
〈
研

究

論
文
1
0
〉

密
教
の
仏
と
山
に
お
け
る
日
本
の
神

―
空
海
の
曼
荼
羅
思
想
と
し
て
―

は

じ

め

に

高
野
山

は
東
寺
と
と

も
に
、
真

言
宗
の
開

祖
で
あ

る
空
海
（
七
七
四

～
八

三
五
）
が
真
言
密
教

を
発

展
さ
せ

る
に
あ
た

っ
て
活
動

の
拠

点
と
し
た
場
所

で
あ
る
。
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
に
高
野
山
を
賜
り

た
い
旨
の
奏
上

を
行

い
、

勅
許
を
得
ら

れ
た
空
海

は
、
弘
仁
一
〇

年
（
八
一
九
）
に
は
高
野
山

開
創

に

と
り
か
か
り
山

中
の
地

・
水
・
火
・
風
・
空
を
支
配
す
る
五
神

に
対
し
て

の

護
身
結
界

の
法

事
を
行

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら

、
日

本
の
山

に
あ

っ
て

は
仏
教
が
請
来
さ
れ
る
以
前

か
ら

古
来
の
神
祇
信
仰

の
存
在

が
あ

っ
た
。

空
海
も
、
高
野
山
開

創
に
あ
た

っ
て
は
、
そ
の
土
地
の
地
主
神
と
な

る
諸

神

を
祀

っ
て

い
る
こ
と

か
ら

、
山

に
お
け
る
神
祇
信
仰
と
何
ら

か
の
交
渉
が

あ
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と

は
容
易

に
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
空
海
の
撰
述
書

熊

本

幸

子

に
諸
神

の
名

は
現

れ
な
い
と
し
て
も
、
空
海
の
思

想
を
考
究
す

る
上

に
お
い

て
、
古
代

の
山
岳
信
仰
の
存
在
お
よ
び
そ
の
関
係

を
軽
視

さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
考
え

る
。

だ
が
そ
う

な
る
と
空
海
が
ど
の
よ
う

に
在
来
の
山
岳
信
仰

と
関

係
し
つ

つ
密

教
の
世
界
観
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
か
が
問

わ
れ

る
こ
と

と
な
ろ
う
。

以
上

の
点
か
ら

、
古
代

の
山
の
宗
教
、
と
く
に
本
稿
で

は
高
野
山

に
照
準

を
合
わ
せ

る
こ
と

に
な
る
が
、
山

に
お
け
る
古
来
の
神
観
念
と
密
教
思
想
の

包
括

的
理
念
が
交
錯
す

る
過
程
を
検
証
し
つ
つ
、
空
海
の
曼
荼
羅
思
想
が
古

代
信
仰

に
及
ぼ
し

た
影
響
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一
　

仏

教

受

容

と

山

岳

信

仰

空
海
の
山

に
関
す

る
神
観
念
を
考
察
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
当
時
の
山
岳

信
仰
の
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
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ま
ず
、
思

想
背
景

と
な
る
古
来

の
神
観
念
と
仏
教
と
の
関
係
か
ら
見
て
み
る

こ
と

に
し
た
い
。

(
1
)
　
仏
教
受
容

『
日
本
書

紀
』

に
よ
る
と
欽
明
天

皇

一
三

年
（
五
五
二
）
百
済
の
聖
明

王

に

よ

っ
て

三
種
の
文

物
（
金
銅
の
釈
迦
像
、
繙
や
天
蓋
な
ど
の
祭
具
、
若
干
の
経
典
）

が
献
上
さ
れ
、
仏
教
が
伝
来
し
た
。
ひ
と
び
と
は
、
在
来
の
神
々
―
八
百
万

の
神
、
す
な
わ
ち
多
種
多
様
な
形
姿
に
お
い
て
顕
現
す
る
神
―
と
見
慣
れ
ぬ

仏

と
で
は
、
ど
ち
ら
の
ほ
う
が
霊
力
が
あ
る
の

か
お
お

い
に
戸
惑

い
、
金
色

に
光

る
釈
迦
仏
は
、
「
仏
神
」
、
す
な
わ
ち
仏
と

い
う
名
の
神
と
よ
ば
れ
た
。

わ
が
国

の
仏
教
受
容
に
あ

っ
て
は
、
相
好
が
き
ら
き
ら
し
た
仏
像

は
か
つ
て

見

た
こ

と
の
な
い
異
国
の
神
と
し
て
受

容
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
時
代

は
、
祖
霊

崇
拝
の
時
代

に
あ

っ
て
、
ま
だ

「
氏
神
」

が

仏
法

に
先
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
聖
徳
太
子
の
時
代
で
は
、「
氏
神
」

の
社
と
と
も
に

「
氏
寺
」
が
選

択
さ
れ
る

に
至

る
。
や
が
て
仏
教
の
も
つ
護

国

性
が
統
一
国
家

に
依
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と

「
氏
寺
」

か
ら

「
官
寺
」

が
成

立
し
た
の
で

あ
り
、
『
金
光
明

経
』
・
『
法
華
経
』
・
『
仁
王

経
』

と

い
う

護
国
三
部
経

に
代
表
さ
れ
る
経
典
が
研
究

さ
れ

、
国
家

の
安
寧
隆
昌
の

た
め

に
読
誦
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
伝
来
当
初
に
は
、
仏
教
を
め
ぐ
っ
て
豪
族

間
で
異
質

の
文
化

の
接
触
の
際

に
お
こ

る
摩
擦

を
み
た
と
伝
え
ら

れ
る
が

、

次
第

に
流
行
し
て

い
き
、
や
が
て
律
令
政

治
と

並
行
し
て

国
家
仏
教

へ
と
発

展
し
て

い
っ
た
の
で
あ

る
。

こ
う
し

た
仏
教
受
容

の
態
度
を
概
観
す

れ
ば
、
日
本
古
来
の
神

と
異

国
の

神
で

あ
る
仏
と
の
間

に
は
葛
藤
を
生
じ
た
よ
う
に
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、
実
は
、

国
津
神
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
豪
族
が
支
配
し
て
い
る
地
域
の
守
り
神
と
い
う

程
度

の
神
で
あ

っ
て
、
日
本

の
神
と
外
来
の
仏
教
の
神
と

の
間
の
戦

い
と
い

う
よ

う
な
も

の
は
顕
著

に
見
ら
れ
な

か
っ
た
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
古
来
よ
り
尊
崇

さ
れ
た
日
本
の
神
々
は
、
地
縁
・
血
縁
な
ど
で

結

び
つ
い
た
同
族
的

な
共
同
体
の
生
活
の
安
定
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
も

の
で

あ
っ
た
。
神

の
恵
み

に
よ
る
豊
饒
と
安
寧
を
共
同
体
に
も
た
ら
す
た

め

に
集
団
的
な
儀
礼
が
定
期
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
種
の
自
然

信

仰
で
あ

っ
た
た
め
、
外
来
宗
教
が
伝
来
し
て
も
積
極
的
に
排
除
す

る
だ
け

の
自

立
性

を
も
っ
て

い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
仏

教
も
ま

た
土
着

的
信
仰

に
対
し
て
寛
容
な
宗
教
で
あ

っ
て
、
そ

の
多

神
教
的
性
格

に
よ

っ
て
日
本
の
神
祇
信
仰
と
結
び
つ
き
、
変
容
し
て
い

く
要

素
を
も

っ
て

い
た
。

古
代
イ

ン
ド
で

は
、
あ
ら

ゆ
る
存
在

は
唯
一
絶
対
者
の
顕
現
し

た
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て

、
す

べ
て

は
根
底

に
お
い
て
一
体
で

あ
る
と

い
う
「
自

他
不

二
」

の
考
え

方
が
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
や

倫
理
の
出
発
点
に
な
っ
て

い
る
。

仏
教
で
も
自
己
と
他
者
を
対

立
的
に
区
別

せ
ず
、
イ

ン
ド
古
来
の
神
々
を
取

り
入
れ
て

い
る
が
、
そ
の
場
合
に
、
ほ
と
ん
ど
葛
藤
ら
し
い
葛
藤
は
み
ら

れ

な
い
。
む
し
ろ
、
イ
ン
ド
古
来
の
神
々
を
自
ら
の
う
ち

に
取
り
入
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
仏
教
の
優
位
性
を
示
そ
う
と
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
伝
来
し
た
仏
教
は
在
来
の
原

初
的
神
祇
信
仰
を
取
り
入
れ
つ
つ
、

変
容
し
土
着
化
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
山

々
に
囲
ま
れ
、
山
が



人

々
の
精

神
世
界

と
深
く
関
わ

っ
て

い
た
日
本
に
あ

っ
て
は
、
仏
教
が
在
来

の
山
岳

信
仰
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
仏
教
受
容

に
よ

っ
て
山

に
お
け

る
神
観
念
は
い
か
な
る
影
響
を
受

け
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

(
2
)
　
山
岳
信
仰
に
お
け
る
神
観
念

日
本
の
神
社
の
典
型
は
、
古
来
、
神
社
境
内
に
、
本
殿
を
中
心

に
各
種
の

建
造
物
を
配
置
し
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
鎮
守
の
森
と

い
わ
れ

る
樹
木
が
繁
茂

し
た
自
然
の
中
に
神
さ
び
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
奈
良
県

の
大
神
神
社
や
埼
玉
県
の
金
銀
神
社
な
ど
本
殿
の
な

い
神
社
も
散
見
さ
れ
る

よ
う
に
拝
殿
背
後
の
山
全
体
は
神
霊
の
籠
も
る
神
の
森
と
考
え
ら
れ
た
。
山

は
神
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
、
不
入
の
神
域
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で

、
人
の
霊
は
死
ん
で
か
ら
遺
骸
を
離
れ
て
山
中
へ
、
あ
る
い

は
山
頂

を
介
し
て
天
ま
で
昇
る
と
い
う
死
後
観

に
よ

っ
て
生
じ

た
山
中
他
界

観
も
存
在
し
て

い
た
。
つ
ま
り
、
神
霊
の
住
む
こ
の
聖
域

は
、
霊
界
で
も
あ

っ
て
、
死
霊
・
祖
霊
の
休
ま

る
と
こ
ろ
と
崇

め
ら
れ
て

い
た
の
で

あ
る
。
と

こ
ろ
が
仏
教

に
触
れ
て

か
ら
、

そ
う
し

た
死
霊

は
成

仏
し
き

れ
て

い
な
い
と

さ
れ
、
「
鬼
」

の
表
象

に
ま
で

仕
立
て
ら
れ
て

い

っ
た
。
山

は
他
界
と
し
て

悪

鬼
邪
霊
の
屯
す
る
世
界
と
考
え
ら
れ

る
よ
う

に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
山
が
畏
怖
す
べ
き
悪
鬼
邪
霊
の
住
処
で

あ
る
と
い
う
考
え

方
は
、

仏
教
伝
来
以
後
盛
ん

に
な
る
に
し
て
も
、
そ

の
よ
う

な
考
え

方
の
ル
ー
ツ
は

伝
来
以
前

に
遡

る
。
こ

の
点
に
関
し
て
和

歌
森
太
郎

氏
も
、
「
仏
教
信
仰

が

伝
わ
る
以

前
の
時
代

か
ら
、
山
中

に
畏
怖
す

べ
き
魔
性

の
も
の
、
い
わ
ゆ
る

ア
ラ
ブ
ル
魂
が

い
る
と

の
見
方
が
あ

っ
た
の
で
、
仏

教
に
触
れ
て

か
ら
、
悪

し
き
神
、
荒
ぶ

る
神
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
「
鬼
」
と

い
う
字
を
借
用
し
て

当
て
た
。
」
と
し
て
い
る
。

和
歌
森
氏
の
こ

の
言
葉
を
待
つ
ま
で
も

な
く
、

日
本
人

の
古
い
神
観
念

に

は
、

ニ
ギ
ミ
タ
マ
と
し
て
の
神
霊

と
、
ア
ラ
ミ
タ
マ
と
し
て

の
神
霊
の
二
種

の
神
が
あ
っ
た
。
後
者
の
ア
ラ
ブ
ル
神
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
な
ご
め
静
め
、

災
厄
と
な

る
こ

と
を
防
ぎ
と
ど
め
よ
う
と
呪

術
を
行

う
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と

か
ら
原

初
形
態
で
の
山
岳
信
仰
で

は
、
山

の
神
を
畏
怖
し
仰
ぐ
神
信

仰
と

い
う
側
面

の
ほ
か
に
、
魂
鎮
め
の
ま
じ

な
い
と
し
て

の
呪
術
を
行
う
信

仰
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
悪
霊
の
観

念

は
、
「
鬼
」
と
解
釈

さ
れ
、
呪

術
を
介
入
さ
せ
て

鎮
め
ら
れ
る
「
負
の
神
」

と
な

っ
た
と

い
え

よ
う
。

二
　

空

海

の
曼

荼

羅

思

想

(
1
)
　
高
野
山
の
開
創
と
密
教
思
想
に
お
け
る
仏

山

は
そ
う
し
た
死
霊

の
世
界
、
悪

鬼
邪
霊
の
世
界
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、

仏
教
に
あ
っ
て
は
、
禅
定
を
行
う
修
行
の
場
で
あ
っ
た
。

弘
仁
七
年
（
八
一
六
）、
空
海
は
修
禅
の
地
に
適
う
処
と
し
て
高
野
山
を
賜

わ
り
た

い
旨
の
奏
上
を
行

い
、
勅
許

を
受
け
て
、
同

一
〇

年
（
八
一
九
）
高

野
山
開

創
の
た
め
七
里
結
界
の
法
を
修
し
て
地
鎮
の
式
を
執
り
行

っ
た
。

そ
の
時
の
願
文
「
高
野
建
立
の
初
の
結
界
の
時
の
啓
白
の
文
」
に
は
、
次

の
よ
う
に
い
う
。

沙

門
遍
照
金
剛
、
敬
っ
て
十
方
の
諸
仏
、
両
部
の
大
曼
荼
羅
海
会
の
衆
、
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五

類

の
諸

天

、

お

よ

び
国

中

の
天

神

地

祇

、

な

ら

び

に

こ

の

山

中

の
地

水

火

風

空

の

諸

鬼

等

に
白

さ

く

、
（
中

略

）

今

、

上

は

諸

仏

の
恩

を

報

じ

て

、

密

教

を

弘

揚

し
、

下

は
五

類

の
天

威

を
増

し

て

、

羣

生

を

抜

済

せ

ん

が

た

め

に
、

一

ば

ら

金

剛
乗

秘

密

教

に

よ

っ

て

、

両

部

の

大

曼

荼

羅

を

建

立

せ

ん

と

欲

う

。

仰

ぎ
願

わ

く
ば

、
諸

仏

歓

喜

し

、

諸

天

擁

護

し

、

善

神

誓

願

し

て

、

こ

の

事

を

証

誠

し

た

ま
え

。

あ

ら

ゆ

る

東

西

南

北

四

維

上

下

、

七

里

の

中

の

一
切

の
悪

鬼

神

等

は

み

な

わ

が

結

界

を

出

で

去

れ

。

あ

ら

ゆ

る

一
切

の

善

神

鬼

等

の
利

益
あ

ら

ん

も

の

は

意

に
随

っ

て

住

せ

よ

。
（
傍

点

は

筆
者

に

よ

る

。
）

こ

の

願

文

は

、

十

方

世

界

の
す

べ

て

の

諸
仏

、

金

剛

界

・

胎

蔵

の

両

部

の

曼

荼

羅

の

諸

仏

、

五

類

天

の
み

な

ら
ず

、

日
本

国

中

の
天

地

の

神

々

お

よ

び

高

野

山

中

の

地

・
水

・
火

・
風

・

空
を

支

配

す

る
五

神

に
啓

白
す

る

も

の

で

、

結

界

に
住

む

邪

悪

な

鬼

神

は
排

除

し
、

仏

法

に
利

益

を

も

た

ら
す

善

鬼

神

は

そ

の

ま

ま

住

す

る
こ

と

を

願

う

と

い

う
も

の
で

あ

る
。

こ

の

結
界

儀

礼

に

よ

っ
て

畏

怖

す

べ

き

「
負

の

神
」

で

あ

る
悪

鬼
神

は
真

言

の
呪

法

に

よ

っ
て

鎮

め
お
さ
え
ら
れ
て
、
尋
常
の
神
―
―
利
益
を
も
た
ら
す
恩
恵
的
存
在
―
―
に

な

ら

し

め

る
。

こ

の
結

果

、
七

里

の

結
界

か

ら
悪

鬼

神

を

霧

散

さ

せ

て

し

ま

う

の
で

あ

る
。

こ

こ

で

、

注

目

す

べ
き

点

は

空

海

が

真

言

密
教

の
諸

仏

・

諸

神

に

古

来

の

神

祇

信

仰

の
対

象

と

な

る

神

々

を

も

包
摂

さ

せ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

な

ぜ

こ

れ

ら

の
神

々
を

等

し
く

俎
上

に

あ

げ

て

い

う

の

で
あ

ろ

う

か

。

密

教

に
あ

っ
て

は
教

主

を

法

身

大

日
如

来

と
す

る
が

、

大

日

如

来

は

す

べ

て

の
仏
の
頂
点
に
君
臨
す

る
仏
で
あ
る
と

は
せ
ず
、
初
期
仏
教
の
釈
迦
一
仏

信
仰
、
大
乗
仏
教
の
諸
仏
諸
菩
薩
と
い
う
考
え
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
ら
を
統

一
す
る
仏
と
し
て
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
他
の
諸
仏
諸
菩
薩
は
大
日
如

来
の
徳
の
一
部
を
あ
ら
わ
し
た
り
。
大
日
如
来
の
化
身
だ
と
し
た
り
す
る
考

え
で
あ
る
。
金
剛
界
曼
荼
羅
と
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
二
つ
に
宇
宙
の
万
有
を
包

摂
さ
せ
、
万
有
す
べ
て
が
大
日
如
来
の
分
霊
・
分
身
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
う
し
た
密
教
教
学
の
曼
荼
羅
思
想
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

日
本
の
天

神
地
祇
も
高
野
山
の
神
々
も
大
日
如
来
の
顕
現
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で

あ
り

、
啓
白
の
願
文

に
は
そ
う
し
た
真
言
密
教
の
世
界
観
に
基
づ
い
て

日
本
の
神

々
を
も
密
教
の
諸
仏
に
包
摂
し
融
合
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

(
2
)
　
高
野
山
の
神
々
と
伝
説

こ

の
よ

う
に
結
界

の
啓
白
文
の
中
で
空
海
が
密
教
の
世
界
観
に
基
づ
い
て

神
仏

の
融
合
を
展
開
さ
せ
た
こ
と
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
問
題
に
お

い
て

も
古

来
高
野

山
に
祀
ら
れ
て

い
た
神

々
と
の
融
合
を
は

か
っ
た
こ
と
が

み
ら

れ
る
。

つ
ま
り
、
高
野
山
に
は
、
空
海
の
開
創
以
前
か
ら
、
神
奈
備
信
仰
と
と
も

に
水
分
の
山
神
丹
生
津
比
売
神
の
信
仰
―
北
に
あ
る
天
野
川
の
水
源
信
仰
―

が
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
山
の
山
神
を
ま
つ

る
司
宦
者
は
狩
人
で
あ

っ
た
が
、

こ

の
狩
人

の
始
祖
が
、
後

に
神
格
化

さ
れ
て
高
野
明
神
と
な

っ
て
い
る
。

た
だ
し

、
高
野

山
の
開
創
伝
説
で

は
、
狩
人
が
そ
の
狩
場
を
高
僧
に
献
じ

て

、
山
岳
霊

場
を
開
創
さ
せ
、
そ
の
狩
人
も
神
と
祀
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す



な
わ
ち
「
祀
ら
れ
る
者
」
と
「
祀
る
者
」
が
、
と
も

に
神
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
が
丹
生
津
比
売
神
と
高
野
（
狩
場
）
明
神
で
あ
る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
う
し
た
伝
説
の
存
在

は
、
高
野
山
が
天
野
村

に
住

ん

で

い
た
山
神
丹
生
津
比
売
神
を
祀

る
山
岳
宗
教
者

た
ち

に
よ

っ
て
、
贄
を
狩

る
狩
場
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

に
空
海

が
入

っ
て
き
た
と

い
う
史

実
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
海
が
高
野
山
を
開
創
す
る
以
前
に
、

古
来
、
山

に
は
二
柱
の
土
地
の
神

々
が
祀
ら

れ
て

い
た
の
で
あ

る
。

そ
こ
で

こ
れ
ら
高
野
山
の
山
神
信
仰
と
天
野

の
水
分
信

仰
の
結
合
を
は
か
っ
た
の
が
、

丹
生
津
比
売
神
と
高
野
明
神
の
合
祀
で

あ
っ
た
。
高
野
山

の
中
心

を
な
す

伽

藍
坦
場
の
神
聖
な
る
御
社
山
に

は
丹
生
津
比
売

神
と
高
野
明
神

の
社
殿

が
と

も

に
な
ら

べ
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
空
海
が
高
野
山

を
切

り
開
き
、
寺

院
を
建

立
す

る
の
に
先
立
ち
、
地
主
神

の
諸
神

を
仏
の
守
護
神

と
し
て

融
合
さ
せ
た

も

の
と

考
え
ら
れ

る
。

(
3
)
　
空
海
と
神
仏
習
合
思
潮

以
上

の
よ
う
に
、
高
野
山
開

創
に
あ
た

っ
て
行

っ
た
結
界
の
密
教
儀
礼
に

お
い
て

に
せ
よ

、
あ
る
い
は
土

着
信
仰
の
山
神
水
神
の
合
祀
に
せ
よ
、
空
海

は
天
神

地
祇
を
密
教
の
諸

仏
に
包
摂
さ
せ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
が
、
空
海

の
こ
の
よ
う
な
立
場

は
、
東
寺

の
境
内

に
お
い
て
も
引

き
継
が
れ
て
い
る
。

空
海
が
嵯
峨
天

皇
よ
り

密
教
の
根
本
道
場
と
し
て
賜

っ
た
東
寺
の
境
内

に

は
、
平

城
一
派

の
人
び
と
の
怨
霊

の
鎮
魂
の
た

め
に
空
海
が
建
て
た
と
さ
れ

る
鎮
守

八
幡
宮
が
あ
り

、
そ
こ

に
安
置
す
る
た

め
に
空
海
が
男
神
像
二
体
と

女

神
像

一
体
の
三
所

神
と
す

る
僧
形

八
幡

神
像

を
彫

っ
た
こ
と
が

『
東
宝

記
』
(
第
三
の
鎮
守
八
幡
宮
の
条
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
空
海
の
真
言
密

教
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
ま
さ
し
く
神
と
仏
の
一
体
化

と
い
え

る
の
で
は
な
い

だ
ろ

う
か
。

神
と
仏

の
関
係

は
、
仏
教
受
容
後

に
は
互
い
に
寛
容
な
共
存
関
係
を
育
み

出

し
て

、
空
海
の
時
代

に
は
、
す
で

に
種

々
の
習
合
思
潮

の
形
態
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
の
で

あ
る
。

ま
ず
中

央
・
地

方
の
大
社

に
付
属

の
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
、
仏
像
が
祀
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
神
社
で

は
仏

教
の
経
典
を
奉
納
し
た
り
、
神
前
で
読

経
し
た
り
す
る
こ
と
が
盛

ん
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
神
が
み
ず

か
ら
の
苦
悩
を
訴
え
、
仏
法

に
よ

る
救
済
を
求
め
る
と
い
う
神
身
離
脱
と

い
う
思
想
に
あ
っ
た
。
神

々
は
厳
し

い
修
行
を
し
て
善
根
を
積

ん
だ
た
め
に
六
道

の
う
ち
の
最

高
位
の
天

に
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
さ
ら
に
修
行

を
続
け
て
悟
り
を
開

か
な
い
限

り
、
生
死
を
く
り
返
し
て

六
道
を
さ
ま
よ
う
の
で
あ

っ
て
、
神
も
仏
法

に
よ

っ
て
解
脱
を
得
よ
う
と
す
る
願
望
が
あ
る
と
し
た
。

こ
れ
に
近
い
類
型
と
し
て
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
東
天
竺
国
の
大
王
が

前
世

の
悪
業

か
ら
猿
と
な
る
報
い
を
う
け
た
猿
神
と

な
り
、
僧
に
供
養
を
願

う
と

い
う
現
報
説
話
も
見
ら
れ
た
。
神
が
罪
の
報

い
で
あ
る
と
さ
れ
、
仏
の

優

位
を
示
す
こ
と
で
は
同
じ
類
型
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
天
平
勝
宝
元

年
（
七
四
九
）
聖

武
天

皇
は
東
大
寺
建
立

に
あ
た

っ
て
、
応
神
天
皇
を
主
神
と
し
て
祀
る
宇
佐
八
幡
を
勧
請
し
て
祈
願
し
た
こ

と

が
み
ら
れ
る
。
仏
教
で
は
イ
ン
ド
の
神
々
を
取
り
入
れ
て
仏
法
の
守
護
神

密教の仏と山におけ る日本の神119



と

し
た
よ
う
に
、
日
本

の
神

々
も
仏
法
を
守
護
す

る
と
い
う
形

が
展
開
さ
れ

た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
神
仏
習
合
思
潮
が
み
ら
れ

る
よ
う

に
な
っ
て

い
た
時
代
に
あ
っ

て

、
空
海

は
自
ら
木
彫
の
僧
形
八
幡
像
を
作

っ
た
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
古

代

人
に
と

っ
て
木

は
神
を
宿
す
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
意
味
に
お
い
て

も
空

海

の
僧
形
八
幡
像

は
、
神
と
仏
が
一
体
化

さ
れ

た
も
の
と
し
て

、
そ
れ
ま
で

の
神
仏
習
合
思
潮
を
一
層
推
し
進

め
た
も

の
と

な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で

あ

る
。

お

わ

り

に

以
上

か
ら
、
空
海
は
、
真
言
密
教
の
世
界
観
で
あ

る
曼
荼
羅
思
想

に
よ

っ

て
、
日

本
の
神
々
を
真
言
密
教
の
主
尊
で
あ
る
大
日
如
来

に
包
摂
し
て
と
ら

え

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
密
教
の
仏
と
日
本
の
神
の
融
合
と

い
う
よ
り
も

さ
ら

に
神
仏
の
一
体
化
へ
と
昇

華
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
。け

れ
ど
も
、
た
と
え
、
理
論
的
に
密
教
の
世
界
観
で
あ

る
曼
荼
羅
思
想

に

お
い
て
万

有
す
べ
て
を
包
摂
さ
せ
た
と
し
て
も
、
実
際

に
は
、
空
海
は
高
野

山

に
生
え

る
一
本
一
本
の
木
に
宿
る
神
聖
な
神
の
存
在
を
感
得
し
、
そ
れ

に

対
し
て
深

い
畏
敬
の
念
を
感
じ
て

い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
性
霊
集
』

巻
第
一
の
「
山
入
る
興
」
に
は
、
「
山
神
木
魅
（
木
の
精
）
こ
れ
を
■
と
す
。
」

と

あ
り

、
山
は
山
の
神
や
木
の
精
の
住
処
だ
と
い

っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と

か

ら
も

、
自
然
に
み
な
ぎ
る
霊
威

へ
の
畏

敬
の
念
は
、
生
涯
山
岳
修
行
を
続
け

て
き
た
空
海
の
思
想
の
根
底
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
の
で

あ

る
。

（
１
）
　
佐
藤
正
英

『
日
本
倫
理
思
想
史
』
六
〇

・
六
一
頁
　

東
京
大
学
出
版
会
　

二

〇
〇
三
年

（
２
）
　
堀
池
春
峯
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
仏
教
の
展
開
」
（
『
仏
教
（
下
）
―
流
伝
と
変

容
―
』
所
収
　
一
四
九
頁
）
大
阪
書
籍
　
一
九
八
六
年

（
３
）
　
頼
住
光
子
「
日
本
古
代
に
お
け
る
「
カ
ミ
」
信
仰
と
仏
教
受
容
に
関
す
る
一

考
察
―
『
日
本
霊
異
記
』
に
即
し
て
―
」
（
『
淳
心
学
報
』
第
七
号
　
所
収
　
一

〇
四

九
頁
）
平
成
元

年

（
４
）
　
高
木
脾
元

「
密
教
神

話
の
源
流
」
（
『
密
教
の
神

話
と
伝
説

』

所
収
）
　
大
阪

書
籍
　

一
九
八
四
年

（
５
）
　
西
牟
田
崇
生
「
ヤ
シ
ロ
か
ら
神
殿
ヘ
―
神
社
境
内
の
構
造
」
（
『
神
々
と

仏
』
（
日
本
の
美
と
文
化
、
第
四
巻
）
三
五
頁
）
昭
和
五

八
年

（
６
）
　
和

歌
森

太
郎

「
山
岳
信
仰
の
起
源
と
歴
史
的
展
開
」
（
『
山

岳
宗
教
の
成
立
と

展

開
』

所
収

二
五
頁
）
名
著
出
版
　

昭
和
五
〇
年

（
７
）
　
和

歌
森

太
郎
　

前
掲
書
　

一
六
・
一
七
頁

（
８
）
　
山

に
入
り
修
行
す

る
修
行
者

は
、
祟

る
山
の
神
以
上
の
力
あ
る
仏
教
の
加
護

の
も
と

に
あ
っ
て

は
じ

め
て
山

に
入

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
、
霊
験
力

が
あ
る
も

の
と

さ
れ

た
。

（
９
）

『
弘
法
大
師
著
作

全
集
』

第
三
巻
　

三
九

二

大
二
九
四

頁
　

山
喜
房
佛
書
林

昭
和
四

八
年

（
1
0
）
　
要
す
る
に
、
そ
の
基
本
的
性
格
は
、
二
つ
の
性
格
―
絶
対
的
な
統
一
原
理
の

人
格
化
と
、
そ
の
無
限
な
具
象
化
―
に
尽
き
る
と
い
え
る
。

（
1
1）
　
神
体
山

信
仰
。

高
野
山

の
最
高
峰
は
弁
天

岳
で

紀
ノ
川

筋
か
ら
望
み
う

る

神
奈
備
山
。
神
奈
備
山
は
神
隠
り
ま
す
山
の
意
で
、
円

錐
形
も
し
く
は
笠
状
の
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美
し

い
山
の
姿
が
神
霊
を
宿
す
と
さ
れ

た
。

（
1
2）

「
水

分
」

は
「
み

ま
く

り
」
と
読
み
、
流

水
の
調
節
や

分
配

に
あ

た
る
「
水

配
り
」

を
意
味
す
る
。

（
1
3）
　
五

来
　

重
　

前
掲
書
　

二
九

～
三
三
頁

（
1
4）
　
た
だ
し
東
寺
に
現
存
し
て

い
る
八
幡
三
所
大
菩
薩
像

は
そ

れ
に
当

た
る
も
の

で
は
な
い
。
岡
　

直
己

『
神
像
彫
刻
の
研
究
』
九
〇
頁
　

角
川
書
店
　

昭

和
四

六
年

（
1
5）

『
新

日
本

文
学
大
系
三
〇
　

日
本
霊
異
記
』
下

巻
第
二
四
縁

一
六
三

・
一

六

四
頁
　

岩
波
書
店
　

一
九
九
六
年

（
1
6
）
『
弘
法
大
師
著
作
全
集
』
第
三
卷
　
一
一
二
頁

（
く
ま
も
と
・
さ
ち
こ
、
日
本
倫
理
思
想
・
仏
教
学
、

お

茶

の

水

女

子

大

学

大

学

院

）
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