
真
言
宗
の
仏
様 

   

日
本
に
は
古
来
よ
り
、
八
百
万

や
お
よ
ろ
ず

の
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
八
百
万
と
は
、
数
え
切
れ
な
い
く

ら
い
沢
山
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
大
自
然
に
存
在
す
る
も
の
一
つ
一
つ
に
神
様
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

神
様
と
い
う
と
、
神
社
に
代
表
さ
れ
る
神
道

し
ん
と
う

の
話
で
、
仏
教
に
は
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
言
宗
の
開
祖
で
あ
る
弘
法
大
師

こ
う
ぼ
う
だ
い
し

空
海

く
う
か
い

上
人

し
ょ
う
に
ん

は
、
同
じ
よ
う
に
こ
の
大
自
然
に
八
百

万
の
神
、
少
し
表
現
を
変
え
る
な
ら
「
八
百
万
の
仏
」
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の
仏
と
神
の
違
い
は
言

葉
の
上
で
の
違
い
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。 

 

真
言
宗
で
は
非
常
に
沢
山
の
仏
様
を
拝
み
ま
す
。
お
寺
に
よ
っ
て
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
本
尊
様
が
様
々
で
あ
る
こ

と
も
真
言
宗
の
特
徴
で
す
が
、
そ
れ
は
僧
侶
が
沢
山
の
仏
様
の
中
か
ら
自
分
に
ご
縁
が
あ
る
仏
様
を
見
つ
け
て
お
祀

り
す
る
か
ら
で
す
。
真
言
宗
だ
か
ら
本
尊
様
は
○
○
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。 

 

し
か
し
一
方
で
檀
信
徒
の
皆
様
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
仏
様
の
数
が
多
い
の
で
分
か
り
難
い
こ
と
も
事
実
で
す
。

そ
こ
で
、
少
し
で
も
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
仏
様
を
大
き
く
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
を
知
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
仏
様
を
身
近
に
感
じ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

   

☆
如
来

に
ょ
ら
い

グ
ル
ー
プ 

 

○
代
表
的
な
如
来 

 
 

・
大
日
如
来

だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

・
阿
弥
陀

あ

み

だ

如
来

に
ょ
ら
い

・
薬
師

や

く

し

如
来

に
ょ
ら
い

な
ど 

  

如
来
と
は
、
修
行
を
終
え
て
悟
り
を
得
た
仏
様
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
如
来
の
御
姿
の
特
徴
は
、
宝
飾
品
で
身
を

飾
ら
ず
に
袈
裟

け

さ

の
み
を
着
け
て
い
ま
す
。
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
御
姿
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
大
日
如
来
は
例
外
で

す
。
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
数
多
の
仏
様
は
す
べ
て
、
大
日
如
来
の
別べ

っ

徳と
く

の
現
れ
で
す
。
大
日
如
来
は
す
べ
て
の
徳
（
総そ

う

徳と
く

）
を
円
満
に
具
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
求
め
に
応
じ
て
そ
の
徳
を
様
々
な
姿
形
で
現
し
ま
す
。
例
え
ば
、
病
気

平
癒
の
求
め
に
は
薬
師
如
来
の
姿
、
極
楽
浄
土
を
望
む
者
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
姿
と
い
う
具
合
で
す
。
つ
ま
り
大
日

如
来
は
す
べ
て
の
仏
様
の
源
な
の
で
す
。
ま
さ
に
仏
の
中
の
仏
で
あ
り
ま
す
の
で
、
仏
像
、
絵
画
等
で
は
他
の
如
来

と
区
別
し
て
、
宝
飾
品
で
身
を
飾
っ
た
王
の
如
き
姿
で
表
さ
れ
る
の
で
す
。 

 



 
 

 
 

 

大
日
如
来 

（
智
積
院
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

阿
弥
陀
如
来 

（
清
凉
寺
） 

 

☆
菩
薩

ぼ

さ

つ

グ
ル
ー
プ 

 

○
代
表
的
な
菩
薩 

 

 
 

・
観
世
音

か
ん
ぜ
お
ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

・
地
蔵

じ

ぞ

う

菩
薩

ぼ

さ

つ

・
普
賢
菩
薩

ふ

げ

ん

ぼ

さ

つ

・
文
殊
菩
薩

も
ん
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

な
ど 

 

菩
薩
と
は
、
如
来
を
目
指
し
て
修
行
し
て
い
る
仏
様
で
す
。
修
行
の
内
容
は
大
き
く
分
け
て
「
自
利

じ

り

」
・
「
利
他

り

た

」

の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
自
利
と
は
、
自
ら
を
高
め
る
修
行
で
あ
り
、
利
他
と
は
他
人
を
助
け
る
修
行
で
す
。
こ
の
二

つ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
行
っ
て
い
る
人
は
現
世
に
あ
っ
て
も
菩
薩
と
呼
ば
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
弘
法
大
師
空
海
上
人
も
、

自
利
、
利
他
、
共
に
秀
で
た
僧
侶
で
す
の
で
空
海
菩
薩
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

菩
薩
の
御
姿
の
特
徴
は
、
如
来
と
比
べ
て
煌
び
や
か
で
す
。
多
く
の
装
飾
品
で
身
を
飾
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
修

行
を
終
え
て
悟
り
を
得
た
如
来
に
対
し
て
、
菩
薩
は
ま
だ
修
行
の
途
中
で
あ
り
、
我
々
と
同
じ
迷
い
の
世
界
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
こ
と
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
菩
薩
の
片
足
は
悟
り
の
世
界
、
も
う
片
足
は
我
々
の
迷
い
の
世
界
に
あ
る

と
も
言
え
ま
す
。
そ
の
我
々
の
迷
い
の
世
界
の
象
徴
が
装
飾
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
我
々
は
煌
び
や
か
な
も

の
に
は
つ
い
つ
い
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
菩
薩
は
そ
ん
な
我
々
を
正
し
い
道
へ
導
く
為
の
方
便
（
手
段
）

と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
装
飾
品
を
身
に
着
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
も
言
え
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

楊
貴
妃
観
音 

（
泉
涌
寺
） 

 
 

 
 

 
 

          



☆
明
王

み
ょ
う
お
う

グ
ル
ー
プ 

 

○
代
表
的
な
明
王 

 
 

・
不
動
明
王

ふ
ど
う
み
ょ
う
お
う

・
愛
染

あ
い
ぜ
ん

明
王

み
ょ
う
お
う

・
降ご

う

三
世

ざ

ん

ぜ

明
王

み
ょ
う
お
う

な
ど 

  

明
王
と
は
、
そ
の
恐
ろ
し
い
形
相

ぎ
ょ
う
そ
う

か
ら
本
当
に
仏
様
な
の
だ
ろ
う
か
と
疑
っ
て
し
ま
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
せ
ん
。

明
ら
か
に
如
来
、
菩
薩
と
は
そ
の
姿
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
恐
ろ
し
い
形
相
（
忿
怒
相

ふ
ん
ぬ
そ
う

）
は
深
い
慈

悲
の
現
れ
な
の
で
す
。
例
え
ば
子
育
て
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
ま
す
。
子
供
に
対
し
て
、
時
に
は
心
を
鬼
に
し
て

怒
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
怖
い
顔
を
し
て
怒
っ
て
い
て
も
、
そ
の
心
の
中
は
子
供

の
為
を
思
う
慈
悲
が
満
ち
満
ち
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
と
全
く
一
緒
で
す
。
明
王
は
我
々
の
こ
と
を
思
っ
て
怒
っ

て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
明
王
を
拝
む
際
に
は
、
そ
の
恐
ろ
し
い
形
相
を
目
の
前
に
す
る
こ
と
で
自
分
を
戒
め
る

と
同
時
に
、
そ
の
裏
側
、
慈
悲
の
心
を
感
じ
取
っ
て
拝
む
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

不
動
明
王 

（
東
寺
） 

                

☆
天
グ
ル
ー
プ 

 

○
代
表
的
な
天 

 
 

・
毘
沙
門
天

び
し
ゃ
も
ん
て
ん

・
弁
才
天

べ
ん
ざ
い
て
ん

・
歓
喜
天

か
ん
ぎ
て
ん

・
韋
駄
天

い

だ

て

ん

・
大
黒
天

だ
い
こ
く
て
ん

・
梵
天

ぼ
ん
て
ん

な
ど 

  

天
と
は
、
元
々
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
以
外
の
神
様
や
、
日
本
古
来
の
神
様
が
仏
教
の
教
え
に
目
覚
め
、
そ
し

て
仏
教
の
守
護
神
と
な
っ
た
存
在
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
我
々
の
悟
り
へ
の
修
行
を
助
け
て
く
れ
る
存
在
で
あ
り
、

さ
ら
に
言
え
ば
現
世

げ

ん

せ

利
益

り

や

く

を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
我
々
に
と
っ
て
一
番
身



近
に
感
じ
ら
れ
る
存
在
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
御
姿
は
様
々
で
あ
り
、
菩
薩
に
近
い
姿
か
ら
、
顔
や
腕
が
複
数
あ

る
異
形
な
姿
ま
で
あ
り
ま
す
。 

 

現
世
利
益
を
頂
く
為
に
は
天
を
拝
む
こ
と
が
一
番
の
近
道
で
あ
る
と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
仏
法
を
外

れ
た
お
願
い
事
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
叶
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
淡
雪
の
如
く
儚
い
も
の
で
あ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
人
の
欲
は
尽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
出
来
る
だ
け
そ
の
欲
を
正
し
く
使
い
た
い
も
の
で
す
。

そ
の
正
し
さ
を
教
え
る
の
が
仏
法
、
仏
教
な
の
で
す
。 

 

 

毘
沙
門
天
（
多
聞
天

た
も
ん
て
ん

） 

（
東
寺
） 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

梵
天 

（
東
寺
） 


