）
に
と
る
と
、
ま
ず
肉
身
部
を
肉
色
で
彩
色
し
た
あ
と
、
朱
の
描
線
で
体
躯
の
形
態
を
輪
廓
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
と
う

的
に
画
き
起
し
、
そ
の
上
に
、
金
色
の
耳
蟷
、
右
肩
か
ら
左
脇
に
か
け
る
条
吊
、
下
豚
部
か
ら
両
膝
に
巻
き
つ
く
緑
色
の
天
衣
な
ど
種
々

の
荘
厳
具
を
え
が
き
加
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
大
日
如
来
の
立
体
感
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
は
、
肉
身
部
の
表
面
に
ま
と

い
つ
く
さ
ま
ざ
ま
の
荘
厳
具
の
形
態
や
描
線
で
は
な
く
、
大
日
如
来
の
肉
身
部
を
輪
廓
線
的
に
縁
ど
る
朱
の
描
線
の
役
割
で
あ
る
。
朱
の

輪
廓
線
で
縁
ど
ら
れ
た
肉
身
部
の
形
態
を
み
る
と
、
ま
ず
面
相
は
ほ
と
ん
ど
円
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
頭
部
を
体
部
に
つ
な
ぐ
頸
部
は
ま
っ

た
く
え
が
か
れ
ず
、
ま
る
で
円
い
頭
部
が
胴
部
に
う
め
ら
れ
た
よ
う
な
塊
量
的
な
（
塊
状
の
）
印
象
を
み
せ
る
。
両
面
は
上
瓦
・
下
畑
部

と
も
や
や
細
属
で
あ
る
が
、
強
く
張
っ
た
肩
部
か
ら
胸
部
に
か
け
て
ひ
ろ
び
う
と
大
き
く
、
そ
れ
に
対
し
胴
部
は
極
端
に
細
く
、
腹
部
に

い
た
っ
て
ふ
た
た
び
太
さ
を
圏
復
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
身
体
各
部
の
、
太
い
部
分
と
細
い
部
分
の
対
比
を
極
端
に
誇
張
す
る
こ
と
に
よ

り
、
身
体
全
体
と
し
て
は
決
し
て
肥
満
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
か
に
も
ま
る
ま
る
と
し
た
立
体
感
に
富
む
印
象
を
つ
く
り
だ
し

て
い
る
。
西
館
曼
茶
事
の
各
尊
像
が
肉
身
部
の
豊
か
な
立
体
感
を
表
現
し
え
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
輪
廓
線
に
よ
る
形
態
把
握
の

　
　
　
　
曼
茶
羅
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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二

独
自
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
㈲
　
そ
の
際
、
朱
の
輪
廓
線
が
も
つ
描
線
と
し
て
の
性
質
も
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
西
院
曼
茶
湯
の
輪
廓
線
は
、
ω
　
如
来
像
（
図
5
、

6
、
7
）
の
ほ
か
、
多
数
の
菩
薩
像
（
図
7
、
8
）
、
明
王
像
、
そ
れ
に
大
部
分
の
天
業
像
に
用
い
ら
れ
た
肥
痩
の
な
い
朱
の
輪
廓
線
と
、

㈲
　
外
金
剛
院
に
配
さ
れ
る
七
曜
神
や
鬼
衆
（
図
9
）
、
そ
れ
に
大
日
在
天
や
梵
天
女
な
ど
の
諸
天
が
乗
る
動
物
座
に
用
い
ら
れ
る
打
ち
込

み
と
肥
痩
を
強
調
し
た
心
線
の
二
種
に
分
れ
る
。
後
者
の
打
ち
込
み
と
肥
痩
の
あ
る
描
線
は
、
痩
せ
細
っ
た
老
人
形
や
餓
鬼
形
の
鬼
神
、

そ
れ
に
動
物
の
た
く
ま
し
さ
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
手
法
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
は
ま
た
、
天
養
形
や
動
物
に
は
し
ば
し
ぼ
肥
痩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
強
調
し
た
描
線
で
え
が
き
あ
ら
わ
す
と
い
う
仏
画
の
伝
統
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
一
方
前
者
、
如
来
像
や
菩
薩
像
を
肥
痩
の
な
い
描
線
で
画
き
起
す
手
法
も
、
同
様
に
仏
画
の
伝
統
的
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
薬
院
曼
茶

羅
の
描
線
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
後
世
の
立
茶
羅
と
は
異
な
る
種
々
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
西
院
本
の
場
合
、
細
線
は
身
体
の
大
き
さ
に

比
し
て
や
や
太
目
の
輪
廓
線
で
、
肥
痩
の
変
化
は
な
い
が
、
柔
ら
か
な
筆
に
た
っ
ぷ
り
絵
具
を
ふ
く
ま
せ
、
ゆ
っ
く
り
力
を
入
れ
て
引
か

れ
た
ら
し
く
、
え
が
か
れ
た
描
線
は
柔
軟
さ
と
重
量
感
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
太
い
朱
線
で
囲
ま
れ
た
身
体
各
部
は
、
み
る
か
ら
に
厚
味

の
あ
る
立
体
感
と
柔
軟
な
肉
身
の
充
実
感
を
か
も
し
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
、
㈲
　
輪
廓
線
に
よ
る
形
態
の
立
体
的
蓑
現
、
お
よ
び
、
㈲
　
描
線
自
体
の
も
つ
立
体
的
効
果
の
二
要
素
に
加
え
て
、
㈲
　
隈

取
り
の
強
調
も
西
院
憂
茶
羅
の
尊
像
を
立
体
感
あ
る
も
の
と
す
る
点
で
大
き
い
効
果
を
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
く
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
隈
取
り
は
対
象
の
隈
（
周
縁
部
）
に
特
定
色
の
ぼ
か
し
を
入
れ
て
対
象
の
立
体
感
を
表
現
す
る
東
洋
画
の
手
法
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
肉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

三
部
に
隈
取
り
を
ほ
ど
こ
す
場
合
は
、
通
常
、
肉
身
の
周
縁
部
に
朱
の
ぼ
か
し
を
入
れ
、
ぼ
か
し
を
入
れ
な
い
肉
身
部
（
中
央
部
）
の
白

色
部
分
（
も
し
く
は
、
淡
い
肉
色
、
ま
れ
に
は
淡
い
朱
色
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
と
の
濃
淡
の
対
比
で
対
象
の
立
体
感
を
あ
ら
わ
す
わ

け
で
あ
る
が
、
対
象
の
中
央
部
に
白
色
顔
料
を
ほ
ど
こ
し
て
同
様
の
効
果
を
あ
げ
る
反
隈
（
“
か
え
り
ぐ
ま
、
あ
る
い
は
逆
隈
旺
さ
か
ぐ

ま
）
と
は
区
捌
し
て
用
い
て
い
る
。
西
港
曼
茶
山
の
場
合
は
対
象
の
周
縁
部
に
朱
の
ぼ
か
し
を
ほ
ど
こ
す
通
常
の
隈
取
り
で
あ
る
が
、
朱



　
　
色
が
濃
厚
で
、
隈
取
り
を
入
れ
な
い
肉
身
中
央
の
白
色
部
分
と
の
対
比
が
強
烈
で
あ
る
点
に
特
色
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
西
院
曼
茶
羅
で
は
大
別
し
て
二
種
の
隈
取
り
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
「
西
院
曼
寒
点
の
隈
取
り
」
と
し
て
規
定
で

　
　
き
る
単
一
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
胎
蔵
界
中
台
八
葉
院
に
配
さ
れ
る
尊
像
に
限
っ
て
み
て
も
、
中
央
の
大
造

　
　
如
来
（
図
5
）
と
四
仏
、
お
よ
び
四
仏
の
聞
に
配
さ
れ
る
四
親
近
菩
薩
（
図
7
）
で
は
隈
取
り
の
手
法
に
微
妙
な
相
違
が
あ
る
。
ま
ず
大
日

　
　
如
来
の
隈
取
り
は
、
面
相
の
周
縁
部
、
眼
の
下
、
三
道
下
、
お
よ
び
肩
か
ら
両
鷹
・
足
部
に
か
け
て
の
周
縁
部
、
胸
部
の
中
央
部
と
織
部

　
　
を
示
す
曲
線
の
下
部
（
外
縁
部
）
、
そ
れ
に
胴
部
、
胸
部
の
周
縁
部
な
ど
に
、
多
少
黒
色
が
か
っ
た
朱
（
あ
る
い
は
黄
色
を
混
ぜ
た
色
調
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
顔
料
を
用
い
て
ぼ
か
し
を
入
れ
る
。
そ
の
場
合
、
ぼ
か
し
の
巾
は
せ
ま
く
、
対
象
の
周
縁
部
、
あ
る
い
は
周
縁
部
に
近
い
、
ご
く
せ
ま

　
　
い
部
分
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
面
積
は
隈
取
り
を
入
れ
な
い
肉
身
部
に
比
較
し
て
小
さ
い
。
さ
ら
に
隈
取
り
の
朱
色
に
も
、
隈

　
　
取
り
を
入
れ
な
い
肉
身
部
に
も
、
掲
色
（
あ
る
い
は
黄
色
）
が
か
っ
た
色
調
を
加
え
て
い
る
の
で
、
両
者
の
も
つ
濃
淡
の
対
比
は
比
較
的

　
　
弱
く
、
か
つ
隈
取
り
部
分
か
ら
隈
取
り
を
入
れ
な
い
肉
身
部
へ
の
色
調
の
変
化
は
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
大
日
如
来

　
　
以
下
の
五
仏
に
み
ら
れ
る
隈
取
り
の
効
果
は
極
端
に
強
烈
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。

　
　
　
そ
れ
に
対
し
、
四
仏
の
間
に
配
さ
れ
る
四
親
近
菩
薩
、
た
と
え
ぽ
大
日
如
来
の
左
上
に
位
置
す
る
弥
勒
菩
薩
（
図
7
）
、
左
下
に
位
置
す

　
　
る
観
音
菩
薩
の
隈
取
り
は
、
あ
ざ
や
か
な
朱
を
用
い
、
し
か
も
色
調
は
き
わ
め
て
濃
厚
で
、
ほ
ど
こ
さ
れ
る
隈
取
り
の
巾
も
各
部
の
広
範

　
　
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。
一
方
隈
取
り
を
入
れ
な
い
肉
身
の
中
央
部
分
は
白
色
に
近
い
色
調
で
え
が
か
れ
る
た
め
、
両
者
の
濃
淡
の
対
比
は

　
　
強
烈
で
あ
り
、
同
時
に
隈
取
り
部
分
か
ら
隈
取
り
を
入
れ
な
い
肉
身
部
へ
の
色
調
の
変
化
は
急
激
で
あ
る
。

　
　
　
隈
取
り
の
朱
が
濃
厚
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
隈
取
り
を
ほ
ど
こ
す
部
分
が
広
範
囲
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
隈
取
り
部
分
と
隈
取
り

　
　
を
ほ
ど
こ
さ
な
い
部
分
と
の
色
調
の
対
比
（
濃
淡
の
対
比
）
が
強
烈
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
、
さ
ら
に
両
者
の
色
調
の
変
化
が
急
激
で
あ
れ

　
　
ば
あ
る
ほ
ど
、
一
般
に
対
象
の
立
体
感
は
よ
り
つ
よ
く
表
現
さ
れ
る
。
中
台
八
葉
院
で
は
、
大
日
如
来
以
下
の
五
仏
と
四
親
近
菩
薩
の
隈

　
　
取
り
の
両
者
を
厳
密
に
比
較
す
る
と
、
後
者
が
よ
り
立
体
感
に
富
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
違
が
、
如
来
と
菩
薩
と
い
う
尊
像
の
主

13

三
三
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題
に
対
応
し
て
意
図
的
に
区
別
さ
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
い
い
か
え
る
と
、
世
俗
の
次
元
を
脱
し
て
覚
者
（
仏
）
の
境
に
達
し
た
如

来
を
表
現
す
る
際
に
は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
体
が
も
つ
肉
体
的
な
特
色
（
身
体
の
立
体
感
）
を
で
き
る
だ
け
抑
え
、
他
方
、
い
ま
ま
だ
修

業
中
で
、
や
が
て
悟
り
を
開
い
て
覚
者
に
な
る
は
ず
の
、
し
た
が
っ
て
い
ま
は
世
俗
的
次
元
に
近
い
存
在
で
あ
る
菩
薩
の
表
現
に
は
モ
デ

ル
と
な
っ
た
肉
体
的
な
特
色
を
よ
り
強
調
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
か
、
に
わ
か
に
は
判
じ
が
た
い
。

　
た
と
え
ば
、
金
剛
界
一
印
会
に
配
さ
れ
る
金
剛
界
大
日
如
来
（
図
6
）
は
、
胎
蔵
界
中
台
八
葉
院
の
大
日
如
来
に
用
い
ら
れ
た
隈
取
り

と
相
違
し
、
む
し
ろ
中
台
八
葉
院
の
四
親
近
菩
薩
（
図
7
）
に
近
い
隈
取
り
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
色
は
他
の
顔
料
を
混
ぜ
な
い
あ
ざ
や

か
で
、
か
つ
濃
厚
な
朱
色
、
ま
た
隈
取
り
の
巾
も
ひ
ろ
く
、
そ
れ
に
対
し
隈
取
り
を
ほ
ど
こ
さ
な
い
肉
身
の
中
央
部
は
白
色
を
呈
し
、
両

者
の
対
比
は
よ
り
強
烈
、
色
調
の
変
化
も
い
っ
そ
う
急
激
で
あ
る
。
一
方
、
胎
蔵
界
金
剛
手
院
に
配
さ
れ
る
諸
菩
薩
に
は
先
述
し
た
二
種

の
隈
取
り
が
両
者
と
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
図
1
0
、
1
1
）
。
中
台
八
葉
院
の
五
仏
に
使
用
さ
れ
た
比
較
的
穏
和
な
手
法
と
、
金
剛
界
一
且
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
大
日
如
来
や
胎
蔵
界
中
台
八
葉
院
の
四
親
近
菩
薩
に
採
用
さ
れ
た
強
烈
な
手
法
と
の
両
者
が
、
縦
横
に
配
さ
れ
る
菩
薩
像
の
一
つ
お
き

に
用
い
ら
れ
、
同
じ
手
法
の
隈
取
り
が
縦
に
も
横
に
も
連
続
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
二
種
類
の
隈
取
り
は
、
如
来
、
菩
薩
、
明
王
、
天
部
と
い
っ
た
尊
像
の
主
題
に
対
応
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
多
数
の
思
詰
が
幾
何
学
的
に
配
置
さ
れ
る
曼
茶
羅
と
い
う
特
殊
な
絵
画
に
あ
っ
て
、
尊
像
相
互
の
間
に
、
色
彩
効
果
の

上
で
も
、
立
体
感
の
上
で
も
変
化
を
つ
け
て
、
単
調
さ
に
堕
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
穏
当
の
よ
う
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
中
台
八
葉
院
に
は
、
立
体
感
を
強
烈
に
表
現
す
る
隈
取
り
と
、
比
較
的
穏
和
な
手
法
の
二
種
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
比
較
的
穏
和
な
隈
取
り
も
、
西
院
曼
星
羅
が
制
作
さ
れ
た
平
安
前
期
以
前
、
あ
る
い
は
以
降
の
仏
画
、
た
と
え
ぽ
白
鳳
後
期
（
七

世
紀
後
半
）
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
や
、
天
平
時
代
の
中
期
（
八
世
紀
中
葉
）
に
制
作
さ
れ
た
正
倉
院
鳥
毛
立
女
図
屏
風
の
婦
人
像
（
そ
の

面
部
）
、
後
述
す
る
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
の
醍
醐
寺
五
重
塔
の
壁
画
、
あ
る
い
は
平
安
後
期
（
十
一
世
紀
）
の
法
華
寺
阿
弥
陀
三
幅
対
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画
像
な
ど
に
比
較
す
れ
ば
、
立
体
感
の
表
現
は
よ
り
強
烈
で
あ
る
。
僧
院
曼
茶
壷
に
用
い
ら
れ
た
二
種
の
隈
取
り
は
、
立
体
感
を
強
調
す

る
と
い
う
同
傾
向
の
な
か
で
、
多
少
の
程
度
の
差
に
分
か
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
二
院
置
銭
羅
の
鞍
置
段
は
、
輪
廓
線
に
よ
る
立
体
的
な
形
態
把
握
、
描
線
自
体
の
柔
軟
で
、
か
つ
重
量
感
に
富
む
性
質
、
そ
し

て
濃
厚
な
隈
取
り
に
よ
る
立
体
感
の
表
現
な
ど
が
有
機
的
に
関
連
し
合
い
、
各
尊
像
の
立
体
感
を
極
限
ま
で
可
能
に
し
た
と
い
っ
て
よ
い

よ
う
で
あ
る
。

　
㈲
　
各
尊
像
と
画
面
…
構
成
の
関
連

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
立
体
感
を
強
調
し
た
各
尊
像
が
、
一
つ
の
曼
茶
羅
と
い
う
統
一
あ
る
画
面
に
組
み
込
ま
れ
る
際
の
画
面
構
成
の
仕

方
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
色
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
㈲
　
ま
ず
西
電
鍵
茶
羅
の
画
面
の
か
た
ち
、
す
な
わ
ち
画
面
の
縦
と
横
の
長
さ
の
対
比
が
問
題
に
な
ろ
う
。
寸
法
は
胎
蔵
・
金
岡
と
も

縦
一
八
三
・
三
セ
ソ
チ
、
横
一
五
四
セ
ン
チ
で
、
横
を
一
と
し
た
縦
の
比
率
は
一
・
一
九
と
な
り
、
わ
ず
か
に
縦
が
長
い
と
は
い
え
ほ
ぼ

正
方
形
に
近
い
画
面
（
図
－
、
2
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
然
、
胎
蔵
界
一
難
羅
の
中
央
を
占
め
、
五
色
界
線
で
形
づ
く
ら
れ
る
中
台

八
葉
院
（
図
4
）
も
完
全
な
正
方
形
で
あ
る
（
厳
密
に
い
え
ば
、
五
色
界
線
の
横
を
一
と
し
た
縦
の
比
率
は
約
○
・
九
八
と
な
り
、
こ
こ

で
は
逆
に
わ
ず
か
な
が
ら
縦
よ
り
横
が
長
い
。
因
み
に
、
金
剛
界
曼
茶
壷
の
一
蹴
会
（
図
6
）
は
（
横
）
一
対
（
縦
）
一
・
〇
七
の
比
率
、

成
三
会
は
一
対
一
・
二
、
四
印
会
は
一
対
一
・
〇
四
、
理
趣
会
は
一
対
一
・
〇
七
、
の
こ
る
五
つ
の
「
会
」
は
と
も
に
一
対
一
・
一
一
で
、

金
剛
界
で
も
九
会
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
正
方
形
に
近
い
区
画
を
つ
く
っ
て
い
る
）
。

　
西
院
曼
茶
宇
の
胎
蔵
・
金
剛
の
二
本
が
い
ず
れ
も
正
方
形
に
近
い
画
面
を
も
ち
、
え
が
か
れ
る
各
院
（
二
会
）
の
多
く
が
、
と
り
わ
け

胎
蔵
界
中
台
八
葉
院
と
金
剛
界
一
印
会
の
五
色
界
線
の
区
画
が
ほ
と
ん
ど
正
方
形
に
近
い
と
い
う
特
色
は
、
後
世
の
曼
茶
羅
と
根
本
的
に

相
違
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
砂
曼
茶
羅
が
、
曼
茶
羅
の
発
達
過
程
か
ら
み
て
、
原
初
的
な
特
色
を
の
こ
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
再
び
後
節
で
と
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
曼
茶
羅
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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一
二
六

　
㈲
　
胎
蔵
界
中
台
八
葉
院
（
図
4
）
の
朱
蓮
弁
は
、
正
方
形
の
区
画
を
つ
く
る
五
色
界
線
よ
り
も
や
や
大
き
目
に
え
が
か
れ
る
。
そ
の

た
め
、
ω
　
八
枚
の
蓮
弁
を
五
色
界
線
よ
り
は
み
出
す
よ
う
に
大
き
く
拡
げ
た
こ
と
で
、
蓮
弁
が
い
ま
満
開
と
な
り
、
満
開
の
八
葉
蓮
誌

上
に
安
置
さ
れ
る
量
器
は
、
胎
蔵
界
曼
茶
山
の
中
央
部
で
い
ま
周
囲
の
南
画
を
か
き
わ
け
て
現
出
し
た
と
い
う
動
感
の
表
現
を
可
能
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
。
㈹
　
そ
の
際
、
大
日
如
来
を
取
り
囲
む
四
仏
の
心
懸
弁
は
、
先
端
を
五
色
界
線
の
上
に
か
ぶ
せ
る
か
た
ち
で
五
色
界
線
の
外
側
に
突

き
出
し
て
い
る
（
図
1
2
）
。
し
た
が
っ
て
蓮
弁
は
、
五
色
界
線
の
引
か
れ
て
い
る
地
、
い
い
か
え
る
と
紺
色
で
ぬ
り
込
め
ら
れ
た
曼
茶
羅
の

地
の
上
方
，
視
る
側
か
ら
い
え
ば
手
前
に
浮
び
あ
が
っ
て
み
え
る
。
五
色
界
線
と
四
仏
を
安
置
す
る
蓮
弁
の
間
に
は
、
明
瞭
に
空
間
の
層

が
み
て
と
れ
る
。

　
㈲
　
八
葉
の
漁
民
弁
に
も
空
間
の
層
が
出
現
し
て
い
る
。
八
葉
の
滑
弁
は
、
大
日
如
来
の
周
囲
に
同
一
形
状
の
蓮
弁
を
図
案
風
に
八
枚

配
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
八
葉
蓮
弁
の
う
ち
、
大
日
如
来
の
上
下
左
右
、
つ
ま
り
四
仏
の
乗
る
蓮
弁
は
達
弁
の
完
金
な
形
状
に
え
が
か

れ
る
の
に
対
し
、
四
仏
の
間
に
配
さ
れ
る
四
菩
薩
の
蓮
弁
は
中
程
以
下
を
左
右
か
ら
四
仏
の
重
弁
で
か
く
さ
れ
て
い
る
（
図
1
2
）
。
こ
の
こ

と
は
、
蓮
弁
の
つ
け
根
に
え
が
か
れ
る
水
滴
状
の
間
隙
（
転
置
と
蓮
弁
の
つ
け
根
に
で
き
る
閣
隙
）
の
え
が
き
方
か
ら
み
て
も
明
瞭
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
四
菩
薩
の
蓮
弁
は
一
段
奥
に
、
そ
れ
に
対
し
四
仏
の
蓮
弁
は
そ
の
上
方
（
あ
る
い
は
そ
の
手
前
）
に
重
な
っ
て
開
く

と
い
う
よ
う
に
、
二
組
の
蓮
弁
の
間
に
は
空
間
の
層
が
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
こ
　
し
ょ

　
㈲
　
八
葉
唇
弁
の
間
か
ら
突
き
出
さ
れ
た
三
鈷
杵
の
処
理
も
重
要
で
あ
る
（
図
1
2
）
。
三
薄
曇
は
い
ず
れ
も
五
色
界
線
に
対
し
て
斜
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

方
向
に
突
き
出
さ
れ
る
か
ら
、
左
右
に
ひ
ろ
げ
た
爪
の
い
ず
れ
か
一
本
を
五
色
界
線
の
上
に
か
ぶ
せ
る
か
た
ち
を
と
る
。
両
者
の
重
な
り

合
い
は
ご
く
わ
ず
か
の
部
分
に
す
ぎ
な
い
が
、
五
色
界
線
の
内
側
に
引
か
れ
た
白
線
上
に
金
色
の
爪
が
は
っ
き
り
と
重
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
金
色
の
五
鈷
杵
は
五
色
界
線
の
上
方
、
い
い
か
え
る
と
曼
奈
羅
の
紺
地
の
上
方
、
も
し
く
は
紺
地
の
手
前
に
在
る
、
と
み
て
と

れ
る
。
そ
の
場
合
、
五
鈷
杵
の
下
半
分
は
四
菩
薩
と
四
仏
の
朱
蓮
弁
に
か
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
、
最
も
奥
に
五
色
界
線

の
層
（
曼
茶
羅
の
紺
地
の
層
）
が
あ
り
、
以
下
そ
の
手
前
に
五
鈷
杵
の
層
、
四
菩
薩
の
蓮
弁
、
四
仏
の
蓮
弁
と
い
う
よ
う
に
、
順
次
空
闘
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の
層
が
段
階
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
。

　
㈲
　
そ
し
て
大
臼
如
来
が
配
さ
れ
る
金
色
の
月
輪
は
そ
れ
ら
八
葉
蓮
弁
の
上
方
（
も
し
く
は
手
前
）
に
え
が
か
れ
て
い
る
か
ら
、
大
日

如
来
は
中
台
八
葉
院
の
な
か
で
、
視
る
も
の
に
も
つ
と
も
近
い
層
に
在
る
も
の
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。

　
ω
　
そ
の
際
、
金
色
の
月
輪
上
と
八
葉
の
蓮
弁
上
に
大
日
如
来
以
下
の
九
尊
が
安
置
さ
れ
る
安
置
の
仕
方
に
も
種
々
の
工
夫
が
あ
る
。

ω
　
各
尊
像
は
月
輪
や
朱
蓮
弁
と
い
う
背
景
の
な
か
で
、
で
き
る
だ
け
余
白
を
の
こ
さ
ず
、
月
輪
や
朱
黒
弁
を
埋
め
つ
く
す
よ
う
に
大
き

く
え
が
き
出
さ
れ
る
（
図
4
）
。
そ
し
て
ω
　
各
尊
像
は
そ
れ
ぞ
れ
の
蓮
台
上
に
結
跣
跣
坐
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
蓮
台
の
描
写
を
、
や
や

上
方
か
ら
見
下
す
傭
瞼
的
視
線
で
え
が
い
た
点
も
重
要
な
工
夫
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
各
蓮
台
は
朱
配
当
の
垂
直
面
か
ら
水
平
面
の
方
向

に
（
つ
ま
り
視
者
か
ら
す
れ
ば
手
前
の
方
向
に
）
突
き
出
さ
れ
る
と
い
う
印
象
を
生
み
、
前
方
に
突
き
出
た
蓮
台
上
に
、
身
体
の
立
体
感

を
極
限
ま
で
追
究
し
た
各
尊
像
が
安
置
さ
れ
る
と
い
う
構
成
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
中
台
八
葉
院
に
み
ら
れ
る
空
間
の
構
成
は
、
五
色
界

線
（
曼
茶
羅
の
紺
地
）
を
も
っ
と
も
奥
（
背
後
）
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
以
下
手
前
の
方
向
に
五
鈷
杵
、
四
菩
薩
の
夢
心
弁
、
四
仏
の
朱

蓮
弁
、
大
日
如
来
の
月
輪
と
い
う
よ
う
に
、
順
次
五
つ
の
層
を
段
階
的
に
形
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
各
尊
像
は
四
菩
薩
が
も

っ
と
も
奥
に
あ
り
、
つ
い
で
四
仏
が
そ
の
手
前
に
、
そ
し
て
最
後
に
大
日
如
来
が
も
っ
と
も
手
前
に
浮
び
あ
が
る
と
い
う
三
つ
の
視
覚
の

層
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
そ
の
際
、
曼
茶
羅
の
地
ボ
紺
と
い
う
暗
色
、
八
葉
蓮
華
は
朱
、
大
日
如
来
の
月
輪
は
金
色
の
外
輪
と
い
う
よ
う
に
、
順
次
明
度
の

高
ま
る
彩
色
で
え
が
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
暗
色
系
の
紺
地
を
背
景
と
し
て
あ
ざ
や
か
な
早
旦
弁
が
浮
び
あ
が
り
、

蓮
弁
の
朱
の
地
を
背
景
と
し
て
金
色
に
か
が
や
く
月
輪
が
浮
び
あ
が
る
と
い
う
よ
う
に
、
明
度
の
高
ま
る
色
彩
を
段
階
的
に
選
択
し
た
こ

と
が
、
三
つ
の
層
の
形
成
を
い
っ
そ
う
容
易
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
α
⇒
　
と
，
こ
ろ
で
、
両
界
曼
茶
羅
で
は
必
ず
中
台
八
葉
院
の
四
隅
と
金
剛
界
一
図
会
の
四
隅
に
花
瓶
を
据
え
て
荘
厳
と
し
て
い
る
が
、
花

瓶
の
描
写
で
も
西
院
曼
茶
羅
に
は
顕
著
な
特
色
が
み
て
と
れ
る
。
い
ま
中
台
八
葉
院
に
例
を
と
る
（
図
1
2
、
1
3
）
と
、
花
瓶
は
、
下
方
か

　
　
　
　
曼
茶
羅
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

ら
朱
色
の
反
花
、
茶
褐
色
の
シ
ベ
、
緑
の
敷
物
を
重
ね
た
上
に
花
文
（
あ
る
い
は
番
謡
華
文
か
）
を
配
し
た
金
色
の
宝
瓶
を
据
え
、
瓶
口

に
朱
の
蓮
弁
と
三
昏
乱
、
二
本
の
白
蓮
華
を
生
け
て
い
る
。
花
瓶
の
台
座
部
と
門
口
部
は
水
平
か
ら
の
視
線
で
え
が
か
れ
る
た
め
立
体
感

を
ま
っ
た
く
感
じ
さ
せ
な
い
が
、
胴
部
に
布
状
の
荘
厳
を
下
方
に
轡
曲
す
る
か
た
ち
に
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
た
め
、
胴
部
に
は
豊
か
な
奥
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
、
立
体
感
が
生
ま
れ
て
お
り
、
花
瓶
の
下
に
据
え
ら
れ
た
反
花
と
シ
ベ
を
や
や
上
方
か
ら
の
傭
夫
的
視
線
で
え
が
い
た
こ
と
と
併
せ
て
、

一
見
し
て
花
瓶
全
体
に
ま
る
や
か
な
ふ
く
ら
み
、
立
体
感
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
曼
茶
羅
と
い
う
平
面
の
画
面
に
添
え
る
花
瓶
を
立
体
的

に
え
が
く
と
い
う
点
も
西
院
曼
茶
羅
の
一
，
特
色
で
あ
る
。

　
花
瓶
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
そ
し
て
こ
れ
が
西
院
曼
茶
器
の
花
瓶
に
関
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
特
色
で
あ
る
の
だ
が
、
花
瓶

を
五
色
界
線
の
上
に
重
ね
て
え
が
い
て
い
る
点
（
図
1
2
、
1
3
、
1
4
）
で
あ
る
。
花
瓶
自
体
を
立
体
的
に
え
が
き
、
か
つ
通
常
な
ら
ば
、
五
色

界
線
を
避
け
て
適
当
な
余
白
に
え
が
く
べ
き
花
瓶
を
、
あ
え
て
五
色
界
線
上
に
重
ね
て
え
が
い
た
理
由
は
な
に
か
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
、

各
尊
像
の
立
体
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
強
調
し
、
加
え
て
中
台
八
葉
院
の
諸
尊
を
三
つ
の
層
に
構
成
し
て
曼
茶
羅
の
地
か
ら
段
階
的
に
浮
び

あ
が
る
よ
う
に
え
が
い
た
西
院
曼
茶
羅
の
性
格
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
こ
で
は
現
象
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

註（
1
）
　
密
教
の
歴
史
、
教
義
に
つ
い
て
は
左
の
文
献
を
参
照
し
た
。

　
宇
井
伯
寿
琉
『
仏
教
汎
論
』
、
岩
波
書
店
　
昭
和
四
一
年

　
松
長
有
慶
氏
『
密
教
の
歴
史
』
、
平
楽
寺
書
店
　
昭
和
四
四
年

　
金
岡
秀
友
・
清
水
乞
氏
『
ア
ジ
ア
仏
教
史
　
イ
ン
ド
編
y
密
教
』
、
佼
成
出
版
社
　
昭
和
四
九
年

奈
良
康
明
氏
『
仏
教
史
1
』
、
山
川
出
版
社
　
昭
和
五
四
年

　
曼
奈
羅
に
つ
い
て
憾
左
の
文
献
を
参
照
し
た
。



　
栂
梶
祥
雲
氏
『
曼
茶
羅
乃
研
究
』
、
高
野
山
大
学
出
版
部
　
昭
和
二
年

　
浜
田
隆
氏
『
曼
茶
羅
の
世
界
』
、
美
術
出
版
社
　
昭
和
四
六
年

　
石
田
尚
豊
氏
『
蔓
奈
羅
の
研
究
』
、
東
京
美
術
　
昭
和
五
〇
年

　
石
田
尚
豊
氏
『
曼
茶
羅
の
智
慧
』
、
東
京
美
術
　
昭
和
五
四
年

（
2
）
　
浜
田
隆
氏
『
曼
茶
羅
の
樵
界
』
、
美
術
出
版
社
　
昭
和
四
六
年

　
石
田
尚
豊
氏
『
曼
茶
羅
の
研
究
』
、
東
京
美
術
　
昭
和
五
〇
年

（
3
）
　
た
と
え
ば
高
野
山
浬
盤
図
（
応
徳
三
年
、
　
一
〇
八
六
）
に
は
こ
の
二
種
の
描
線
が
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
（
3
）
に
同
じ
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
し
み
ず
・
ぜ
ん
ぞ
う
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
美
学
美
術
史
学
〕
教
授
）
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図1　胎蔵界曼茶羅（東寺西院本） 四
〇
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曼
茶
羅
の
構
成

四 図2　金剛界曼茶羅（東寺西院本）
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図5　胎蔵界大目（東寺西院本） 図3　金剛界三昧耶会（東寺西院本）

図6　金剛界大日（東寺西院本）

四

図4　中台八葉院（東寺西院本）
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四

図9　胎蔵閣外金剛転院秤宮（東寺西院本）

図10　胎蔵界金剛手院菩薩

　　　（その一　東寺西院本）
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図7　胎蔵界中台八葉院天鼓雷音如来

　　　（東寺西院本）

図8　胎蔵界中台八葉院弥勒菩薩（東寺西院本）



図13　胎蔵界中台八葉院

　　　（左下部分，東寺西院本）

図14金剛界一躍会（右下部分，東寺西院本）

図11胎蔵界金剛手院菩薩
　　　（その二　東寺西院本）

図12　胎蔵界中台入葉院

　　　（右上部分，東寺西院本）
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