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語
源曼

荼
羅
と
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
﹁
マ
ン
ダ
ラ
﹂
を
︑
そ
の
ま

ま
⾳
写
し
た
⾔
葉
︒

曼
陀
羅
と
い
う
書
き
⽅
も
あ
る
が
︑
曼
荼
羅
と
書
く
の
が
歴
史
的
に

正
式
な
書
き
⽅
︒

意
味太

陽
や
⽉
は
円
形
を
し
て
お
り
︑
漢
語
で
は
︑﹁
⽇
輪
﹂
と
か
﹁
⽉
輪
﹂

と
⾔
い
︑
イ
ン
ド
の
ふ
つ
う
の
⽂
献
で
︑
こ
の
⽇
輪
と
か
⽉
輪
と
か
を

意
味
す
る
も
の
と
し
て
︑
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
⾔
葉
が
よ
く
⽤
い
ら
れ
て

い
る
︒

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
︑
マ
ン
ダ
ラ
は
﹁
円
﹂
⼀
般
を
さ
す
よ
う

に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
軍
隊
と
か
集
団
と
か
︑
と
も
か
く
﹁
⼀
団
﹂
と

な
っ
て
い
る
も
の
を
意
味
す
る
︒

ま
た
︑
古
く
か
ら
イ
ン
ド
で
は
︑
修
⾏
を
す
る
さ
い
に
は
︑
⾃
分
の

ま
わ
り
に
円
を
描
き
︒
こ
れ
は
︑
悪
魔
に
よ
る
さ
ま
た
げ
を
退
け
る
た

め
︑
い
わ
ゆ
る
︑
結
界
を
つ
く
る
と
⾔
う
意
味
で
あ
り
︑
マ
ン
ダ
ラ
に

は
結
界
と
い
う
意
味
も
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
事
か
ら
︑
⼤
⽇
如
来
を
中
⼼
に
そ
の
﹁
ま
わ
り
﹂
を
︑
仏

さ
ま
や
菩
薩
さ
ま
な
ど
が
︑
あ
た
か
も
⼤
⽇
如
来
を
﹁
飾
り
つ
け
る
﹂

か
の
よ
う
に
︑
ぐ
る
り
と
と
り
ま
い
て
い
る
さ
ま
︑
こ
れ
が
曼
荼
羅
で

あ
る
と
い
え
る
︒

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
﹁
マ
ン
ダ
﹂
は
﹁
真
髄
﹂
を
﹁
ラ
﹂
は
所
有

す
る
を
意
味
し

真
髄
を
所
有
す
る

本
質
を
有
す
る
も
の

完
成
さ
れ
た
も
の

種
類⼀

⼝
に
曼
荼
羅
と
い
っ
て
も
︑
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
︒

し
か
し
︑
⽇
本
の
密
教
で
は
︑
も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
は
︑
胎
蔵

曼
荼
羅
と
⾦
剛
界
曼
荼
羅
で
あ
り
︒
こ
の
ふ
た
つ
は
︑
⼤
⽇
如
来
を
中

⼼
に
︑当
⾯
考
え
ら
れ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
諸
尊
を
な
ら
べ
た
も
の
で
︑

そ
の
た
め
普
問
曼
荼
羅
と
か
︑
都
会
の
曼
荼
羅
と
⾔
わ
れ
て
い
る
︒

と

え

ま
た
︑
そ
う
し
た
包
括
的
な
曼
荼
羅
の
⼀
部
︑
た
と
え
ば
釈
迦
如
来

と
そ
の
と
り
ま
き
の
諸
尊
だ
け
を
と
り
だ
し
た
︑
数
多
く
の
曼
荼
羅
も

あ
る
︑
こ
れ
は
︑
別
尊
曼
荼
羅
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
分
類
と
は
ま
た
別
の
分
類
も
あ
り
︑
四
種
曼
荼
羅
と
呼
ば

し
し
ゆ

れ
︑
描
き
か
た
︑
表
し
か
た
が
ち
が
う
も
の
で
︒

１
．
⼤
曼
荼
羅

⽩
・
⻩
・
⾚
・
⿊
・
⻘
の
五
⾊
を
も
っ
て
︑
諸
尊
の
姿
を
そ
の

ま
ま
描
い
た
も
の
で
︑
尊
像
曼
荼
羅
と
も
⾔
う
︒

２
．
三
昧
耶
曼
荼
羅

さ
ん
ま
や



諸
尊
の
印
相
と
持
ち
も
の
︵
三
昧
耶
形
︑
略
し
て
三
形
︶
だ
け

さ
ん
ま
や
ぎ
ょ
う

を
描
い
た
曼
荼
羅
の
こ
と
で
︑
⾦
剛
界
曼
荼
羅
の
⼀
部
を
な
す
三

昧
耶
会
な
ど
が
あ
る
︒

３
．
法
曼
荼
羅

諸
尊
の
そ
れ
ぞ
れ
の
印
と
な
っ
て
い
る
種
⼦
︵
古
い
イ
ン
ド
の

し
ゅ
じ

⽂
字
で
梵
字
と
か
悉
雲
⽂
字
︶
を
書
き
こ
ん
だ
も
の
で
種
⼦
曼
荼

し
っ
た
ん

羅
と
も
い
う
︒

４
．
羯
磨
曼
荼
羅

か
つ
ま

絵
画
で
は
な
く
︑
⽴
体
的
な
像
で
諸
尊
を
表
現
し
た
も
の
︒

⾼
野
⼭
根
本
⼤
塔
に
⼤
⽇
如
来
と
四
仏
と
⼗
六
の
柱
に
描
か
れ

て
い
る
︒

胎
蔵
曼
荼
羅

正
確
に
は
⼤
悲
胎
蔵
⽣
曼
荼
羅
と
⾔
う
︒

⺟
親
の
胎
内
に
眠
る
胎
児
の
よ
う
な
⼈
間
が
︑
本
来
も
っ
て
い
る
仏

性
の
種
⼦
が
仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
⽬
覚
め
︑
育
ち
︑
命
の
花
を
⼤
き
く

開
か
せ
︑
悟
り
と
い
う
実
を
結
ぶ
過
程
を
描
い
た
も
の
︒

こ
の
曼
荼
羅
は
﹃
⼤
⽇
経
﹄
に
も
と
ず
い
た
も
の
で
あ
る
︒

﹃
⼤
⽇
経
﹄
に
は
︑
⼀
切
智
智
︵
仏
︶
は
︑

１
．
菩
提
⼼
を
因
と
し

菩
提
⼼
と
は
︑
さ
と
り
︵
菩
提
︶
を
求
め
よ
う
と
い
う
⼼
を
さ

し
︑
き
よ
ら
か
で
深
い
信
⼼
の
こ
と
︑
こ
れ
が
な
け
れ
ば
い
か
な

る
⼈
物
で
も
︑
さ
と
っ
て
仏
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
つ
ま
り
︑

菩
提
⼼
と
は
仏
に
な
る
た
め
の
素
質
︵
仏
性
︶
の
こ
と
で
あ
り
︑

本
来
す
べ
て
の
⼈
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

２
．
⼤
悲
を
根
と
し

⼤
悲
と
は
︑
絶
⼤
の
悲
と
⾔
う
い
み
で
︑
悲
と
は
︑
慈
悲
の
悲

の
こ
と
で
︑無
条
件
に
苦
し
み
を
救
っ
て
あ
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
︒

３
．
⽅
便
を
究
境
と
な
す

く
き
ょ
う

⽅
便
と
は
︑
真
実
に
い
き
な
り
衆
⽣
を
導
く
こ
と
が
む
ず
か
し

い
い
と
き
に
︑
な
ん
と
か
し
て
真
実
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
た
め

に
⽴
て
る
仮
の
教
え
︒
と
説
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
ふ
つ
う
三

句
と
い
わ
れ
て
い
る
︒﹃
⼤
⽇
経
﹄
の
教
え
は
︑
こ
の
三
句
に
集
約

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︑
結
局
︑
胎
蔵
曼
荼
羅
も
︑
こ
れ
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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曼
荼
羅
構
成

⼀
番
下
の
基
礎
に
あ
た
る

第
⼀
層
は

外
⾦
剛
部
院
︵
最
外
院
︶

そ
の
上
の

第
⼆
層
は

⽂
殊
院
・
除
蓋
障
院
・
蘇
悉
地
院
・
地
蔵
院

第
三
層
は

虚
空
蔵
院
・
釈
迦
院

第
四
層
は

遍
知
院
・
⾦
剛
⼿
院
︵
⾦
剛
部
院
︶・
持
明
院
・

蓮
華
部
院
︵
観
⾳
院
︶

第
五
層
は

中
台
⼋
葉
院

空
海
の
秘
密
曼
荼
羅
⼗
住
⼼
論
は

動
物
の
よ
う
な
⼀
番
低
い
⼼
か
ら
最
⾼
位
の
密
教
的
⼈
間
の
完
成

ま
で
を
︑
曼
荼
羅
を
⼗
の
段
階
に
分
け
て
具
体
的
に
説
い
て
い
る
︒

第
⼀
住
⼼

：

異
⽣
羝
⽺
⼼
︵
い
し
ょ
う
て
い
よ
う
し
ん
︶

⼆

：

愚
童
持
薺
⼼
︵
ぐ
ど
う
じ
さ
い
し
ん
︶

三

：

嬰
児
無
畏
⼼
︵
え
い
じ
む
い
し
ん
︶

四

：

唯
蘊
無
我
⼼
︵
ゆ
い
う
ん
む
が
し
ん
︶

五

：

抜
業
因
種
⼼
︵
ば
つ
ご
う
い
ん
し
ゅ
し
ん
︶

六

：

他
縁
⼤
乗
⼼
︵
た
え
ん
だ
い
じ
ょ
う
し
ん
︶

七

：

覚
⼼
不
⽣
⼼
︵
か
く
し
ん
ふ
し
ょ
う
し
ん
︶

⼋

：

⼀
道
無
為
⼼
︵
い
ち
ど
う
む
い
し
ん
︶

九

：

極
無
⾃
性
⼼
︵
ご
く
む
じ
し
ょ
う
し
ん
︶

⼗

：

秘
密
荘
厳
⼼
︵
ひ
み
つ
し
ょ
う
ご
ん
し
ん
︶



第
⼀
層

外
⾦
剛
部
院

⼈
間
に
⽣
ま
れ
た
意
味
を
問
い
か
け
て
く
る
︒

東
⻄
南
北
の
⾨
か
ら
︑
地
上
の
⼈
々
を
招
き
い
れ
る

⼀
番
外
で
最
外
院
と
も
⾔
う
︑
こ
こ
は
︑
仏
教
を
守
護
す
る
天
︵
神
︶

や
⻯
や
夜
叉
が
⼆
百
⼀
尊
も
な
ら
び
︑
そ
の
中
⼼
は
次
の
⼋
尊
で
︑

護
世
⼋
⽅
天
と
呼
ば
れ
る
︒

ご
せ
は
っ
ぽ
う
て
ん

東
ー
帝
釈
天

東
南
ー
⽕
天

南
ー
焔
摩
羅
天
︵
焔
摩
天
︑
つ
ま
り
閻
魔
⼤
王
︶

⻄
南
ー
涅
⾥
帝
王
︵
羅
刹
天
︶

ね

り

ら
せ
つ
て
ん

⻄
ー
⽔
天

⻄
北
ー
⾵
天

北
ー
毘
沙
⾨
天
王
︵
多
聞
天
︶

東
北
ー
伊
舎
那
天

第
⼀
段
／
そ
ん
な
に
し
た
い
放
題
で
い
い
の
か

︵
欲
望
に
拡
⼤
鏡
を
あ
て
る
︶

南
⾯
⻄
よ
り
の
隅
に
い
る
︒
死
⻤
か
ら
三
体
の
仏
を
は
さ

ん
で
東
隣
に
同
じ
く
薄
暗
が
り
が
あ
り
︑
そ
こ
に
九
体
の
飢

え
た
⼈
間
の
姿
を
し
た
群
れ
が
あ
る
︑
そ
れ
を
毘
舎
遮
と
い

び
し
ゃ
し
ゃ

う
︒⾃

分
の
空
腹
を
満
た
す
た
め
な
ら
︑⽣
き
た
⼈
間
を
殺
し
︑

そ
の
⾁
を
⾷
う
︒

第
⼆
段
／
ほ
ん
の
少
し
欲
望
を
控
え
て
み
る
と
・
・
・

︵
⾜
り
る
を
知
っ
て
⾜
り
な
い
⼈
に
与
え
る
︶

毘
舎
遮
と
死
⻤
の
間
に
い
る
三
体
の
仏
で
︑
拏
吉
尼
天
で

だ
き
に
て
ん

仏
の
よ
う
だ
が
︑
右
⼿
に
⼈
間
の
⾜
︑
左
⼿
に
引
き
ち
ぎ
っ

た
腕
を
持
っ
て
い
る
︑
そ
の
両
脇
の
仏
は
⾎
盛
り
の
⽫
を
⼿

に
し
て
い
る
︑
最
初
は
⼈
を
殺
し
て
⾷
べ
て
い
た
が
︑
⼤
⽇

如
来
に
と
が
め
ら
れ
⼈
の
死
を
半
年
前
に
知
る
術
を
授
か
り
︑

死
後
の
⾁
を
⾷
す
る
よ
う
に
な
り
お
ぞ
ま
し
さ
は
毘
舎
遮
と

変
わ
り
な
い
が
︑
⾃
分
の
空
腹
の
た
め
に
⼈
を
殺
す
こ
と
は

し
な
い
︑
欲
望
を
ち
ょ
っ
と
控
え
る
こ
と
で
︑
⼈
間
ら
し
い

⼼
が
芽
⽣
え
出
て
き
て
︑
仏
の
座
を
つ
か
ん
で
い
る
︒

第
三
段
／
い
つ
ま
で
も
⺟
の
膝
に
と
ど
ま
れ
な
い

︵
仮
の
安
ら
ぎ
を
蹴
っ
て
真
実
へ
︶

東
⾨
の
近
く
に
⼤
梵
天
に
出
会
う
︑
こ
の
仏
の
全
⾝
は



ヒ
ン
ズ
ー
教
の
最
⾼
神
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
︑
ヒ
ン
ズ
ー
教
は

輪
廻
の
考
え
が
柱
で
︑
こ
の
世
は
不
遇
で
も
︑
次
の
世
は
︑

よ
り
上
の
階
級
に
⽣
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
す
る
︒
よ
り
よ
く

⽣
き
よ
う
と
し
て
︑
⼈
間
を
超
え
た
超
能
⼒
と
か
神
の
光

に
す
が
り
︑
道
徳
的
に
暮
ら
す
の
も
悪
く
な
い
が
︒
⾃
分

を
変
え
る
た
め
の
鍛
錬
を
怠
り
︑
宿
命
に
⽢
ん
じ
る
な
ら

ば
つ
ら
い
努
⼒
も
な
く
気
楽
で
あ
る
︑
⺟
親
の
膝
に
乗
っ

て
い
る
幼
児
の
よ
う
に
安
ら
い
で
い
る
が
︑
⼈
は
い
つ
ま

で
も
仮
の
安
⼼
に
浸
る
の
で
は
い
け
な
い
︒
⼈
間
を
超
え

た
⼒
を
信
ず
る
の
は
宗
教
⼼
の
始
ま
り
で
あ
る
︒

第
⼆
層

⽂
殊
院
・
蘇
悉
地
院
・
地
蔵
院
・
除
蓋
障
院

⾃
分
を
磨
い
て
世
界
を
広
げ
て
い
く

○

⽂
殊
院

観
⾳
と
普
賢
菩
薩
を
両
わ
き
に
︑
⽂
殊
菩
薩
を
中
⼼
に
計
⼆
⼗

五
尊
か
ら
な
る
︒

○

蘇
悉
地
院

四
波
羅
密
院
と
も
い
わ
れ
︑
と
く
に
主
尊
は
な
い
︑
孔
雀
明
王

し

は

ら

み

つ

い

ん

・
⼗
⼀
⾯
観
⾳

菩
薩
な
ど
⼋
尊
よ
り
な
る
︒

⼗
⼀
⾯
観
⾳

○

孔
雀
明
王

○

○

○

○

○

第
四
段
／
も
の
ご
と
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
︵
問
う
姿
勢
が
真
実
へ

の
扉
を
開
く
︶

⽂
殊
菩
薩
は
訪
れ
て
来
た
者
に
︑
⾃
分
が
こ
れ
ほ
ど
の
智

恵
を
⾝
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
経
典
に
象
徴
さ
れ

る
釈
迦
の
教
え
を
積
極
的
に
聞
き
︑
そ
れ
を
実
⾏
し
た
か
ら

だ
と
告
げ
て
︑
そ
の
姿
勢
こ
そ
が
⼤
事
な
の
だ
と
教
え
て
く

れ
る
︒

⽂
殊
菩
薩
は
悟
り
の
⺟
︵
覚
⺟
︶
呼
ば
れ
︑
求
め
︑
聞
く

姿
勢
の
確
か
さ
︒

︵
ど
う
⽣
き
る
か
を
問
い
つ
づ
け
る
︶︵
⼤
き
な
⽿
で
よ

く
聴
く
︶

○

地
蔵
院

地
蔵
菩
薩
を
中
⼼
に
計
九
尊
か
ら
な
る
︒

○

除
蓋
障
院

除
蓋
障
菩
薩
を
主
尊
と
し
て
計
九
尊
か
ら
な
る

︵
除
蓋
障
菩
薩
は
地
蔵
院
に
居
ら
れ
る
？
︶︒

第
五
段
／
⾃
然
は
啓
⽰
に
富
ん
で
い
る
︵
感
受
性
を
み
ず
み
ず
し
く

保
つ
︶

感
受
性
を
磨
く
こ
と
で
他
⼈
の
悩
み
を
わ
が
こ
と
の
よ
う

に
哀
れ
み
︑
煩
悩
の
障
害
を
お
互
い
に
取
り
除
こ
う
と
教
え

て
い
る
︒
ど
ん
な
事
態
に
な
っ
て
も
じ
た
ば
た
し
な
い
︑
容

易
に
⼈
を
当
て
に
し
な
い
豊
か
な
感
受
性
と
不
動
の
独
⽴
⼼
︒



訪
れ
た
者
を
︑
ま
ず
⾃
然
界
に
む
け
さ
せ
る
︒

感
受
性
を
研
ぎ
す
ま
し
て
⾃
然
界
を
み
る
と
︑
そ
こ
に
は

⼈
⽣
の
真
実
を
教
え
る
姿
が
い
ろ
い
ろ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
︒

そ
こ
か
ら
何
が
真
実
で
︑
何
が
⼈
を
苦
し
め
る
か
を
と
も
ど

も
に
学
ぼ
う
と
呼
び
か
け
て
く
る
︒

第
三
層

虚
空
蔵
院
・
釈
迦
院

相
⼿
を
思
い
や
る
ゆ
と
り
を
持
つ

○

虚
空
蔵
院

虚
空
蔵
菩
薩
を
中
⼼
に
北
の
千
⼿
千
眼
観
⾳
菩
薩
︑
南
の
⾦
剛

蔵
王
菩
薩
な
ど
︑
計
⼆
⼗
⼋
尊
か
ら
な
る
︒

第
六
段
／
与
え
る
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
る
︵
施
し
て
⾒
返
り
を

期
待
し
な
い
︶

中
央
の
虚
空
蔵
菩
薩
の
上
⽅
に
並
ん
だ
⼗
波
羅
密
菩
薩
の

⼗
⼈
が
全
員
︑
⼝
を
開
い
て
⼤
声
で
叫
ん
で
い
る
︒

迷
い
の
世
界
か
ら
悟
り
の
世
界
に
⾄
る
修
⾏
の
仕
⽅
を
︑

ま
る
で
歌
う
よ
う
に
説
い
て
い
る
︒

布
施
︵
ふ
せ
︶

：
恵
ま
れ
な
い
⼈
に
施
す

持
戒
︵
じ
か
い
︶

：
約
束
事
を
守
る

忍
辱
︵
に
ん
に
く
︶
：
耐
え
て
い
く

精
進
︵
し
ょ
う
じ
ん
︶：
⽬
的
に
向
か
っ
て
努
⼒
を
続
け
る

禅
定
︵
ぜ
ん
じ
ょ
う
︶：
⼼
を
鎮
め
て
真
実
を
⾒
る

智
恵
︵
ち
え
︶

：
正
し
く
も
の
を
⾒
て
判
断
す
る

○

釈
迦
院

釈
迦
如
来
を
中
⼼
に
⼤
迦
葉
・
舎
利
弗
な
ど
の
仏
弟
⼦
な
ど
計

三
⼗
九
尊
よ
り
な
る
︒

第
七
段
／
極
端
に
⾛
ら
な
い
︵
暮
ら
し
に
ほ
ど
良
い
緊
張
を
︶

こ
れ
ま
で
は
︑⼀
切
の
物
事
は
因
縁
に
よ
っ
て
形
を
な
す
︑

固
定
し
た
実
体
は
な
い
と
説
得
さ
れ
て
き
た
が
︑
こ
の
段
で

は
︑
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
⾃
分
に
対
す
る
と
ら
わ
れ
か
ら
も

⾃
由
に
な
る
︒
し
だ
い
に
⽼
い
て
い
く
︒
病
気
に
か
か
る
︒

そ
う
し
た
苦
し
み
は
⽣
き
て
い
る
こ
と
⾃
体
の
苦
し
み
を
増

し
︑
先
に
は
死
の
苦
し
み
が
待
っ
て
い
る
︒
そ
の
上
に
愛
す

る
者
と
も
わ
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
︑
反
対
に
気
に
い
ら
な

い
者
と
⽣
活
を
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

欲
し
い
も
の
は
思
う
よ
う
に
⼿
に
い
ら
な
い
し
︑
⾃
分
に

こ
だ
わ
る
限
り
何
も
か
も
が
苦
に
な
っ
て
い
く
︒

こ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
出
よ
う
と
あ
が
い
て
︑
か
え
っ
て

⾃
分
を
失
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
打
ち
の
め
さ
れ
る
︑
現
実
の
⼀

切
は
苦
だ
と
認
識
す
る
︑
そ
の
上
で
静
か
な
瞑
想
に
よ
っ
て

解
決
し
て
い
く
︒
こ
の
苦
し
み
も
原
因
と
き
っ
か
け
に
よ
っ

て
⽣
じ
て
い
る
︒
そ
れ
を
空
と
い
い
︑
原
因
か
き
っ
か
け
か

の
ど
ち
ら
か
が
消
滅
す
れ
ば
苦
か
ら
⾃
由
に
な
れ
る
︒



苦
⾏
に
溺
れ
ず
︑
そ
う
か
と
い
っ
て
放
逸
に
流
さ
れ
ず
︒

そ
う
し
て
い
て
﹁
⼀
切
は
空
な
り
﹂
の
真
実
に
た
ど
り
つ
け

と
釈
迦
は
説
い
て
い
る
︒

第
四
層

遍
知
院
・
⾦
剛
⼿
院
・
持
明
院
・
蓮
華
部
院

⾃
分
の
⼼
を
あ
り
の
ま
ま
に
⾒
る

○

遍
知
院

⼀
つ
の
印
と
六
尊
か
ら
な
り
︑
仏
⺟
院
と
も
⾔
う
︒

ぶ
つ
も
い
ん

中
央
の
炎
を
あ
げ
て
い
る
︑
三
⾓
形
が
⼀
切
如
来
智
印
・
⼀
切

遍
知
印
・
三
⾓
智
⽕
な
ど
と
呼
ば
れ
︑
す
べ
て
は
空
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
ま
つ
わ
る
︑
三
種
類
の
仏
の
智
慧
を
表
す
︒

こ
の
左
と
な
り
に
仏
眼
仏
⺟
︵
般
若
仏
⺟
︶
が
お
か
れ
て
い
る
︑

般
若
は
仏
の
智
慧
の
こ
と
で
︑
仏
を
⽣
み
だ
す
も
と
仏
の
⺟
を
表

す
︑
よ
つ
て
︑
仏
の
智
慧
を
表
し
て
い
る
︒

﹁
七
倶
胝
仏
⺟
﹂﹁
仏
限
仏
⺟
﹂﹁
⼀
切
遍
知
印
﹂﹁
⼤
勇
猛
菩
薩
﹂

﹁
⼤
安
楽
不
空
真
実
菩
薩
﹂

○

⾦
剛
⼿
院

⾦
剛
薩
埵
を
主
尊
に
︑ほ
ぼ
三
列
に
計
三
⼗
三
尊
が
な
ら
び﹁
⾦

剛
部
院
﹂﹁
薩
埵
院
﹂
と
も
⾔
う
︒

仏
の
智
慧
が
︑
⾦
剛
︵
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
︶
の
よ
う
に
堅
固
で
あ

る
こ
と
を
表
す
︒

○

持
明
院

五
尊
が
横
⼀
列
に
並
ん
で
い
る
の
で
︑
五
⼤
院
と
も
⾔
う
︒

左
か
ら
﹁
勝
三
世
明
王
︵
降
三
世
明
王
︶﹂﹁
⼤
威
徳
明
王
﹂﹁
般

若
菩
薩
﹂｢

降
三
世
明
王
﹂﹁
不
動
明
王
﹂

仏
の
智
慧
が
煩
脳
を
断
つ
⼒
を
⽰
す
︒

○

蓮
華
部
院

聖
観
⾳
・
⾺
頭
観
⾳
・
⽩
⾐
観
⾳
・
不
空
羂
索
観
⾳
な
ど
を
中

け
ん
さ
く

⼼
に
計
三
⼗
六
尊
を
︑
ほ
ぼ
三
列
に
お
さ
め
て
い
る
の
で
別
名
観

⾳
院
と
も
⾔
う
︒

こ
れ
は
︑仏
の
智
慧
か
ら
発
す
る
宏
⼤
な
慈
悲
を
表
し
て
い
る
︒

ほ
と
ん
ど
⼈
間
的
な
完
成
が
実
現
す
る
層
で
あ
る
︒

⾦
剛
⼿
院
は
︑
ほ
と
ん
ど
の
仏
が
右
⼿
に
︑
原
形
は
武
器
の

五
鈷
杵
を
持
つ
⼿
い
る
︒

ご
こ
し
ょ

持
明
院
は
︑
剣
と
綱
と
炎
で
煩
悩
を
鎮
め
る
︒

蓮
華
院
は
︑
⼿
に
つ
ぼ
み
の
蓮
華
を
持
ち
︑
⼼
を
こ
め
た
優
し

い
説
得
︒

遍
知
院
は
︑
智
恵
の
光
を
来
訪
者
の
⼼
の
中
に
届
け
て
邪
念
の

闇
を
な
く
す
︒

戦
・
剛
と
和
・
柔
で
そ
れ
ぞ
れ
の
特
技
を
⽣
か
し
て
⼈
間
の
最

後
の
鍛
錬
に
余
念
が
な
い
︒

第
⼋
段
／
だ
れ
も
等
し
く
︑
⼼
は
清
浄
だ
︵
お
互
い
に
尊
敬
し
︑
尽

く
し
合
お
う
︶

煩
悩
を
控
え
て
︑
⼀
切
が
空
だ
と
⾒
る
修
⾏
の
果
て
に
︑
あ
り
の

ま
ま
の
尊
さ
に
気
が
つ
き
︑
こ
う
し
て
苦
労
し
て
階
段
を
登
っ
て
く



る
こ
と
で
︑
⼈
の
⼼
は
も
と
も
と
清
浄
な
も
の
で
︑
み
ん
な
が
等
し

く
成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
理
屈
を
超
え
て
共
鳴
で
き
る
よ
う
に

な
る
︒
絶
対
的
な
平
等
に
か
ら
だ
が
⽬
覚
め
る
︒

静
か
に
瞑
想
す
る
こ
と
で
⾃
分
も
ま
わ
り
の
⼈
も
︑
そ
れ
に
宇
宙

全
体
も
︑
も
と
も
と
清
浄
な
も
の
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
う
し
て
⾃
分
の
⼼
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑

そ
れ
は
も
う
悟
り
と
呼
べ
る
︒

第
九
段
／
宇
宙
の
⼀
切
に
仏
の
い
の
ち
が
宿
る

︵
⼈
間
の
意
志
を
超
え
た
調
和
が
あ
る
︶

⾃
分
の
⼼
を
あ
り
の
ま
ま
に
⾒
る
こ
と
が
で
き
て
︑
そ
し
て
清
浄

さ
に
お
い
て
︑
あ
り
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
宇
宙
の
真
実
と
同
質
だ

と
分
か
れ
ば
︑
も
う
⼗
分
だ
が
︑
は
た
し
て
︑
そ
の
認
識
が
本
物
か
？

わ
た
し
と
い
う
⼀
⼈
の
⼈
間
が
⼤
き
な
宇
宙
的
な
規
模
の
秩
序
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
し
か
も
宇
宙
的
な
規
模
の
中
に
溺
れ
て
し
ま

っ
て
い
な
い
か
︒

わ
た
し
と
い
う
の
は
⼩
さ
な
⼀
点
だ
が
︑
澄
み
き
っ
た
池
の
⾯
が

万
物
を
映
す
よ
う
に
全
体
を
き
ち
ん
と
視
界
に
納
め
て
い
る
か
︒

特
に
⼀
切
遍
知
印
は
︑
⼀
⽊
⼀
草
に
い
た
る
ま
で
⼀
切
の
物
に
宿

っ
て
い
る
仏
の
智
慧
を
感
じ
と
れ
る
か
︑
そ
の
智
慧
に
よ
っ
て
⼀
切

が
調
和
し
て
い
る
宇
宙
と
⾃
分

の
宇
宙
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る

か
︑
そ
う
問
う
て
い
る
︒

第
五
層

中
台
⼋
葉
院

わ
た
し
で
し
か
な
い
い
の
ち
が
息
ず
く

１
．
宝
幢
如
来

普
賢
菩
薩
︵
す
が
す
が
し
い
闘
い
︶

仏
の
智
慧
を
宝
の
幢
で
あ
ら
わ
し
︑
仏
道
修
⾏
の
出
発
点
︵
因
︶

は
た



で
あ
る
菩
提
⼼
の
位
を
⽰
す
︒

２
．
開
敷
華
王
如
来

⽂
殊
菩
薩
︵
と
ら
わ
れ
を
断
つ
︶

つ
ぼ
み
で
あ
っ
た
仏
の
智
慧
が
開
花
し
た
︵
開
敷
華
︶
か
た
ち

を
現
し
た
も
の
で
︑
⼤
悲
⾏
の
位
を
⽰
す
︒

３
．
無
量
寿
如
来
︵
阿
弥
陀
如
来
︶
観
⾃
在
菩
薩
︵
苦
し
み
を
引
き

受
け
る
︶

衆
⽣
を
救
済
す
る
姿
を
現
し
た
も
の
で
︑証
菩
提
の
位
を
⽰
す
︒

４
．
天
⿎
雷
⾳
如
来

弥
勒
菩
薩
︵
⽬
覚
め
の
衝
撃
を
︶

雷
の
よ
う
に
⼤
き
な
声
を
発
し
て
説
法
に
つ
と
め
る
姿
を
現
し
︑

⼊
涅
槃
の
位
を
⽰
す
︒

５
．
⼤
⽇
如
来
︵
宇
宙
と
⼀
体
に
な
る
︶

密
教
の
世
界
の
中
⼼
に
い
る
仏
の
中
の
仏
さ
ま
︵
太
陽
・
宇
宙

そ
の
も
の
︶︒

毘
廬
遮
那
仏
︵
奈
良
東
⼤
寺
の
⼤
仏
︶

⼤
⽇
如
来
と
⼀
体
化
す
る
こ
と
で
︑
⽣
き
通
し
の
い
の
ち
を
え

る
︑
⼊
我
我
⼊
︒

⼀
．
怠
け
⼼
を
取
り
去
っ
て
精
進
す
る
︒

⼀
．
⾃
分
の
と
ら
わ
れ
︵
我
執
︶
を
断
つ
︒

⼀
．
⼈
の
苦
し
み
を
引
き
受
け
る
︒

⼀
．
⼈
々
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
︒

第
⼗
段
／
仏
と
は
安
住
し
な
い
⼼
で
あ
る
︵
仏
の
⼼
に
も
餓
⻤
は
住

み
つ
づ
け
る
︶

こ
の
⽣
き
た
か
ら
だ
の
ま
ま
に
成
仏
で
き
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
も

固
定
し
た
も
の
で
な
く
︑
怠
け
⼼
を
起
こ
し
た
ら
︑
た
ち
ま
ち
に
第

⼀
段
の
毘
舎
遮
の
も
と
ま
で
落
下
し
て
し
ま
う
︒

⼀
般
の
仏
教
で
も
﹁
悟
れ
る
に
悟
り
な
し
﹂
と
い
い
︑
⾃
分
は
悟

っ
た
と
思
っ
た
瞬
間
︑
⼀
つ
の
⽴
場
に
固
執
し
た
こ
と
に
な
り
︑
無

常
の
真
実
に
逆
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

最
⾼
の
⼼
の
位
に
達
し
て
も
煩
悩
の
殻
を
被
っ
て
い
る
か
わ
り
︑

餓
⻤
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
と
き
で
も
︑
仏
の
要
素
は
き
っ
ち
り
備

え
て
い
る
︒
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
れ
ば
有
頂
天
に
な
れ
な
い
か
わ
り

に
︑
仏
に
ま
で
⾒
放
さ
れ
た
絶
望
感
に
落
ち
込
む
こ
と
も
な
い
︒

⾃
分
の
⼼
が
餓
⻤
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
か
︑
仏
に
引
き
ず
ら
れ

て
い
る
か
を
醒
め
て
判
断
す
る
︒
そ
れ
は
︑
⼤
⽇
如
来
と
⼀
体
化
す

る
こ
と
で
︑
⾃
分
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
届
け
ら
れ
る
⼒
が
加
え
ら

れ
て
︑
は
じ
め
て
つ
か
め
る
⼼
の
状
態
で
あ
る
︒

⼤
⽇
如
来
の
智
慧
の
⼒
を
か
ら
だ
に
迎
え
て
︑
⾃
分
ら
し
い
⽣
き

⽅
を
⼗
分
に
表
現
す
る
︒

毘
舎
遮

：
動
物
み
た
い
に
欲
望
を
抑
え
ら
れ
な
い
︑
し
た
い

放
題
の
⼈
間
︒

←
拏
吉
尼
天

：
⾜
り
る
を
知
り
︑
施
す
喜
び
を
知
る
⼈
間
︒

←
⼤
梵
天

：
⼈
間
ら
し
く
︑
宗
教
⼼
に
め
ざ
め
る
が
仮
の
安
⼼



に
溺
れ
る
⼈
間
︒

←
⽂
殊
菩
薩

：
ま
じ
め
に
仏
法
を
聞
き
︑
教
え
通
り
に
⽣
き
よ
う

と
す
る
⼈
間
︒

←
地
蔵
菩
薩

：
豊
か
な
感
受
性
を
磨
い
て
︑
⾃
然
の
中
に
無
常
の

真
実
を
⾒
れ
る
⼈
間
︒

←
虚
空
蔵
菩
薩
：
⼼
は
⾃
由
に
な
り
︑
⼤
衆
を
救
う
こ
と
に
⼼
を
砕

き
は
じ
め
た
⼈
間

←
釈
迦
如
来

：
⼀
切
の
も
の
も
︑
⾃
分
も
︑
も
と
も
と
空
と
知
っ

て
⾃
分
に
と
ら
わ
れ
な
い
⼈
間
︒

←
聖
観
⾳
菩
薩
：
⼈
は
等
し
く
仏
に
な
れ
る
と
知
っ
て
︑
尊
敬
し
合

え
る
⼈
間
︒

←
⼀
切
遍
知
印
：
宇
宙
に
あ
る
⼀
切
の
物
に
︑
仏
の
智
慧
が
宿
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
⼈
間
︒

←
⼤
⽇
如
来

：
⾃
分
ら
し
さ
を
⼗
分
に
発
揮
し
︑
⾃
⼰
完
成
を
達

成
し
た
⼈
間
︒

３
５
９


