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１　

は
じ
め
に

　

智
山
伝
法
院
で
は
現
在
︑﹁
教
学
を
再
考
す
る
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
︑
総
合
研
究
会
の
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
平
成
二
十
五
年
九

月
九
日
に
は
︑
高
野
山
大
学
の
佐
藤
隆
彦
教
授
を
講
師
に
お
招
き
し
て
﹁
東
密
に
お
け
る
講
義
と
伝
授
﹂
と
い
う
内
容
で
第
一
回
の
講
習

会
が
開
催
さ
れ
︑
佐
藤
教
授
に
は
︑
大
師
御
作
と
も
さ
れ
る
『
真
言
伝
授
作
法
』
を
資
料
と
し
て
︑
古
来
よ
り
の
伝
授
の
在
り
方
を
わ
か

り
易
く
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
︒

　

さ
て
︑
か
つ
て
は
四
度
の
伝
授
に
際
し
て
︑
次
第
の
伝
授
と
と
も
に
儀
軌
の
伝
授
が
行
わ
れ
︑
小
野
の
法
流
で
は
︑
十
八
道
に
は
『
如

意
輪
念
誦
儀
軌
』︑
金
剛
界
に
は
『
蓮
華
部
心
儀
軌
』︑
胎
蔵
（
界
）
に
は
『
青
龍
寺
儀
軌
』︑
護
摩
に
は
『
瑜
伽
護
摩
儀
軌
』
の
引
き
渡

し
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

　

わ
れ
わ
れ
が
一
座
の
行
法
に
用
い
る
種
々
の
次
第
に
は
︑
そ
の
基
礎
と
な
る
儀
軌
が
存
在
し
︑
さ
ら
に
金
剛
界
︑
胎
蔵
の
両
部
の
大
法

に
至
っ
て
は
︑『
金
剛
頂
経
』︑『
大
日
経
』
と
い
う
所
依
の
経
が
存
在
す
る
︒
先
徳
た
ち
は
両
部
の
大
法
を
修
す
る
に
当
た
り
︑
両
部
の

大
経
や
儀
軌
を
十
分
に
研
鑚
さ
れ
て
か
ら
修
法
に
臨
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
現
在
で
は
そ
の
伝
統
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
︒

経
、
儀
軌
、
次
第
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本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
︑
金
剛
界
法
︑
胎
蔵
法
の
両
次
第
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
︑
五
相
成
身
観
と
五
字
厳
身
観
の
観
法
を
取
り
上
げ
︑

経
か
ら
儀
軌
へ
︑
儀
軌
か
ら
次
第
へ
と
展
開
す
る
中
で
ど
の
よ
う
に
内
容
の
変
化
が
生
じ
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
経
︑
儀
軌
︑

次
第
を
総
合
的
に
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
い
︒す
で
に
先
行
研
究
も
多
い
五
相
成
身
観
と
五
字
厳
身
観
に
再
び
注
目
し
た
の
は
︑

両
者
が
即
身
成
仏
に
つ
な
が
る
重
要
な
観
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

２　

金
剛
界
法
お
よ
び
胎
蔵
法
の
次
第
の
成
立
過
程

　
『
金
剛
頂
経
』
の
漢
訳
テ
キ
ス
ト
に
は
︑
十
八
会
十
万
頌
の
広
本（

（
（

︑
施
護
三
蔵
訳
の
三
十
巻
本
（
大
正
八
八
二
番
）︑
不
空
三
蔵
訳
の
三

巻
本
（
大
正
八
六
五
番
）
が
知
ら
れ
る
が
︑
真
言
密
教
で
単
に
『
金
剛
頂
経
』
と
い
え
ば
︑
三
巻
本
を
指
す
︒

　

三
巻
本
『
金
剛
頂
経
』
の
内
容
は
︑
①
序
分
︑
②
五
相
成
身
観
の
説
示
︑
③
金
剛
界
三
十
七
尊
の
出
生
︑
④
一
切
如
来
の
集
会
（
金
剛

界
曼
荼
羅
の
完
成
）︑
⑤
灌
頂
作
法
︑
⑥
悉
地
成
就
の
作
法
︑
⑦
大
・
三
・
法
・
羯
の
四
種
印
の
説
示
︑
⑧
諸
儀
則
か
ら
な
り
︑
大
日
如

来
や
金
剛
薩
埵
を
登
場
人
物
と
し
て
︑
一
つ
の
物
語
と
し
て
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

　

そ
れ
に
比
べ
︑
成
立
年
代
が
少
し
早
い
『
大
日
経
』
は
︑
全
体
に
統
一
性
を
欠
き
︑
特
に
第
二
品
の
﹁
具
縁
品
﹂
以
下
は
︑
当
時
の
密

教
行
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
成
就
法
を
寄
せ
集
め
て
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑『
大
日
経
』
の
漢
訳
テ
キ
ス
ト

は
全
体
が
七
巻
三
十
六
品
よ
り
な
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
第
七
巻
の
五
品
は
独
立
し
た
一
種
の
儀
軌
で
あ
る（

2
（

︒
な
お
︑『
大
日
経
』
の
前
六

巻
に
説
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
成
就
法
は
︑
①
胎
蔵
曼
荼
羅
の
観
想
と
建
立
︑
②
文
字
の
観
想
と
布
置
︑
③
尊
格
の
観
想
と
念
誦
︑
の
大
き

く
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

　
『
金
剛
頂
経
』︑『
大
日
経
』
に
説
か
れ
る
こ
れ
ら
種
々
の
観
想
法
や
成
就
法
︑
曼
荼
羅
建
立
の
作
法
を
︑
イ
ン
ド
の
賓
客
歓
待
の
儀
礼

に
な
ぞ
ら
え
た
﹁
供
養
法
﹂
の
体
系
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
金
剛
界
法
︑
胎
蔵
法
の
儀
軌
が
成
立
し
︑
さ
ら
に
わ
が
国
に
お

い
て
︑
修
法
の
実
修
に
適
す
る
よ
う
に
儀
軌
を
整
理
し
て
︑
諸
々
の
次
第
が
編
纂
さ
れ
た
︒

　

金
剛
界
法
に
関
す
る
漢
訳
儀
軌
に
は
︑
金
剛
智
三
蔵
訳
『
略
出
念
誦
経
』（
大
正
八
六
六
番
）︑
同
『
毘
盧
遮
那
三
摩
地
法
』（
大
正
八
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七
六
番
）︑
不
空
三
蔵
訳
『
蓮
華
部
心
儀
軌
』（
大
正
八
七
三
番
）
な
ど
が
あ
る
が
︑
わ
が
国
の
金
剛
界
法
の
次
第
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た

の
は
︑『
蓮
華
部
心
儀
軌
』（
具
名
『
金
剛
頂
蓮
華
部
心
念
誦
儀
軌
』）
で
あ
る
︒
宗
祖
大
師
は
『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
に
基
づ
き
︑
三
巻
本

の
『
金
剛
頂
経
』
や
他
の
儀
軌
を
も
参
照
し
て
『
金
剛
界
黄
紙
次
第
』（
別
称
『
金
剛
界
梵
字
次
第
』︑『
金
剛
界
奥
旨
次
第
』）
を
編
ま
れ

た
︒

　

一
方
︑
胎
蔵
法
の
本
軌
は
︑﹁
供
養
法
次
第
﹂
と
呼
称
さ
れ
る
『
大
日
経
』
の
第
七
巻
で
あ
る
︒
大
師
は
こ
の
第
七
巻
を
基
盤
に
︑
金

剛
界
系
の
『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
な
ど
を
参
酌
し
て
︑『
胎
蔵
梵
字
次
第
』
を
編
ま
れ
た（

3
（

︒
な
お
︑い
ず
れ
も
大
師
よ
り
後
の
請
来
で
あ
る
が
︑

わ
が
国
の
胎
蔵
法
の
次
第
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
漢
訳
儀
軌
に
︑﹁
胎
蔵
四
部
儀
軌
﹂
と
呼
ば
れ
る
四
種
の
儀
軌
が
あ
る
︒
い

ず
れ
も
長
い
タ
イ
ト
ル
を
有
す
る
の
で
略
称
で
示
せ
ば
︑
ⓐ
『
摂
大
儀
軌
』（
大
正
八
五
〇
番
）︑
ⓑ
『
広
大
儀
軌
』（
大
正
八
五
一
番
）︑

ⓒ
『
玄
法
寺
儀
軌
』（
大
正
八
五
二
番
）︑
ⓓ
『
青
龍
寺
儀
軌
』（
大
正
八
五
三
番
）
の
四
本
で
あ
り
︑
ⓐ
と
ⓑ
は
善
無
畏
三
蔵
の
訳
︑
ⓒ

と
ⓓ
は
恵
果
和
尚
の
孫
弟
子
に
当
た
る
法
全
阿
闍
梨
の
撰
と
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
密
教
で
は
特
に
︑
最
も
整
備
さ
れ
た
『
青
龍
寺
儀
軌
』

が
珍
重
さ
れ
た
︒

　

以
上
に
示
し
た
漢
訳
儀
軌
や
大
師
御
作
の
次
第
を
基
本
に
︑
わ
が
国
で
は
各
時
代
の
阿
闍
梨
た
ち
の
意
楽
を
反
映
さ
せ
て
︑
金
剛
界
法
︑

胎
蔵
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
次
第
が
編
纂
さ
れ
て
き
た
が
︑
幸
心
流
に
お
い
て
は
︑
伝
授
に
は
延
命
院
元
杲
僧
都
作
の
『
金
剛
界
念
誦
私
記
』

お
よ
び
『
胎
蔵
念
誦
私
記
』
を
︑加
行
に
は
︑そ
れ
ら
を
実
修
に
則
し
て
簡
略
に
し
た
成
賢
僧
正
作
の
『
金
剛
界
念
誦
次
第
』
お
よ
び
『
胎

蔵
界
念
誦
次
第
』
を
用
い
る
習
い
で
あ
り
︑
元
杲
僧
都
の
次
第
は
『
広
次
第
』︑
成
賢
僧
正
の
次
第
は
『
都
督
次
第
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

　

な
お
︑
元
杲
僧
都
の
『
金
剛
界
念
誦
私
記
』
の
底
本
と
な
っ
た
の
は
︑
聖
宝
尊
師
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
長
慶
阿
闍
梨
が
編
ん
だ
い
わ
ゆ

る
『
神
楽
岡
次
第
』
で
あ
り
︑
ま
た
『
胎
蔵
念
誦
私
記
』
は
︑
元
杲
僧
都
が
石
山
の
淳
祐
内
供
よ
り
『
青
龍
寺
儀
軌
』
の
伝
授
を
受
け
︑

内
供
の
次
第
を
基
礎
と
し
て
︑
大
師
の
『
胎
蔵
梵
字
次
第
』
や
『
大
日
経
』
の
第
七
巻
︑『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
な
ど
を
参
酌
し
て
編
纂
さ

れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
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３　

五
相
成
身
観

（
１
）『
金
剛
頂
経
』
に
説
か
れ
る
釈
尊
成
道
の
物
語

　
『
金
剛
頂
経
』
の
冒
頭
は
︑
序
分
に
続
き
︑
一
切
義
成
就
菩
薩
が
菩
提
道
場
で
阿
娑
頗
那
伽
三
摩
地
と
呼
ば
れ
る
苦
行
を
行
じ
て
い
る

場
面
か
ら
始
ま
る
︒

　

そ
こ
に
︑
大
宇
宙
に
遍
満
す
る
一
切
如
来
が
雲
集
し
て
や
っ
て
来
て
︑﹁
真
実
を
知
ら
ず
し
て
︑
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
苦
行
に
よ
っ

て
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？
﹂
と
菩
薩
に
問
い
か
け
る
︒

　

驚
い
た
菩
薩
は
︑﹁
如
来
た
ち
よ
︑そ
の
真
実
と
は
何
な
の
で
す
か
？
ど
の
よ
う
に
修
行
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
と
質
問
す
る
︒

　

す
る
と
一
切
如
来
は
︑
菩
薩
に
五
相
成
身
観
の
観
法
を
教
授
し
︑
そ
の
観
法
を
実
践
す
る
や
否
や
︑
菩
薩
は
つ
い
に
悟
り
を
得
て
成
仏

す
る
に
至
る
︒

　

こ
の
物
語
が
仏
伝
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑﹁
一
切
義
成
就
（
サ
ル
ヴ
ァ
・
ア
ル
タ
・
シ
ッ
デ
ィ
）﹂
と
い
う
名
の
菩

経

儀
軌

次
第
（
大
師
御
作
）

次
第
（
幸
心
流
）

金
剛
界
法

『
金
剛
頂
経
』
『
蓮
華
部
心
儀
軌
』

『
金
剛
界
黄
紙
次
第
』

（
長
慶
『
神
楽
岡
次
第
』）

元
杲
『
金
剛
界
念
誦
私
記
』

成
賢
『
金
剛
界
念
誦
次
第
』

胎
蔵
法

『
大
日
経
』

『
大
日
経
』
第
七
巻

胎
蔵
四
部
儀
軌

（
特
に
『
青
龍
寺
儀
軌
』）
『
胎
蔵
梵
字
次
第
』

元
杲
『
胎
蔵
念
誦
私
記
』

成
賢
『
胎
蔵
界
念
誦
次
第
』

【
表
1
】
両
部
大
法
に
関
す
る
経
、
儀
軌
、
次
第
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薩
は
︑成
道
以
前
の
釈
尊
の
御
名
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
（
シ
ッ
ダ
・
ア
ル
タ
）
に
重
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
阿
娑
頗
那
伽
（
ア
ー
ス
パ
ー
ナ
カ
）﹂

と
は
︑
釈
尊
が
ウ
ル
ヴ
ィ
ル
ヴ
ァ
ー
の
森
で
行
っ
た
呼
吸
を
停
止
す
る
苦
行
の
名
称
で
あ
る
が
︑『
金
剛
頂
経
』
で
は
︑
菩
薩
は
﹁
菩
提

道
場
﹂
す
な
わ
ち
菩
提
樹
下
の
金
剛
宝
座
に
お
い
て
そ
の
苦
行
を
行
っ
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
『
金
剛
頂
経
』
は
︑
釈

尊
は
︑
大
日
如
来
の
分
身
で
あ
る
一
切
如
来
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
密
教
の
瞑
想
法
で
あ
る
五
相
成
身
観
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏

陀
と
な
っ
た
︑
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
︒

　
『
金
剛
頂
経
』
に
お
い
て
五
相
成
身
観
は
︑
一
切
如
来
と
菩
薩
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
（
取
意
）︒
な
お

『
金
剛
頂
経
』
自
体
に
﹁
五
相
成
身
観
﹂
と
い
う
名
称
が
現
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑五
段
階
の
観
法
と
五
種
の
真
言
が
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
︑

後
世
こ
の
よ
う
に
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
で
は
︑﹁
五
種
現
等
覚
﹂
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
︒

　

①
ま
ず
一
切
如
来
が
︑
一
切
義
成
就
菩
薩
に
自
心
を
観
察
す
る
よ
う
に
勧
め
︑﹁o

オ
ン

/
 c

シ
ッ
タ
ハ
ラ
チ
ベ
イ
ト
ウ

ittaprativedha/
 k

キ
ャ
ロ
ミ

arom
i

（
オ
ー
ム
︑
私
は
心
の

洞
察
を
な
す
）﹂と
い
う
真
言
を
授
け
る
︒
そ
し
て
菩
薩
が
真
言
を
誦
じ
て
心
を
観
察
す
る
と
︑自
身
の
心
が
月
輪
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
︒

（
通
達
菩
提
心
）

　

②
次
い
で
一
切
如
来
は
︑
そ
の
月
輪
と
し
て
の
心
が
︑
光
り
輝
く
自
性
清
浄
な
心
で
あ
る
と
観
想
す
る
よ
う
に
告
げ
︑﹁o

オ
ン

/
 

b

ボ
ウ
チ
シ
ッ
タ

odhicittam
 u

ボ
ダ
ハ
ダ
ヤ
ミ

tpqdayqm
i

（
オ
ー
ム
︑
私
は
菩
提
心
を
発
こ
し
ま
す
）﹂
と
い
う
真
言
を
授
け
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
を
実
践
す
る
と
︑
菩

薩
の
心
は
く
っ
き
り
と
明
瞭
な
満
月
輪
と
な
る
︒
満
月
輪
は
︑
菩
提
心
の
象
徴
で
あ
る
︒（
修
菩
提
心
）

　

③
つ
い
で
一
切
如
来
は
︑
月
輪
の
上
に
金
剛
杵
（
五
股
杵
）
を
思
惟
す
る
よ
う
に
告
げ
︑﹁o

オ
ン

/
 t

チ
シ
ュ
タ

is

チwha v

バ
ザ
ラ

ajra

（
オ
ー
ム
︑
金
剛
杵
よ
︑

立
ち
上
が
れ
）﹂
の
真
言
を
授
け
る
︒
菩
薩
は
こ
の
真
言
を
唱
え
︑
月
輪
の
上
に
金
剛
杵
を
観
想
す
る
︒（
成
金
剛
心
）

　

④
次
い
で
一
切
如
来
が
﹁o

オ
ン

/
 v

バ
ザ
ラ
タ
マ
ク

ajrqtom
ako 

カ̓
ン

ham

（
オ
ー
ム
︑
私
は
金
剛
を
自
性
と
し
て
い
る
）﹂
の
真
言
を
授
け
︑
菩
薩
が
そ
れ
を

唱
え
る
と
︑
宇
宙
に
遍
満
し
て
い
た
大
日
如
来
が
そ
の
金
剛
杵
の
中
に
入
り
込
み
︑
菩
薩
は
大
日
如
来
と
一
体
と
な
る
︒
す
る
と
一
切
如

来
は
︑
菩
薩
に
﹁
金
剛
界
（
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ダ
ー
ト
ゥ
）﹂
と
い
う
灌
頂
名
を
与
え
︑
そ
の
名
を
呼
ん
で
讃
嘆
す
る
︒（
証
金
剛
身
）

　

⑤
菩
薩
は
三
十
二
相
八
十
種
好
を
具
し
た
如
来
の
身
体
を
得
て
︑
一
切
如
来
は
さ
ら
に
﹁o

オ
ン

/
 y

ヤ
タ

athq s

サ
ラ
バ
タ
タ
ギ
ャ
タ
サ

arvatathqgatqs t

タ
タ

athq 

カ̓
ン

ham

（
オ
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ー
ム
︑
一
切
如
来
の
よ
う
に
︑
そ
の
よ
う
に
私
も
あ
る
）﹂
と
い
う
真
言
を
授
け
︑
菩
薩
が
こ
の
真
言
を
唱
え
る
と
︑
菩
薩
は
つ
い
に
現

等
覚
し
て
仏
陀
と
な
る
︒（
仏
身
円
満
）

　

以
上
が
五
相
成
身
観
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
︑『
金
剛
頂
経
』
が
続
い
て
示
す
物
語
に
よ
れ
ば
そ
の
後
︑
仏
陀
（
金
剛
界
如
来
）
と
な

っ
た
一
切
義
成
就
菩
薩
は
一
切
如
来
の
加
持
を
受
け
︑
須
弥
山
の
頂
上
に
あ
る
宝
楼
閣
に
移
動
し
︑
そ
こ
で
金
剛
界
曼
荼
羅
の
諸
尊
を
出

生
す
る
こ
と
に
な
る
︒

（
２
）
儀
軌
に
お
け
る
展
開

　

金
剛
界
法
の
行
法
で
は
︑『
金
剛
頂
経
』
に
説
か
れ
る
一
切
義
成
就
菩
薩
が
経
験
し
た
成
道
の
過
程
を
︑
行
者
が
追
体
験
し
て
行
ず
る

こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
行
者
自
身
も
大
日
如
来
と
一
体
と
な
り
︑
即
身
成
仏
を
図
る
の
で
あ
る
︒
儀
軌
や
次
第
で
は
︑
そ
の
過
程

を
よ
り
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
︑
五
つ
の
段
階
に
対
し
て
︑
新
た
な
プ
ロ
セ
ス
の
付
加
や
︑
内
容
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

　

ま
ず
︑『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
に
お
け
る
展
開
を
見
て
み
よ
う
︒
当
儀
軌
で
は
︑
以
下
の
五
点
の
変
化
が
指
摘
で
き
る
︒

　

第
一
は
︑『
金
剛
頂
経
』
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
苦
行
の
一
種
で
あ
っ
た
阿
娑
頗
那
伽
三
摩
地
が
︑
五
相
成
身
観
の
前
行
と
し
て

修
す
る
調
息
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
応
に
結
跏
趺
坐
し
て
︑
支
節
を
動
揺
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
︒

応
に
等
持
印
を
結
ぶ
べ
し
︒
二
羽
金
剛
縛
に
し
︑
仰
げ
て
臍
下
に
安
じ
︑
端
身
に
し
て
動
揺
す
る
こ
と
勿
れ
︒
舌
を
以
っ
て
上
の
腭
を
拄

え
︑
息
を
止
め
て
微
細
な
ら
し
め
よ
︒﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
﹁
諸
法
の
性
は
皆
自
心
に
由
る
︙
﹂
と
︑
諸
法
の
空
性
を
観
ず
る

よ
う
に
指
示
す
る
︒﹁
舌
を
以
っ
て
上
の
腭
を
拄
え
︑
息
を
止
め
て
微
細
な
ら
し
め
よ
﹂
は
︑
阿
娑
頗
那
伽
三
摩
地
が
本
来
︑
呼
吸
を
制

限
す
る
苦
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
文
で
あ
る
︒

　

第
二
は
︑
通
達
菩
提
心
の
観
想
の
直
前
に
︑
普
礼
の
真
言
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
一
切
如
来
か
ら
の
驚
覚
を
受
け
て
︑

一
切
義
成
就
菩
薩
が
成
道
に
至
る
た
め
の
真
実
の
説
示
を
請
う
場
面
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
り
︑
菩
薩
が
一
切
如
来
に
対
し
て
行
う
礼
拝

で
あ
る
︒
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第
三
は
︑
修
菩
提
心
の
観
想
の
後
に
︑﹁o

オ
ン

/
 s

ソ
キ
シ
マ
バ
ザ
ラ

[ks

チm
avajra

（
オ
ー
ム
︑
微
細
金
剛
よ
）﹂
の
真
言
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
観
想
を
行
う
べ
き
か
の
記
述
は
な
い
が
︑
後
の
広
観
︑
斂
観
へ
と
つ
な
が
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

4
（

 

︒

　

第
四
は
︑
心
月
輪
の
中
に
観
想
さ
れ
る
五
股
金
剛
杵
が
︑
金
剛
蓮
華
に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
よ
っ
て
成
金
剛
身
の
真
言
が

﹁o

オ
ン

/
 t

チ
シ
ュ
タ

is

チwha v
バ
ザ
ラ
ハ
ン
ド
マ

ajrapadm
a

（
オ
ー
ム
︑
金
剛
蓮
華
よ
︑
立
ち
上
が
れ
）﹂
に
変
化
す
る
︒『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
が
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
︑
蓮
華
部
の
尊
格
を
成
就
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
儀
軌
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
な
お
︑
日
本
の
金
剛
界
法
次
第
も
こ
の

『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
の
説
を
継
承
し
て
い
る
た
め
金
剛
蓮
華
の
観
想
を
説
く
が
︑
本
来
︑
金
剛
界
大
日
如
来
を
成
就
す
る
た
め
に
は
︑
五

股
金
剛
杵
を
観
想
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

　

第
五
は
︑
仏
心
円
満
の
観
想
の
後
に
︑
如
来
加
持
の
真
言
﹁o

オ
ン

/
 sarvatathqgatqbhisa/

bodhidr

チfhavajra t

チ
シ
ュ
タ

is

チwha

（
オ
ー
ム
︑
一
切
如

来
現
等
覚
の
堅
固
な
金
剛
杵
よ
︑
立
ち
上
が
れ
）﹂
が
説
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
成
道
し
た
一
切
義
成
就
菩
薩
が
︑
一
切
如
来

に
加
持
さ
れ
る
場
面
を
一
つ
の
真
言
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る（

5
（

︒

（
３
）
次
第
に
お
け
る
展
開

　

大
師
御
作
の
『
金
剛
界
黄
紙
次
第
』
は
︑
五
相
成
身
観
の
観
法
に
関
し
て
は
『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
の
記
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引

用
し
て
お
り
︑
長
慶
阿
闍
梨
の
『
神
楽
岡
次
第
』︑
元
杲
僧
都
の
『
広
次
第
』
も
大
師
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
︒『
都
督
次
第
』
に
お
い
て

も
︑
観
文
が
い
く
ら
か
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑
構
成
に
お
い
て
変
化
は
な
い
︒

　

な
お
『
金
剛
界
黄
紙
次
第
』
で
は
︑
儀
軌
に
比
し
て
さ
ら
に
工
夫
が
加
え
ら
れ
て
お
り
︑
次
の
三
点
に
お
い
て
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ

る
︒

　

第
一
は
︑
調
息
法
と
し
て
の
阿
娑
頗
那
伽
三
摩
地
の
真
言
と
し
て
︑﹁o

オ
ン

/
 s

サ
ン
マ
ヂ
ハ
ン
ド
メ
イ

am
qdhipadm

e h

キ
リ
ク

r]h

チ

（
オ
ー
ム
︑
三
摩
地
蓮
華
よ
︑
フ
リ
ー

ッ
ヒ
）﹂が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
真
言
は
︑『
蓮
華
部
心
儀
軌
』と
同
じ
く
五
相
成
身
観
の
観
法
を
説
く『
千
手
儀
軌
』（『
大

正
蔵
』
二
〇
・
七
四
上
）︑『
金
剛
王
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
二
〇
・
五
七
二
中
）
な
ど
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
真
言
で
あ
る
︒

サ
ラ
バ
タ
タ
ギ
ャ
タ
ビ
サ
ン
ボ
ウ
ヂ
ヂ
リ
チ
ャ
バ
ザ
ラ
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『
金
剛
頂
経
』

（『
大
正
蔵
』
一
八
・
二
〇
七
下
）

『
蓮
華
部
心
儀
軌
』

（『
大
正
蔵
』
一
八
・
三
〇
一
下
）

『
金
剛
界
黄
紙
次
第
』

（『
弘
法
大
師
全
集
』
二
・
二
〇
八
）

妙
観
察
智

苦
行
と
し
て
の
阿
娑
頗
那
伽

調
息
と
し
て
の
阿
娑
頗
那
伽

o/
 sam

qdhipadm
e hr]h

チ

4

①
通
達
菩
提
心

o/
 cittaprativedha/

 karom
i

o/
 sarvatathqgatapqdavandana/

 karom
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
普
礼
）

o/
 cittaprativedha/

 karom
i

o/
 sarvatathqgatapqdavandana/

 karom
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
普
礼
）

o/
 a svqhq （

阿
字
）

o/
 cittaprativedha/

 karom
i

②
修
菩
提
心

o/
 bodhicittam

 utpqdayqm
i

o/
 bodhicittam

 utpqdayqm
i

o/
 s[ks

チm
avajra

（
微
細
金
剛
）

o/
 bodhicittam

 utpqdayqm
i

③
成
金
剛
心

o/
 tis

チwha vajra
o/

 tis

チwha vajrapadm
a

o/
 tis

チwha vajrapadm
a

o/
 sphara vajra

（
広
金
剛
）

o/
 sa/

hara vajra

（
斂
金
剛
）

④
証
金
剛
身

o/
 vajrqtom

ako 

ʼham
o/

 vajrapadm
qtom

ako 

ʼham
o/

 vajrapadm
qtom

ako 

ʼham

⑤
仏
身
円
満

o/
 yathq sarvatathqgatqs tathq 

ʼham
o/

 yathq sarvatathqgatqs tathq 

ʼham
o/

 yathq sarvatathqgatqs tathq 

ʼham

諸
仏
加
持

o/
 sarvatathqgatqbhisa/

bodhidr

チfhavajra
tis

チwha
o/

 sarvatathqgatqbhisa/
bodhidr

チfhavajra 
tis

チwha

【
表
２
】
五
相
成
身
観
の
構
成
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第
二
は
︑
成
金
剛
心
の
真
言
の
直
前
に
︑﹁o

オ
ン

/
 a

ア s

ソ
ワ
カ

vqhq

（
オ
ー
ム
︑
阿
字
よ
︑
ス
ヴ
ァ
ー
ハ
ー
）﹂
の
真
言
が
付
加
さ
れ
る
点
で
あ
る
︒

月
輪
観
や
阿
字
観
を
説
く
『
大
日
経
』
系
の
文
献
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

第
三
は
︑
成
金
剛
心
の
観
想
に
続
い
て
︑『
蓮
華
部
心
儀
軌
』
で
説
か
れ
た
﹁o

オ
ン

/
 s

ソ
キ
シ
マ
バ
ザ
ラ

[ks

チm
avajra

（
オ
ー
ム
︑
微
細
金
剛
よ
）﹂
の
真
言

に
代
わ
っ
て
︑
広
金
剛
︑
斂
金
剛
の
二
種
の
真
言
と
観
想
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
︑﹁
是
の
二
つ
は
口
决
な
り
﹂
と
割
註
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
月
輪
の
中
に
思
惟
し
た
金
剛
杵
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
の
技
法
で
︑
金
剛
智
三
蔵
訳
の
『
略
出

念
誦
経
』
な
ど
に
説
か
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
』
一
八
・
二
三
七
中
）︒

４　

五
字
厳
身
観

（
１
）『
大
日
経
』
に
説
か
れ
る
五
字
厳
身
観
の
諸
要
素

　

五
字
厳
身
観
は
︑
行
者
の
身
体
に
地
︑
水
︑
火
︑
風
︑
空
の
五
輪
・
五
大
を
象
徴
す
る
五
種
の
種
子
や
図
形
を
布
置
し
︑
大
宇
宙
と
し

て
の
大
日
如
来
と
入
我
我
入
を
図
る
成
就
法
で
あ
る
︒
そ
の
体
系
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
３
で
あ
る
が
︑『
大
日
経
』
の
本
編
に
︑
こ
の

よ
う
に
整
理
さ
れ
た
形
で
の
五
字
厳
身
観
の
観
法
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
断
片
的
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒

輪

空

風

火

水

地

種
子

kha
ha

ra
va

a

象
徴

虚
空

因

過
失

語

本
不
生

形
状

宝
珠

半
月

三
角

円

方

色

青

黒

赤

白

黄

身
体

頂
上

眉
間

胸

臍

下
半
身

【
表
３
】
五
字
厳
身
観
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『
大
日
経
』﹁
秘
密
漫
荼
羅
品
﹂
に
は
︑
曼
荼
羅
を
描
く
た
め
の
前
行
と
し
て
﹁
真
言
者
は
円
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
︒
足
よ
り
臍
に
至

る
ま
で
大
金
剛
輪
（
地
輪
）
を
成
じ
︑
此
れ
よ
り
而
も
心
に
至
る
ま
で
当
に
水
輪
を
思
惟
す
べ
し
︒
水
輪
の
上
に
火
輪
あ
り
︑
火
輪
の
上

に
風
輪
あ
り
︒﹂（『
大
正
蔵
』
一
八
・
三
一
上
）
と
︑
空
輪
を
除
く
四
輪
の
布
置
観
が
説
か
れ
て
い
る
︒

　

ま
た
﹁
阿
闍
梨
真
実
智
品
﹂
に
は
︑
阿
闍
梨
が
知
る
べ
き
真
実
と
し
て
︑
五
大
の
種
子
が
﹁
阿
字
（a

）
は
第
一
命
な
り
︑
嚩
字
（va

）

を
名
づ
け
て
水
と
為
す
︒
囉
字
（ra

）
を
名
づ
け
て
火
と
為
し
︑

字
（h[/

）
を
忿
怒
と
名
づ
く
︒
佉
字
（kha

）
は
虚
空
に
同
じ
︑
所

謂
極
空
の
点
な
り
︒﹂（『
大
正
蔵
』
一
八
・
三
八
中
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
風
大
の
種
子
に
代
わ
っ
て
忿
怒
の
種
子h

ウ
ン

[/

が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

　

そ
し
て
︑
最
も
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
︑﹁
悉
地
出
現
品
﹂
で
あ
る
︒
当
品
で
は
長
い
偈
文
に
よ
っ
て
﹁
布
想
﹂
す
な
わ

ち
布
置
観
が
説
か
れ
る
が
（『
大
正
蔵
』
一
八
・
二
〇
中
）︑
そ
の
中
に
︑
①
阿
字
（a

）
を
大
因
陀
羅
輪
（
地
輪
）
と
し
て
下
身
（
足
）
に
︑

②
白
い
嚩
字
（va

）
所
成
の
円
形
の
水
輪
を
臍
に
︑
③
囉
字
（ra

）
所
成
の
赤
い
三
角
形
の
火
輪
を
心
（
胸
）
に
︑
④
訶
字
（ha

）
所
成

の
深
青
の
半
月
形
の
風
輪
を
眉
間
に
観
想
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
⑤
佉
字
（kha

）
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
が
︑
単
に
﹁
最
勝

に
し
て
虚
空
の
空
な
り
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
︑
身
体
の
ど
の
場
所
に
布
置
す
る
の
か
は
説
か
れ
て
い
な
い
︒

（
２
）『
大
日
経
』
第
七
巻
の
記
述

　

以
上
の
よ
う
な
『
大
日
経
』
本
編
に
説
か
れ
る
断
片
的
な
記
述
を
︑
体
系
的
な
五
字
厳
身
観
の
観
法
に
ま
と
め
た
の
は
︑
儀
軌
と
し
て

の
性
格
を
有
す
る
『
大
日
経
』
の
第
七
巻
で
あ
る
︒
第
七
巻
の
﹁
持
誦
法
則
品
﹂
に
は
︑
大
日
如
来
と
の
入
我
我
入
を
成
就
す
る
瑜
伽
観

法
と
し
て
左
記
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
実
践
の
功
徳
が
﹁
五
字
を
以
っ
て
身
を
飾
れ
ば
︑
威
徳
具
に
成
就
す
︒﹂
と
記

さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
一
文
が
﹁
五
字
厳
身
観
﹂
と
い
う
観
法
の
名
称
の
由
来
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
第
七
巻
で
は
︑
五
字
厳

身
観
に
続
い
て
︑
い
わ
ゆ
る
百
光
遍
照
王
の
観
法
が
解
説
さ
れ
る
︒

﹁
本
尊
の
瑜
伽
に
住
し
て
︑
加
う
る
に
五
支
の
字
を
以
っ
て
す
︒
下
体
と
及
び
臍
の
上
と
︑
心
と
頂
と
眉
間
と
な
り
︒
三
摩

多
に
於
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い
て
︑
運
相
し
て
而
も
安
立
す
べ
し
︒
是
の
法
に
依
っ
て
住
す
る
を
以
っ
て
︑
即
ち
牟
尼
尊
に
同
じ
︒
阿
字
（a

）
は
遍
く
金
色
な
り
︒

用
い
て
金
剛
輪
と
作
し
て
︑
下
体
を
加
持
す
︒
説
い
て
瑜
伽
座
と
名
づ
く
︒
鑁
字
（va/

）
は
素
月
の
光
に
し
て
︑
霧
聚
の
中
に
在
り
︒

自
の
臍
の
上
を
加
持
す
︒
是
れ
を
大
悲
水
と
名
づ
く
︒

字
（ra/

）
は
初
日
の
暉
に
し
て
︑
彤
赤
に
し
て
三
角
に
在
り
︒
本
心
の
位

を
加
持
す
︒
是
れ
を
智
火
光
と
名
づ
く
︒
唅
字
（ha/

）
は
劫
災
の
焰
の
ご
と
く
︑
黒
色
に
し
て
風
輪
に
在
り
︒
白
毫
際
を
加
持
す
︒

説
い
て
自
在
力
と
名
づ
く
︒
佉
字
及
び
空
点
（kha/

）
は
︑
一
切
の
色
を
相
成
し
︑
加
持
し
て
頂
の
上
に
置
く
︒
故
に
名
づ
け
て
大

空
と
為
す
︒﹂（『
大
正
蔵
』
一
八
・
五
二
中
）

　

こ
の
記
述
お
い
て
︑
金
剛
輪
（
地
輪
）
お
よ
び
空
輪
の
形
状
は
示
さ
れ
ず
︑
阿
字
（a

）
を
除
く
四
字
に
空
点
が
付
さ
れ
て
い
る
が
︑

表
３
に
示
し
た
現
行
の
五
字
厳
身
観
の
諸
要
素
が
ほ
ぼ
出
揃
っ
て
い
る（

6
（

︒

　

な
お
︑『
大
日
経
』
第
七
巻
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳（

7
（

を
参
照
す
る
と
︑
こ
の
部
分
に
は
さ
ら
に
︑n

ノ
ウ
マ
ク

am
ah

チ s

サ
マ
ン
ダ
ボ
ダ
ナ
ン

am
antabuddhqnq/

（
あ
ま
ね
く

諸
仏
に
帰
依
い
た
し
ま
す
）
の
帰
命
句
にa

ア
ク

h
チ

・v

バ
ン

a/

・r

ラ
ン

a/

・h

カ
ン

a/

・k

ケ
ン

ha/

の
五
種
子
を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
五
種
の
真
言
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

漢
訳
で
は
﹁
此
の
五
種
の
真
言
心
は
第
二
品
の
中
に
説
け
り
﹂
と
い
う
註
記
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
真
言
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑
第
七
巻

と
同
本
異
訳
と
も
さ
れ
る
『
要
略
念
誦
経
』
に
も
︑
こ
れ
ら
の
五
種
の
真
言
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
』
一
八
・
六
一
中
）︒
後
述
す

る
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
五
種
の
真
言
は
日
本
の
胎
蔵
法
の
次
第
に
お
い
て
再
び
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

（
３
）
胎
蔵
四
部
儀
軌
に
お
け
る
観
法

　

次
に
︑
胎
蔵
四
部
儀
軌
に
お
け
る
五
字
厳
身
観
に
関
す
る
記
述
を
検
討
し
よ
う
︒

　
『
摂
大
儀
軌
』
で
は
︑
胎
蔵
大
日
如
来
の
真
言
と
し
て
知
ら
れ
る
﹁
満
足
句
の
真
言
﹂
す
な
わ
ちn

ノ
ウ
マ
ク

am
ah

チ s

サ
マ
ン
ダ
ボ
ダ
ナ
ン

am
antabuddhqnqm

 a

ア v

ビ
ラ

]ra 

h

ウ
ン

[/
 k

ケ
ン

ha/

（
あ
ま
ね
く
諸
仏
に
帰
依
い
た
し
ま
す
︒
ア
︑
勇
者
よ
︑
フ
ー
ム
︑
キ
ャ
ム
）
が
ま
ず
説
か
れ
︑
そ
れ
に
付
随
す
る
形
で
﹁
秘

密
漫
荼
羅
品
﹂
の
﹁
真
言
者
は
円
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
︒
足
よ
り
臍
に
至
る
ま
で
大
金
剛
輪
を
成
じ
︑
此
れ
よ
り
而
も
心
に
至
る
ま
で

当
に
水
輪
を
思
惟
す
べ
し
︒
水
輪
の
上
に
火
輪
あ
り
︑
火
輪
の
上
に
風
輪
あ
り
︒﹂
の
偈
頌
が
引
か
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
』
一
八
・
八
三
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）︒

　

満
足
句
の
真
言
は
︑真
言
中
に
﹁
勇
者
（v]ra

）﹂
の
語
を
含
む
こ
と
か
ら
﹁
大
勤
勇
の
真
言
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︒『
大
日
経
』
に
よ
れ
ば
︑

勇
者
と
は
大
日
如
来
の
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
四
魔
を
降
伏
し
て
現
等
覚
を
果
た
し
た
瞬
間
の
釈
尊
の
こ
と
で
も
あ
り
︑
両
者
は
同
体
と
さ

れ
る（

8
（

︒
よ
っ
て
︑
こ
の
真
言
と
五
字
厳
身
観
が
一
具
と
し
て
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑『
摂
大
儀
軌
』
で
は
︑
五
字
厳
身
観
が
胎
蔵
大

日
如
来
を
成
就
す
る
た
め
の
瑜
伽
観
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
お
︑
満
足
句
の
真
言
のa

ア v

ビ
ラ

]ra h

ウ
ン

[/
 k

ケ
ン

ha/

の
部

分
は
︑
五
大
の
種
子
で
あ
るa

ア

・v

バa

・r

ラa

・h

カa

・k

キ
ャ

ha

よ
り
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
も
︑
こ
の
真
言
と
五
字
厳
身
観
が
一
具

に
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

9
（

︒

　
『
広
大
儀
軌
』
で
は
︑『
大
日
経
』
第
七
巻
の
五
字
厳
身
観
を
説
く
部
分
が
︑﹁
悉
地
出
現
品
﹂
の
記
述
を
加
味
し
て
や
や
増
広
さ
れ
た

形
で
引
用
さ
れ
る
が
︑
第
七
巻
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
や
『
要
略
念
誦
経
』
に
見
ら
れ
た
五
種
の
真
言
も
記
さ
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
』
一
八
・

九
一
下
）︒
そ
の
直
後
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
虚
空
蔵
転
明
妃
﹂
の
真
言
の
後
半
部
分
の
み
が
説
か
れ
る
が
︑﹁
世
尊
︑
降
伏
四
魔
三
昧
に
入

り
︑
説
く
に
満
足
句
を
以
っ
て
す
︒﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
は
満
足
句
の
真
言
を
誤
っ
て
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
『
玄
法
寺
儀
軌
』
と
『
青
龍
寺
儀
軌
』
は
と
も
に
法
全
阿
闍
梨
の
撰
で
あ
り
︑
五
字
厳
身
観
に
関
す
る
記
述
は
共
通
し
て
い
る
（『
大
正

蔵
』
一
八
・
一
一
〇
中
︑
同
・
一
四
六
中
）︒
ま
ず
︑
漢
訳
の
『
大
日
経
』
第
七
巻
の
五
字
厳
身
観
を
説
く
部
分
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
︑

﹁
復
た
満
足
句
を
念
ぜ
よ
﹂
と
し
てn

ノ
ウ
マ
ク

am
ah

チ s

サ
マ
ン
ダ
ボ
ダ
ナ
ン

am
antabuddhqnqm

 a

ア v

バ
ン

a/
 r

ラ
ン

am

チ h

カ
ン

a/
 k

ケ
ン

ha/

の
真
言
が
説
か
れ
る
が
︑
一
般
的
な
満
足
句
の

真
言
と
は
異
な
り
︑a

ア v

ビ
ラ

]ra h

ウ
ン

[/
 k

ケ
ン

ha/

の
部
分
がa

ア v

バ
ン

a/
 r

ラ
ン

am
チ h

カ
ン

a/
 k

ケ
ン

ha/

と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
真
言
は
︑『
大
日
経
』
第
七
巻
の
チ
ベ

ッ
ト
語
訳
や
『
要
略
念
誦
経
』
が
説
く
︑
帰
命
句
に
五
輪
の
種
子
を
そ
れ
ぞ
れ
付
し
た
五
種
の
真
言
を
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ

る
︒
い
ず
れ
も
大
日
如
来
の
真
言
で
あ
る
が
︑
前
者
が
四
魔
を
降
伏
す
る
勇
者
（
大
勤
勇
）
と
し
て
の
大
日
如
来
を
称
え
る
真
言
で
あ
る

の
に
対
し
︑
後
者
は
︑
五
大
・
五
輪
を
そ
の
身
体
と
す
る
大
宇
宙
そ
の
も
の
と
し
て
の
大
日
如
来
を
讃
嘆
す
る
真
言
と
な
っ
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
両
儀
軌
で
は
︑
満
足
句
の
真
言
に
続
い
て
﹁
器
世
界
を
安
立
せ
よ
︒
空
と
風
を
最
も
下
に
居
け
︒
次
に
火
と
水
と
地
と
を
観
ぜ

よ
︒
是
の
輪
（
地
輪
）
は
金
剛
と
同
じ
く
し
て
︑
大
因
陀
羅
と
名
づ
け
︑
火
焔
の
浄
金
色
な
り
︒﹂
と
︑
器
界
観
が
説
か
れ
て
い
る
︒
こ
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れ
は
︑
五
字
厳
身
観
に
よ
っ
て
行
者
の
身
体
に
五
輪
を
観
想
し
︑
さ
ら
に
器
世
界
を
五
輪
と
し
て
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
身
体
と
器
世

界
が
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
︑
そ
の
ま
ま
大
日
如
来
に
等
し
い
こ
と
を
観
ず
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
行
者
＝
五
大
・

五
輪
＝
大
日
如
来
の
理
論
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒

（
４
）
次
第
に
お
け
る
展
開

大
師
御
作
の
『
胎
蔵
梵
字
次
第
』
で
は
︑﹁
五
輪
観
﹂
と
い
う
見
出
し
が
あ
り
︑
ま
ず
以
下
の
よ
う
な
一
文
が
記
さ
れ
る
︒

﹁
我
が
心
月
輪
の
上
及
び
道
場
の
中
に
各r

ラ
ン

a/

字
有
り
︒
下
毎
にy

ヤ
ン

a/

字
有
り
︑
変
じ
て
風
輪
と
な
る
︒
大
地
の
火
輪
を
吹
き
発
こ
し

て
自
心
及
び
道
場
の
地
中
の
不
浄
過
患
を
焼
浄
し
︑
皆
悉
く
無
為
の
大
空
界
と
成
す
︒

只
心
月
輪
の
み
有
り
て
︑
其
の
上
にa

ア

・v

バ
ン

a/

・r

ラ
ン

a/

・h

カ
ン

a/

・k

ケ
ン

ha/

の
五
大
の
字
有
り
︒
吾
身
と
成
る
︒
其
の
形
薩
埵
の
如
し
︒
大

魔
も
障
を
成
す
こ
と
能
わ
ず
︒﹂（『
弘
法
大
師
全
集
』
二
・
二
五
一
）

　

こ
の
文
の
前
半
は
︑
一
種
の
ラ
ン
字
観
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
︑
風
輪
に
よ
っ
て
煽
ら
れ
た
火
輪
が
︑
行
者
の
心
と
道
場
︑
両
者
の
不

浄
過
患
を
焼
浄
す
る
と
観
想
す
る
の
で
あ
る
︒
な
お
幸
心
流
の
『
広
次
第
』︑『
都
督
次
第
』
で
は
︑
作
壇
作
法
の
前
に
修
さ
れ
る
﹁
住
定

印
﹂
の
観
法
が
こ
の
ラ
ン
字
観
に
相
当
す
る
︒

　

そ
し
て
︑
文
の
後
半
部
に
示
さ
れ
た
観
法
が
狭
義
の
五
字
厳
身
観
に
相
当
す
る
が
︑
身
体
の
五
処
で
は
な
く
心
月
輪
の
上
に
五
大
の
種

子
を
観
ず
る
と
こ
ろ
が
特
異
で
あ
る
︒
五
大
の
種
子
は
︑
阿
字
（a

）
以
外
の
四
字
に
空
点
を
付
し
た
『
大
日
経
』
第
七
巻
所
説
の
も
の

が
採
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
大
魔
も
障
を
成
す
こ
と
能
わ
ず
﹂
が
︑
大
勤
勇
の
大
日
如
来
を
表
す
文
言
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

　

次
い
で
大
師
の
次
第
で
は
︑n

ノ
ウ
マ
ク

am
ah

チ s

サ
マ
ン
ダ
ボ
ダ
ナ
ン

am
antabuddhqnq/

の
帰
命
句
にa

ア

・v

バ
ン

a/

・r

ラ
ン

a/

・h

カ
ン

a/

・k

ケ
ン

ha/

を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
地
輪
︑

水
輪
︑
火
輪
︑
風
輪
︑
空
輪
の
五
種
の
真
言
が
示
さ
れ
る
が
︑
先
に
見
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
真
言
は
『
大
日
経
』
第
七
巻
の
チ
ベ
ッ
ト

語
訳
や
『
要
略
念
誦
経
』
に
説
か
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
大
師
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
真
言
に
対
し
︑
結
ぶ
べ
き
個
別
の
印
契
を
定
め
て
お
ら
れ

る（
（（
（

︒
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『
胎
蔵
梵
字
次
第
』
で
は
︑
続
い
て
百
光
遍
照
王
の
観
法
が
示
さ
れ
る
︒
こ
れ
も
︑『
大
日
経
』
第
七
巻
の
規
定
に
基
づ
く
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
が
︑
そ
こ
に
示
さ
れ
る
真
言n

ノ
ウ
マ
ク

am
ah

チ s

サ
マ
ン
ダ
ボ
ダ
ナ
ン

am
antabuddhqnqm

 a

ア
ン

/

も
ま
た
︑
大
日
如
来
の
真
言
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
次
に
満
足
句
﹂
と

し
て
︑a

ア v

バ
ン

a/
 r

ラ
ン

a/
 h

カ
ン

a/
 k

ケ
ン

ha/

の
五
字
真
言
が
挙
げ
ら
れ
︑
直
後
に
﹁
自
身
即
ち
如
来
な
り
﹂
と
︑
即
身
成
仏
の
完
成
を
示
す
一
文
が
記

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
大
師
の
次
第
で
は
︑
ラ
ン
字
観
↓
狭
義
の
五
字
厳
身
観
↓
五
輪
の
印
明
の
結
誦
↓
百
光
遍
照
王
↓
満
足
句
の

真
言
（
五
字
真
言
）
と
︑
重
層
的
に
数
種
の
観
法
を
重
ね
て
大
日
如
来
と
の
一
体
化
を
図
っ
て
ゆ
く
︒

　

以
上
の
よ
う
な
広
義
の
五
字
厳
身
観
の
観
法
に
関
す
る
記
述
が
終
わ
る
と
︑
続
い
て
器
界
観
の
観
想
が
説
か
れ
る
が
︑
そ
こ
で
は
ま
ず
︑

下
か
ら
上
へ
と
順
に
︑
空
輪
（
雑
色
・
円
形
）
↓
風
輪
（
黒
色
・
半
月
形
）
↓
火
輪
（
赤
色
・
三
角
形
）
↓
水
輪
（
白
色
・
円
形
）
↓
地

輪
（
黄
色
・
方
形
）
と
︑
五
輪
を
逆
に
観
じ
て
器
世
界
を
建
立
す
る
観
法
が
示
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑『
倶
舎
論
』
な
ど
が
説
く
伝
統
的
な

風
輪
・
水
輪
・
金
輪
（
地
輪
）
の
三
輪
説
に
︑
火
輪
と
空
輪
を
加
え
た
も
の
で
︑『
大
日
経
疏
』
に
こ
の
器
界
観
に
関
す
る
詳
し
い
説
明

が
見
ら
れ
る
（『
大
正
蔵
』
三
九
・
四
三
中
）︒

　

一
方
︑
小
野
の
法
流
に
属
す
る
元
杲
僧
都
の
『
広
次
第
』
で
は
︑
五
字
厳
身
観
は
完
全
に
道
場
観
の
一
部
分
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
︒

　
『
広
次
第
』
で
は
五
字
厳
身
観
に
関
し
て
︑
道
場
観
の
観
文
の
冒
頭
に
﹁
定
印
を
作
し
て
観
念
せ
よ
︒
先
ず
五
支
の
字
を
以
っ
て
身
に

布
す
る
︒a

ア

字
を
下
体
に
布
す
︒
黄
色
に
し
て
地
輪
な
り
︒v

バ
ン

a/

字
を
臍
下
に
布
す
︒
白
色
に
し
て
水
輪
な
り
︒r

ラ
ン

a/

字
を
心
位
に
布
す
︒

赤
色
に
し
て
火
輪
な
り
︒h

カ
ン

a/

字
を
毫
際
に
布
す
︒
黒
色
に
し
て
風
輪
な
り
︒k

ケ
ン

ha/

字
を
頂
上
に
布
す
︒
衆
色
に
し
て
空
輪
な
り
︒﹂
と

い
う
簡
略
な
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
り
︑
続
い
て
乳
海
↓
大
智
焔
↓
八
葉
蓮
華
王
↓
須
弥
山
の
順
で
器
世
界
の
観
想
が
示
さ
れ
る
︒

　

成
賢
僧
正
の
『
都
督
次
第
』
で
も
『
広
次
第
』
と
同
様
︑
道
場
観
の
冒
頭
に
﹁a

ア

字
下
体
に
有
り
︒
黄
色
地
輪
な
り
︑
方
形
︒v

バ
ン

a/

字

臍
輪
に
有
り
︒
白
色
水
輪
な
り
︑円
形
︒r

ラ
ン

a/

字
心
位
に
有
り
︒
赤
色
火
輪
な
り
︑三
角
︒h

カ
ン

a/

字
眉
間
に
有
り
︒
黒
色
風
輪
な
り
︑半
月
︒

k

ケ
ン

ha/

字
頂
上
に
有
り
︒
衆
色
空
輪
な
り
︑
団
形
︒
我
既
に
五
大
所
成
遍
法
界
の
身
な
り
︒﹂
と
記
さ
れ
る
の
み
で
︑
新
た
に
五
輪
の
形
状

が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
こ
の
簡
略
な
観
想
を
も
っ
て
五
字
厳
身
観
と
し
て
い
る
︒

　

な
お
周
知
の
よ
う
に
︑『
都
督
次
第
』
に
含
ま
れ
る
道
場
観
の
観
文
は
︑
覚
俊
阿
闍
梨
の
『
大
谷
道
場
観
』
の
趣
旨
を
取
り
入
れ
た
も
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の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒『
大
谷
道
場
観
』
と
『
都
督
次
第
』
を
比
較
す
る
と（
（（
（

︑
右
に
引
用
し
た
五
輪
布
置
の
観
文
は
同
一
で
あ
る
が
︑

『
大
谷
道
場
観
』
で
は
五
輪
の
種
子
と
し
て
︑
空
点
を
除
い
たa

ア
・v

バa

・r

ラa

・h

カa

・k

キ
ャ

ha

の
五
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
『
大
谷
道
場
観
』

で
は
︑
五
輪
の
布
置
に
続
い
て
︑﹁
五
大
の
印
を
結
ぶ
べ
し
﹂
と
し
て
︑
大
師
の
『
胎
蔵
梵
字
次
第
』
に
挙
げ
ら
れ
た
五
種
の
真
言
と
五

種
の
印
契
が
記
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
成
賢
僧
正
は
『
都
督
次
第
』
を
編
纂
す
る
際
︑
こ
の
五
輪
の
印
明
を
省
略
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

５　

お
わ
り
に

　

以
上
︑『
金
剛
頂
経
』
と
『
大
日
経
』
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
瑜
伽
観
法
で
あ
る
五
相
成
身
観
お
よ
び
五
字
厳
身
観
に
つ
い
て
︑
経
︑

儀
軌
︑
次
第
を
対
照
し
て
そ
の
記
述
の
比
較
を
試
み
た
︒

　

経
か
ら
儀
軌
へ
︑
そ
し
て
儀
軌
か
ら
次
第
へ
と
展
開
す
る
過
程
に
お
い
て
︑
五
相
成
身
観
に
つ
い
て
は
︑
新
た
な
プ
ロ
セ
ス
が
加
え
ら

れ
︑
よ
り
具
体
的
な
観
想
法
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑『
金
剛
頂
経
』
に
お
い
て
捨
て
る
べ
き
苦
行
と
し
て
示
さ
れ
る

阿
娑
頗
那
伽
三
摩
地
を
調
息
の
技
法
と
し
て
捉
え
る
な
ど
︑換
骨
奪
胎
し
た
例
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
一
方
︑五
字
厳
身
観
に
関
し
て
は
︑『
大

日
経
』
に
散
説
さ
れ
る
関
連
す
る
成
就
法
を
整
理
し
な
が
ら
︑
儀
軌
に
お
い
て
体
系
的
に
ま
と
め
て
ゆ
く
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
︑
幸
心

流
所
用
の
次
第
で
は
︑道
場
観
の
一
部
と
し
て
極
め
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
︑『
金
剛
頂
経
』
に
比
し
て
『
大
日
経
』

が
未
整
備
な
経
典
で
あ
る
こ
と
に
も
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
︒

　

い
ず
れ
に
し
ろ
︑
儀
軌
や
次
第
に
記
さ
れ
る
個
々
の
観
法
や
一
印
一
明
に
は
︑
所
依
と
な
る
経
の
多
く
の
教
説
が
凝
縮
し
て
象
徴
さ
せ

ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
儀
軌
が
整
理
さ
れ
て
行
用
の
た
め
の
次
第
が
編
纂
さ
れ
る
際
に
は
︑
印
契
や
真
言
の
み
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
︑

多
く
の
説
明
の
文
言
や
観
文
が
省
略
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒

　

よ
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
が
次
第
を
用
い
て
修
法
を
実
修
す
る
場
合
︑
一
印
一
明
の
深
義
を
読
み
解
く
た
め
に
儀
軌
の
伝
授
は
不
可
欠
で
あ

り
︑
金
剛
界
法
︑
胎
蔵
法
を
修
す
る
に
際
し
て
は
︑
さ
ら
に
『
金
剛
頂
経
』︑『
大
日
経
』
の
学
習
が
必
須
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
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︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
五
相
成
身
観　

五
字
厳
身
観　

四
度
次
第　

金
剛
界
法　

胎
蔵
法

『
大
日
経
疏
』
の
﹁
秘
密
漫
荼
羅
品
﹂
の
解
説
箇
所
に
は
︑
金
剛
輪
と

空
輪
を
含
め
た
五
輪
の
形
状
が
揃
っ
て
説
か
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
』

三
九
・
七
二
七
下
）︒

チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
は
︑『
大
日
経
』
第
七
巻
が
︑
作
者
名
を
有
す
る

独
立
し
た
一
儀
軌
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
東
北
二
六
六
四
番
︒

イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
で
は
︑
胎
蔵
大
日
如
来
は
仏
身
論
の
上
で
﹁
現

等
覚
身
﹂
と
さ
れ
︑『
大
日
経
』
は
『
毘
盧
遮
那
現
等
覚
タ
ン
ト
ラ
』

と
呼
ば
れ
る
︒

わ
が
国
に
お
い
て
満
足
句
の
真
言
は
︑
五
大
の
種
子a

・va

・ra

・

ha

・kha

と
の
関
係
か
ら
︑
五
字
に
分
解
し
てa vi ra hūm

チ kham

チ

と

綴
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
︒

地
輪
に
外
五
股
印
︑
水
輪
に
八
葉
印
︑
火
輪
に
法
界
生
印
︑
風
輪
に

転
法
輪
印
︑
空
輪
に
大
恵
刀
印
を
定
め
る
︒

『
大
谷
道
場
観
』
は
︑
智
積
院
発
行
『
広
次
第
』
の
付
録
（
智
山
書
庫

所
蔵
の
写
本
の
影
印
版
）
を
用
い
た
︒
そ
の
表
紙
に
は
﹁
胎
蔵
道
場

観 

大
谷 

隆
瑜
﹂
と
あ
る
︒

た
だ
し
︑『
胎
蔵
梵
字
次
第
』
が
外
五
股
印
と
す
る
地
輪
の
印
契
を
『
大

谷
道
場
観
』
は
内
五
股
印
と
す
る
︒

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
（0
）

（
（（
）

（
（2
）

註

広
本
の
『
金
剛
頂
経
』
は
︑
不
空
三
蔵
の
『
金
剛
頂
経
瑜
伽
十
八
会

指
帰
』（
大
正
八
六
九
番
）
な
ど
に
そ
の
概
要
が
記
さ
れ
る
の
み
で
︑

そ
の
全
体
が
現
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒

『
大
日
経
義
釈
』は
善
無
畏
三
蔵
が
北
イ
ン
ド
の
ウ
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
で『
大

日
経
』
第
七
巻
を
撰
述
し
た
と
し
︑
新
羅
の
僧
・
不
可
思
議
が
著
し

た
第
七
巻
の
註
釈
書
『
大
毘
盧
遮
那
経
供
養
次
第
法
疏
』（
通
称
『
不

思
議
の
疏
』）
の
序
文
に
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
王
の
要
請
を
受
け
た
善

無
畏
三
蔵
が
カ
ニ
シ
カ
王
建
立
の
仏
塔
を
供
養
し
た
と
こ
ろ
︑
第
七

巻
の
原
典
が
空
中
に
現
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

大
師
の
御
作
と
さ
れ
る
胎
蔵
法
の
次
第
に
『
五
輪
投
地
次
第
』︑『
作

礼
方
便
次
第
』︑『
普
礼
五
三
次
第
』︑『
備
在
次
第
』
な
ど
が
あ
る
が
︑

実
際
に
は
『
青
龍
寺
儀
軌
』
や
宗
叡
僧
正
の
伝
え
た
口
决
の
影
響
が

見
ら
れ
る
な
ど
︑
後
世
の
成
立
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒

微
細
金
剛
の
観
想
法
は
︑
不
空
三
蔵
訳
の
三
巻
本
『
金
剛
頂
経
』
に

は
含
ま
れ
な
い
︑
三
十
巻
本
『
金
剛
頂
経
』
の
﹁
金
剛
界
品
・
金
剛

智
法
曼
拏
羅
広
大
儀
軌
分
﹂
に
説
か
れ
て
い
る
︒

金
剛
智
三
蔵
訳
の
『
略
出
念
誦
経
』
で
は
︑
証
金
剛
身
の
真
言
の
末

尾
に
接
続
し
て
こ
の
真
言
が
説
か
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
』
一
八
・
二

三
七
下
）︒

（
（
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）


