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﹁
�
庵
咒
﹂
に
お
け
る
悉
曇
字
母
に
つ
い
て

︱
︱
佛
敎
眞
言
の
中
國
�
の
一
例
︱
︱

麥

�

彪

は

じ

め

に

漢
譯
佛
典
中
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の


譯
語
の
多
い
こ
と
が
廣
く
�
知
さ
れ
て
お
り(1

)
︑
ま
た
︑
大
乘
佛
敎
に
お
い
て
︑
眞
言
�
び
陀

羅
尼
な
ど
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
︒
古
來
よ
り
漢
字
�
�
圈
の
佛
敎
徒
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
殆
ど

理
解
で
き
な
か
っ
た
が
︑
膨
大
な
量
の
�
讀
不
可
能
な


譯
に
基
づ
い
た
眞
言
の
存
在
は
�
目
に
値
す
る
︒
本
稿
で
は
︑
そ
の
一
例
と
し
て

﹁
�
庵
咒
﹂
と
い
う
眞
言
の
成
立
に
つ
い
て
檢
證
し
た
い
︒

�
代
ま
で
の
中
國
佛
敎
の
信
者
に
と
っ
て
は
︑
在
家
︑
出
家
を
問
わ
ず
︑﹁
�
庵
咒
﹂
と
い
う
眞
言
は
強
い
﹁
法
力
﹂
を
�
す
る
も
の
と
信

じ
ら
れ
て
き
た(2

)
︒
十
六
世
紀
か
ら
�
代
ま
で
︑﹁
�
庵
咒
﹂
に
つ
い
て
の
記
載
は
多
く
存
在
し
︑
現
在
も
廣
鋭
に
液
布
し
て
い
る(3

)
︒
元
來
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
︑
或
い
は
他
の
方
言
に
�
譯
さ
れ
た
大
乘
佛
典
の
中
に


譯
さ
れ
た
眞
言
が
頻
出
す
る
た
め
︑
中
國
佛
敎
に
お
い
て


譯
さ
れ

た
眞
言
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
︑
こ
の
眞
言
に
關
し
て
は
樣
々
な
問
題
點
が
あ
る
︒
特
に
�
目
さ
れ
る
の
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は
︑
こ
の
眞
言
が
大
幅
に
�
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

(bastard
Sanskrit)
で
轉
寫
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る(4

)
︒
つ
ま
り
こ
の
眞
言
は
中
國
語
の

視
點
か
ら
%
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
原
語
と
想
定
さ
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
視
點
か
ら
も
%
味
を
持
た
な
い
の
で

あ
る
︒
こ
の
點
に
留
%
し
な
が
ら
︑
こ
の
�
名
な
眞
言
が
中
國
佛
敎
の
信
者
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
問
う
場
合
︑

少
な
く
と
も
&
の
三
點
に
留
%
し
て
お
く
必
'
が
あ
ろ
う
︒

1
﹁
�
庵
咒
﹂
の
內
容
と
)
*
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
︒

2
﹁
�
庵
咒
﹂
は
如
何
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
現
在
の
形
へ
と
變
形
し
た
の
か
︒

3
﹁
�
庵
咒
﹂
の
如
く
中
國
�
さ
れ
た
眞
言
は
︑
中
國
佛
敎
に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
︒

本
稿
で
は
こ
れ
ら
三
點
に
つ
い
て
︑
現
存
す
る
�
獻
か
ら
︑
す
で
に
散
逸
し
た
も
の
の
一
部
の
み
が
殘
っ
て
い
る
古
代
�
獻
に
ま
で
¸
っ
て

佛
敎
眞
言
の
中
國
�
と
い
う
現
象
を
解
き
,
し
て
み
た
い
︒
さ
ら
に
は
地
域
を
越
え
た
言
語
現
象
の
實
例
に
基
づ
き
︑
中
國
佛
敎
の
特
-
も
分

析
し
て
み
た
い
︒

一

�
庵
咒
を
含
む
三
種
の
テ
キ
ス
ト
群

現
在
傳
わ
る
�
庵
咒
の
テ
キ
ス
ト
は
樣
々
な
形
を
も
っ
て
い
る
が
︑
大
凡
以
下
の
三
種
に
區
分
さ
れ
る
︒

1

『
�
庵
祖
師
神
咒
﹄
│
│
嘉
興
藏
﹃
諸
經
日
誦
集
'
﹄
(一
六
〇
〇
)
(﹁
�
庵
大
德
禪
師
釋
談
違
神
咒
﹂
と
し
て
﹃
禪
門
日
誦
﹄
に
收
め
ら
れ
�

�
し
た
)

(5
)

︒

2

『釋
談
違
﹄
或
い
は
﹃
�
庵
咒
﹄
を
題
目
に
持
つ
琴
�
群
︒
二
種
類
︱
︱
一
︑
�
字
付
﹃
三
敎
同
聲(6

)
﹄
(一
五
九
二
)
な
ど
︒
二
︑
�

字
な
し
﹃
松
風
閣
琴
�
﹄﹃
釋
談
違(7

)
﹄
(一
六
七
七
)
な
ど(8

)
︒
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3

『悉
曇
眞
言
﹄
│
│
趙
丘
光
﹃
悉
曇
經
傳
﹄
(一
六
一
一
)

(9
)

︑
泳
字
付
︒

こ
の
眞
言
を
含
む
�
獻
の
中
で
︑
現
在
確
�
で
き
る
一
番
古
い
も
の
は
︑
,
代
の
﹃
諸
經
日
誦
集
'
﹄
5
收
の
﹃
�
庵
祖
師
神
咒
﹄
(圖
Ⅰ
)

で
あ
る
︒
そ
の
後
十
八
世
紀
に
同
じ
眞
言
は
﹃
�
庵
大
德
禪
師
釋
談
違
神
咒
﹄
と
し
て
﹃
禪
門
日
誦
﹄
に
收
め
ら
れ
�
�
し
た
︒
こ
の
兩
方
の

テ
キ
ス
ト
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
�
6
の
經
�
と
衣
な
り
︑
兩
テ
キ
ス
ト
の
閒
に
は
差
衣
が
あ
る
も
の
の
兩
者
と
も
に
﹁
回
�
﹂
(ア
ク
ロ
ス
テ
ィ
ク
)

の
形
で
配
置
さ
れ
た(10

)
︒
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
讀
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
確
か
に
知
り
え
な
い
が
︑
他
の
テ
キ
ス
ト
群
と
比
�
檢
證
す
る

こ
と
で
,
ら
か
に
な
る
︒

ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
︑
こ
の
眞
言
を
歌
詞
と
し
て

利
用
し
た
﹃
釋
談
違
﹄
と
い
う
琴
の
樂
�
が
存
在

す
る
︒
こ
の
�
古
の
樂
�
は
﹃
三
敎
同
聲
﹄
と
い

う
曲
集
に
載
錄
さ
れ
て
お
り
︑
眞
言
は
歌
詞
と
し

て
指
法

(琴
の
指
の
9
び
方
)
と
共
に
載
せ
ら
れ
て
い

る

(圖
Ⅱ
)
︒
も
し
:
述
し
た
﹃
�
庵
祖
師
神
咒
﹄

を
こ
の
﹃
釋
談
違
﹄
と
比
�
す
れ
ば
︑
:
者
の
讀

み
方
が
,
ら
か
に
な
る
︒﹃
�
庵
祖
師
神
咒
﹄
よ
り

も
﹃
釋
談
違
﹄
の
ほ
う
が
眞
言
の
內
容
が
;
て
,

確
な
順
番
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の

樂
�
は
十
七
世
紀
の
初
め
に
廣
ま
り
︑
�
代
ま
で

に
少
な
く
と
も
四
十
種
類
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在

「�庵咒」における悉曇字母について
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圖Ⅰ 『諸經日誦集'』「�庵祖師神咒」



す
る
が
︑
內
容
=
に
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
︒
こ
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
の
﹁
釋
談
﹂
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
siddham
の


譯
で
あ
り
︑
具

體
=
に
は
︑﹃
釋
談
違
﹄
と
は
泳
語
の
字
母
配
列
の
敎
科
書
で
あ
る
︒

『釋
談
違
﹄
以
外
に
も
も
う
一
つ
﹁
�
庵
咒
�
﹂
を
含
む
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
は
十
七
世
紀
の
趙
丘
光
が
作
っ
た
﹃
悉
曇
經
傳
﹄

に
載
せ
ら
れ
た
﹃
悉
曇
眞
言
﹄
で
あ
る

(圖
Ⅲ
參
照
)
︒
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
內
容
=
に
他
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
同
一
で
あ
る
が
︑﹃
悉
曇
眞
言
﹄
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
蘭
扎
�
字

(lan-tsa
ま
た
rañjana)
の
泳
字
も
付
け
ら
れ
た(11

)
︒
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圖Ⅱ 琴�『三敎同聲』5收の「釋談違」(一五九二)

圖Ⅲ 趙丘光作『悉曇經傳』「悉曇眞言」(一六一一)



以
上
は
︑
現
存
す
る
﹁
�
庵
咒
﹂
を
含
む
三
種
類
の
テ
キ
ス
ト
群
で
あ
る
︒
他
に
も
ほ
ぼ
同
時
代
に
﹁
�
庵
咒
﹂
に
言
�
し
た
F
料
が
若
干

存
在
す
る
︒
十
六
世
紀
末
の
瞿
汝
稷
著
﹃
指
H
錄
﹄
に
は
肅
︑
卽
ち
�
庵
と
い
う
禪
師
が
登
場
す
る
︒
彼
の
眞
言
は
世
閒
に
廣
く
傳
わ
り
︑
管

樂
と
弦
樂
の
J
奏
も
附
け
ら
れ
て
い
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る(12

)
︒
ま
た
︑
,
代
の
四
名
僧
の
一
人
と
言
わ
れ
た
祩
宏
も
﹁
�
庵
咒
﹂
に
つ
い
て
&

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

祩
宏
﹃
重
刻
諸
經
日
誦
﹄
(一
六
〇
〇
)

謂
是
經
僧
尼
L
俗
晨
夕
5
持
誦
︑
而
眞
僞
M
雜
︑
識
者
誚
焉
︒
⁝
⁝
豫
按
其
本
︑
勾
抹
詮
&
︑
去
僞
而
存
眞
︒
⁝
⁝
問
︑
�
庵
二
佛
咒
何

不
錄
︒
荅
︑
眞
言
是
佛
菩
S
語
︑
�
庵
後
代
高
僧
︑
無
說
咒
理
︒

こ
の
經
典

(﹃
諸
經
日
誦
﹄)
は
僧
・
尼
︑
出
家
・
在
家
が
O
晚
に
唱
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
し
か
し
本
物
と
僞
物
が
混
ざ
っ
て
い
る

の
で
︑
見
識
の
あ
る
も
の
は
非
難
す
る
︒
⁝
⁝
私
は
そ
の
本
來
の
內
容
を
考
え
て
︑
丁
寧
に
S
集
し
︑
僞
物
を
T
し
去
っ
て
本
物
を
保
存

し
た
い
︒
問
い
︑
�
庵
と
二
佛
咒
は
な
ぜ
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
か
︒
答
え
︑
眞
言
は
佛
と
菩
S
の
言
葉
で
あ
る
が
︑
�
庵
は
後
代
の
高

僧
な
の
だ
か
ら
︑
呪
を
說
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︒

卽
ち
祩
宏
は
﹁
�
庵
咒
﹂
を
佛
と
菩
S
の
眞
言
で
は
な
く
僞
物
で
あ
る
と
考
え
︑﹃
諸
經
日
誦
﹄
を
再
刻
す
る
際
に
﹁
�
庵
咒
﹂
を
U
除
し

て
い
る(13

)
︒
こ
の
祩
宏
の
V
張
に
拘
ら
ず
︑
よ
う
や
く
液
6
し
始
め
た
嘉
興
藏
に
﹁
�
庵
咒
﹂
が
堂
々
と
W
を
現
し
て
い
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
︒

�
%
す
べ
き
な
の
は
こ
の
よ
う
な
﹁
�
庵
咒
﹂
に
つ
い
て
の
記
載
が
十
六
世
紀
以
:
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑
現
存
す
る
�
獻
の
み
を
考
察
す
る
と
︑﹁
�
庵
咒
﹂
は
&
の
よ
う
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
ず
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

字
母
配
列
と
し
て
の
﹃
悉
曇
違
﹄
(或
い
は
﹃
釋
談
違
﹄)
に
基
づ
き
︑﹁
�
庵
咒
﹂
(あ
る
い
は
﹃
悉
曇
眞
言
﹄)
が
作
ら
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
禪
宗

の
陀
羅
尼

(dhāraṅī)
と
�
め
ら
れ
︑
,
代
の
嘉
興
藏
に
收
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
︒
そ
こ
か
ら
﹁
�
庵
咒
﹂
は
V
液
の
佛
敎
眞
言
と
な
り
︑

樣
々
な
形
へ
と
變
容
し
て
い
っ
た
︒
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『悉
曇
違
』

↓

『
�
庵
咒
』

↓

嘉
興
藏
﹃
�
庵
咒
』

↓

『禪
門
日
誦
﹄
の
﹃
�
庵
咒
﹄

↓

琴
�
﹃
釋
談
違
』

↓

詞
無
き
琴
�

↓

『悉
曇
經
傳
﹄
の
﹃
悉
曇
眞
言
﹄

二

�
庵
禪
師
に
つ
い
て

さ
て
タ
イ
ト
ル
か
ら
﹁
�
庵
咒
﹂
は
�
庵

(一
一
一
五−

一
一
六
九
)
と
い
う
僧
侶
に
歸
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
が
︑
�
庵
が
本
當

に
そ
の
作
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
,
確
な
證
據
が
な
い
︒
た
だ
し
︑
�
庵
の
傳
記
の
中
に
關
係
す
る
記
述
が
若
干
存
在
す
る
︒
そ
の

う
ち
︑
元
の
念
常
著
﹃
佛
祖
歷
代
6
載
﹄
の
�
庵
禪
師
に
つ
い
て
の
記
載
が
年
代
=
に
一
番
古
い
︒

元
・
念
常
﹃
佛
祖
歷
代
6
載
﹄
(一
三
三
三
？
)

�
庵
禪
師
⁝
⁝
名
印
肅
⁝
⁝
勉
讀
法
華
⁝
⁝
禪
定
外
︑
唯
閱
華
嚴
經
論
︒
一
日
大
悟
︑
`
體
汗
液
︒
喜
曰
︑
我
今
親
契
華
嚴
境
界
⁝
⁝
至

斯
慕
向
者
眾
︑
師
乃
隨
宜
爲
說
︑
或
書
偈
與
之
︒
�
病
患
者
︑
折
草
爲
藥
與
之
卽
�
︒
或
�
疫
詠
人
迹
不
相
b
來
者
︑
與
之
頌
︑
咸
得
十

;
︒
至
於
祈
禳
雨
暘
︑
伐
怪
木
︑
衛
淫
祠
︑
靈
應
非
一(14

)
︒

�
庵
禪
師
は
⁝
⁝
名
は
印
肅
⁝
⁝
努
め
て
法
華
經
を
學
び
⁝
⁝
禪
定
以
外
に
は
︑
華
嚴
經
と
そ
の
論
を
讀
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒
あ
る
日

彼
は
悟
り
︑
;
身
汗
が
液
れ
た
︒
喜
ん
で
曰
く
︑
私
は
今
自
ら
華
嚴
の
境
界
を
體
驗
し
た
︒
⁝
⁝
こ
の
頃
に
な
る
と
︑
慕
い
寄
る
人
が
多

く
︑
禪
師
は
す
ぐ
に
そ
の
人
に
說
法
し
た
り
︑
或
い
は
偈
を
書
い
て
與
え
た
︒
病
氣
の
人
が
い
た
ら
︑
草
を
折
り
取
っ
て
藥
を
作
り
與
え

る
と
す
ぐ
治
っ
た
︒
或
い
は
疫
病
を
患
い
︑
人
と
の
行
き
來
が
な
い
者
に
も
頌
を
與
え
︑
皆
完
治
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
雨
天
・
晴
天
の

た
め
に
祈
	
し
た
り
︑
(惡
靈
に
と
り
つ
か
れ
た
)
怪
木
を
切
り
︑
淫
祠
を
壞
す
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
靈
驗
は
數
知
れ
な
か
っ
た
︒
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こ
の
記
載
に
よ
る
と
︑
�
庵
は
﹃
華
嚴
經
﹄
に
よ
く
6
じ
︑
靈
驗
を
多
く
�
し
て
い
た
た
め
�
名
に
な
っ
た
︒
後
述
す
る
よ
う
に
﹃
華
嚴

經
﹄
に
は
字
母
を
唱
え
る
と
い
う
話
が
見
ら
れ
︑
ま
た
﹃
華
嚴
經
﹄
と
關
連
す
る
﹁
回
�
﹂
の
形
で
載
っ
た
﹃
華
嚴
一
乘
法
界
圖
﹄
な
ど
︑
特

-
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
g
代
に
液
行
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る(15

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
�
庵
が
﹁
�
庵
咒
﹂
を
著
し
た
か
ど
う
か
は
確
�
で
き

な
い
が
︑﹁
回
�
﹂
で
書
か
れ
た
﹃
悉
曇
眞
言
﹄
が
﹁
華
嚴
の
境
界
を
體
驗
し
た
﹂
�
庵
に
歸
せ
ら
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

三

｢
�
庵
咒
﹂
の
內
容

｢
�
庵
咒
﹂
の
具
體
=
な
內
容
を
考
察
し
た
い
︒﹁
�
庵
咒
﹂
の
內
容
と
)
*
を
說
,
す
る
た
め
︑
先
述
し
た
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
纏
め
︑
分

析
表
を
作
成
し
た

(圖
Ⅳ
)
︒
先
ず
︑
�
初
と
�
後
の
部
分
は
中
國
語
の
表
現
で
︑
始
ま
り
の
﹁
唵
﹂
(oṁ
)
と
k
わ
り
の
﹁
莎
訶
﹂
(svāhā)

の
閒
の
部
分
は
眞
言
の
正
�
︑
卽
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
配
列
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
五
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
︒

圖
Ⅳ
に
記
載
し
て
い
る
よ
う
に
︑
三
つ
の
轉
寫
し
た
字
母
が
竝
び
︑
一
行
目
は
眞
言
の
元
々
の
漢
字
︑
二
行
目
は
﹃
悉
曇
眞
言
﹄
に
よ
る
發



の
標
記
︑
三
行
目
は
我
々
が
復
元
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
發


で
あ
る
︒
こ
の
眞
言
の
)
*
を
;
體
=
に
考
え
る
場
合
に
は
︑
以
下
の

三
つ
の
特
-
に
沿
っ
て
考
察
す
る
必
'
が
あ
る
︒

●

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
子


の
配
列
と
分
析
︒

●



譯
さ
れ
た
字
母
の
特
-
︒

●

子


と
母


の
組
み
合
わ
せ
︒
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p入：南無佛陀耶。南無qr耶。南無僧伽耶。南無本師釋Ô牟尼佛。南無大悲觀世
菩S。南無�

庵祖師菩S。百萬火首金剛王菩S。

�庵祖師神咒 唵

悉曇經傳泳書 [曩謨］namo

復元 om
̇
/namo

(1a) 25閉
の配列 (五 varga) ; (1b) w行

Ô Ô Ô 硏 界 ì ì ì 神 惹 吒 吒 吒 怛 ï 多 多 多 檀 ï 波 波 波 泳 r
kya kya kya yān nyah

̇
ścya ścya ścya śen chye t

̇
a t

̇
a t

̇
a dan n

̇
u tu tu tu dhan nu pa pa pa van mu

ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña t
̇
a t
̇
ha d

̇
a d
̇
ha n

̇
a ta tha da dha na pa pha ba bha ma

(2a-i) kaの十六轉

Ô Ô 雞 雞 俱 俱 雞 俱 雞 俱 } 喬 雞 喬 雞 }
kya kya kye kye kyo kyo kye kyo kye kyo kyam

̇
kyao kye kyao kye kyam

̇
ka kā ki kī ku kū ke kai ko kau kam

̇
kah
̇

(2a-ii) ka-vargaのw行と順行；

(2b-i)-(2e-i) ca, t
̇
a, ta, paの十六轉 Sixteen consonant-vowel permutation on ca ;

(2b-ii) ca, t
̇
a, ta, pa-vargaのw行と順行

(3a) (2a-ii)の變形 1

Ô Ô 雞 雞 俱 俱 雞 喬 } } } } } } 騐 堯 倪 堯 倪 騐

kya kya kye kye kyo kyo kye kyau kyam
̇
kyam
̇
kyam
̇
kyam
̇
kyam
̇
kyam
̇
yam
̇
yao ye yao ye yam

̇
ka kā ki kī ku kū ko kau kam

̇
kam
̇
kam
̇
kam
̇
kam
̇
kam
̇
yam
̇
yao ye yao ye yam

̇

(2a-ii)繰り�す

(3b-ii)-(3e-ii) ca, t
̇
a, ta, paの變形 1

(1b)繰り�し

(4a) (2a-ii)の變形 2

Ô Ô 雞 雞 俱 俱 耶 休 休 休 休 休 休 休 休 休

kya kya kye kye kyo kyo ya vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo

ka kā ki kī ku kū ya yo yo yo yo yo yo yo yo yo

(2a-ii)繰り�し

(4b-ii)-(4e-ii) ca, t
̇
a, ta, paの變形 2

(2a-ii)繰り�し

(5) 字母のおわり

波 多 吒 ì Ô 耶 夜 闌 訶 阿 瑟 吒 S 海 吒 漏 嚧 漏 嚧

pa tu t
̇
ā ścya kya ya ya lān ha a s

̇
a t

̇
ā sa ha t

̇
ā lu ru lu ru

pa ta t
̇
a ca ka ya ya ra la va s

̇
a śa sa ha ks

̇
a r

̇
r̄
̇

l
̇

l̄
̇

吒 ì Ô 耶 莎 訶 k

t
̇
ā ścya kya ya svā hā ||

t
̇
a ca ka ya svā hā ||

おわり：無數天龍八部。百萬火首金剛。昨日方隅。今日佛地。�庵到此。百無禁忌。

圖Ⅳ �庵咒の分析



①

字
母
の
配
列
︱
︱
悉
曇
違

(=

釋
談
違
)
と
は

｢
�
庵
咒
﹂
は
別
名
﹃
釋
談
違
﹄
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
字
母
敎
科
書
と
し
て
の
﹃
釋
談
違
﹄
と
關
係
が
あ
る
こ
と
は
閒
�
い
な
い
︒

﹃
釋
談
違
﹄
あ
る
い
は
﹃
悉
曇
違
﹄
と
は
上
述
の
如
く
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
配
列
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
悉
曇
違
﹄
に
つ
い
て
は

隋
・
 
�
の
﹃
大
般
𣵀
槃
經
義
記
﹄
の
中
で
解
說
さ
れ
て
い
る
︒

胡
違
之
中
�
十
二
違
︑
其
悉
曇
違
以
爲
第
一
︒
於
中
合
�
五
十
二
字
︒
悉
曇
兩
字
是
題
違
名
︑
餘
是
違
體
︒
5
謂
噁
阿
億
伊
郁
憂
咽
野
烏

炮
菴
阿
︑
Ô
佉
伽
久
俄
吒
咃
荼
袒
拏
多
他
陀
彈
ï
ì
車
闍
饍
若
波
頗
婆
仇
r
虵﹅

囉
羅
啝
奢
沙
娑
呵
茶﹅

︑
魯
液
盧
樓
︒
魯
液
盧
樓
︑
外
國
正



名
爲
億
力
伊
離
栗
離
︒
此
是
初
違(16

)
︒

胡
違
の
中
に
十
二
違
が
あ
り
︑
そ
れ
﹃
悉
曇
違
﹄
を
一
番
目
と
す
る
︒
そ
の
中
に
は
合
計
五
十
二
字
が
あ
る
︒
悉
曇
と
い
う
二
�
字
は
違

の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
︑
殘
り
は
テ
キ
ス
ト
の
本
體
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
噁
・
阿
・
億
・
伊
・
郁
・
憂
・
咽
・
野
・
烏
・
炮
・
菴
・
阿

(と

い
う
十
二
母


)
︑
Ô
・
佉
・
伽
・
久
・
俄
・
吒
・
咃
・
茶
・
袒
・
拏
・
多
・
他
・
陀
・
彈
・
ï
・
ì
・
車
・
闍
・
饍
・
若
・
波
・
頗
・

婆
・
仇
・
r
・
虵
・
囉
・
羅
・
啝
・
奢
・
沙
・
娑
・
呵
・
荼

(と
い
う
三
十
四
子


)
︑
魯
・
液
・
盧
・
樓

(と
い
う
四
液


)
で
あ
る
︒
魯
・

液
・
盧
・
樓
は
︑
外
國
の
正
し
い


で
は
億
力

( ṙ

)
・
伊
離

( ṙ̄

)
・
栗

( l̇

)
・
離

( l̇̄

)
と
呼
ば
れ
る
︒
こ
れ
が
初
違
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
胡
違
﹂
と
は
十
二
違
を
含
む
印
度
或
い
は
西
域
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
﹃
悉
曇
違
﹄
は
五
十
字
母
の
配
列
で
あ
る
︒
そ
の

他
に
︑
年
代
=
に
少
し
遲
く
︑
空
海
の
時
代
か
ら
日
本
に
廣
く
液
6
し
た
g
代
の
智
廣
の
﹃
悉
曇
字
記
﹄︹
大
正
二
一
三
二
番
︺
は
︑
十
八
違

の
)
*
で
四
十
七
字
母
の
﹃
悉
曇
違
﹄
を
載
せ
た(17

)
︒
そ
こ
で
四
つ
の
液


(魯
液
盧
樓
)
を
除
き
十
二
母


と
三
十
五
子


を
含
む
泳
字
の
系

瓜
は
︑
現
在
の
日
本
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
他
の
系
瓜
に
屬
す
る
安
國
寺
本
の
よ
う
な
﹃
悉
曇
違
﹄
も
あ
る(18

)
︒

現
在
南
イ
ン
ド
に
は
こ
の
よ
う
な
﹃
悉
曇
違
﹄
は
存
在
し
な
い
が
︑
法
隆
寺
に
殘
っ
た
﹃
佛
頂
�
�
陀
羅
尼
﹄
(六
世
紀
？
)
貝
葉
に
は
五
十

一
字
母
の
泳
字
が
載
っ
て
い
る
︒
U
か
な
差
が
存
在
す
る
が
︑
こ
の
配
列
は
 
�
の
字
母
に
大
凡
對
應
し
︑
現
在
イ
ン
ド
に
傳
わ
る
﹁
字
母
花
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輪
﹂
(varṅam
ālā)
と
い
う
字
母
配
列
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る(19

)
︒

a
ā
iīu
ū
ṙ
r̄̇
l̇l̇̄
e
aio
au
aṁ
aḣ
k
a
k
h
a
g
a
g
h
a
ṅ
a
c
a
c
h
a
ja
jh
a
ñ
a
ṫa
ṫh
a
ḋ
a
ḋ
h
a
ṅ
a
ta
th
a
d
a
d
h
a
n
a
p
a
p
h
a
b
a
b
h
a
m
a

ya
ra
la
va
śa
ṡa
sa
ha
llaṁ
kṡa

古
來
よ
り
イ
ン
ド
の
泳
字
の
字
數
は
一
定
し
て
い
な
い
が
︑
字
母
の
順
番
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
︒
こ
の
字
母
配
列
が
﹁
�
庵
咒
﹂
に
關
連
す

る
の
は
:
者
の
う
ち
︑
太
字
で
示
し
た
二
十
五
子


で
あ
る
︒
こ
の
二
十
五
字
母
に
關
し
て
︑﹁
�
庵
咒
﹂
を
 
�
が
記
述
し
た
字
母
と
法
隆

寺
貝
葉
の
泳
字
と
合
わ
せ
て
竝
べ
る
と
︑
若
干
の
共
6
點
が
み
ら
れ
る

(圖
Ⅴ
)
︒

先
ず
﹁
Ô
Ô
Ô
硏
界
﹂
古
代
か
ら
﹁
波
波
波
泳
r
﹂
ま
で
︑
こ
の
二
十
五
字
母
が
�
れ
て
し
ま
っ
た
が
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
表
の

初
め
の
二
十
五
子


に
閒
�
い
な
い
︒
こ
の
二
十
五
子


は
古
代
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
時
代
か
ら
︑
發
聲
部
位
ま
た
發
聲
特
-
に
よ
っ
て
︑
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字母花輪  �の記述 『悉曇眞言』の「�庵咒」

ka Ô kya Ô

kha 佉 kya Ô

ga 伽 kya Ô

gha 久 yān 硏

ṅa 俄 nyah
̇

界

ca ì ścya ì

cha 車 ścya ì

ja 闍 ścya ì

jha 饍 śen 神

ña 若 chye 惹

t
̇
a 吒 t

̇
a 吒

t
̇
ha 咃 t

̇
a 吒

d
̇
a 荼 t

̇
a 吒

d
̇
ha 袒 dan 怛

n
̇
a 拏 n

̇
u ï

ta 多 tu 多

tha 他 tu 多

da 陀 tu 多

dha 彈 dhan 檀

na ï nu ï

pa 波 pa 波

pha 頗 pa 波

ba 婆 pa 波

bha 仇 van 泳

ma r mu r

圖Ⅴ



五
つ
ず
つ
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
お
り
︑
二
十
五
﹁
毗
聲
﹂
(plosive)
︑
ま
た
﹁
五
類
聲
﹂
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る(20

)

(圖
Ⅵ
)
︒
琴
�
の
﹃
釋
談

違
﹄
�
び
﹃
悉
曇
經
傳
﹄
で
は
︑
こ
の
�
れ
た
二
十
五
毗
聲
は
上
か
ら
順
番
に
唱
え
ら
れ
た
後
も
う
一
回
w
に
繰
り
�
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
こ

の
二
十
五
字
母
に
は
一
定
の
原
則
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

さ
て
﹁
�
庵
咒
﹂
の
作
者
は
單
純
に
字
母
を
竝
べ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
樣
々
な
變
�
を
行
な
っ
た
︒
例
え
ば
眞
言
の
�
後
の
部
分
に

(圖
Ⅳ

(5
))
︑﹁
波
多
吒
ì
Ô
﹂
(pa
ta
ṫa
ca
ka)
と
い
う
配
列
が
み
ら
れ
る
︒
こ
の
配
列
は
五
類
聲
の
中
で
一
番
目

(pratham
a)
の
行
を
拔
き
取
っ

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
作
者
が
印
度
の
言
語
學
の
原
理
を
少
な
か
ら
ず
理
解
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
︒

し
か
し
︑
な
ぜ
﹁
�
庵
咒
﹂
の
作
者
は
字
母
表
の
よ
う
な
も
の
を
�
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
ど
の
よ
う
に
現
在
の
形
に
﹁
�
庵

咒
﹂
は
�
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
︑
續
い
て
﹁
�
庵
咒
﹂
に
お
け
る
字
母
の
漢
譯
に
つ
い
て
檢
證
す
る
︒

「�庵咒」における悉曇字母について
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兩
唇

齒
根

頂

(反
舌
)

口
蓋

顎 五
類
聲

圖
Ⅵ

字
母
の
配
列
と
分
析pa ta t

̇
a ca ka

一
番
目

無
聲

pha tha t
̇
ha cha kha

二
番
目

無
聲
︑
�
氣

ba da d
̇
a ja ga

三
番
目

�
聲

bha dha d
̇
ha jha gha

四
番
目

�
聲
︑
�
氣

ma na n
̇
a ña ṅa

�
後

�
聲
︑
�





②

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
字
母
の
�
譯

大
乘
佛
典
に
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
に
つ
い
て
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
現
存
す
る
漢
譯
佛
典
の
中
で
�
古
の
も
の
は

﹃
𣵀
槃
經
﹄
で
あ
る

(五
世
紀
)
︒
そ
れ
の
他
︑
よ
く
引
用
さ
れ
た
作
品
は
:
述
の
よ
う
に
智
廣
の
﹃
悉
曇
字
記
﹄
で
あ
る
︒
こ
の
;
て
の
テ
キ

ス
ト
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
の
發


を
表
す
た
め
に
樣
々
な
漢
字
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
一
つ
の
字
母
に
對
し
て
︑
一
つ
の


譯
の
漢

字
が
決
ま
っ
て
い
る
譯
で
は
な
い
︒

❶

東
晉
・
法
顯
譯
﹃
大
般
泥
洹
經
﹄
卷
五
�
字
品
(大
正
三
七
六
番
)

(四
一
七
)

❷

北
涼
・
曇
無
讖
譯
﹃
大
般
𣵀
槃
經
﹄
(北
本
)
卷
八
如
來
性
品

(大
正
三
七
四
番
)

(四
二
一
)

❸

 
嚴
・
 
觀
・
謝
靈
9
に
よ
り
校
合
訂
正
﹃
大
般
𣵀
槃
經
﹄
(南
本
)
(大
正
三
七
五
番
)

(四
三
〇
以
影

(21
)

)

❹

g
・
智
廣
﹃
悉
曇
字
記
﹄
(大
正
二
一
三
二
番
)

(七
九
四−

八
〇
六
)

❺

｢
�
庵
咒
﹂

右
の
三
つ
の
﹃
𣵀
槃
經
﹄
と
﹃
悉
曇
字
記
﹄
に
お
け
る
字
母
を

﹁
�
庵
咒
﹂
と
比
べ
る
と
︑
曇
無
讖

(三
八
五
〜
四
三
三
)
に
よ
っ
て



譯
さ
れ
た
二
十
五
毗
聲
の
特
-
が
み
ら
れ
る
︒

上
記
の
圖
よ
り
︑
曇
無
讖
の


譯
さ
れ
た
泳
語
字
母
と
﹁
�
庵

咒
﹂
と
の
關
連
性
が
,
ら
か
で
あ
る
︒
❷
と
❺
の
場
合
に
は
gha
と
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❺ ❹ ❸ ❷ ❶

Ô Ô Ô Ô Ô ka

Ô 佉 呿 佉 呿 kha

Ô Ô 伽 伽 伽 ga

硏 伽
重


伽

久

重


伽

gha

界 哦 俄 俄 俄 ṅa

ì 者 ì ì ì ca

ì 車 車 車 車 cha

ì 社 闍 闍 闍 ja

神 社
重


闍
膳
重


闍

jha

惹 若 若 喏 若 ña

圖Ⅶ



jha
な
ど
�
聲
�
氣
の
子
位
置
に
︑
�


が
つ
い
た


譯
︑﹁
久
﹂︑﹁
膳
﹂︑﹁
硏
﹂︑﹁
神
﹂
な
ど
み
ら
れ
る
︒
正
確
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

發


を
考
慮
す
れ
ば
︑
こ
の
字
母
は
�


を
�
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
現
象
は
非
常
に
珍
し
く
︑
曇
無
讖
の
後
に
は
殆
ど
み
ら
れ
な

い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
�


現
象
は
﹁
�
庵
咒
﹂
に
も
確
�
さ
れ
る
の
で
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
原
型
は
曇
無
讖
或
い
は
そ
の
﹃
𣵀
槃
經
﹄
の
系
瓜
と

何
ら
か
の
關
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
:
述
の
安
國
寺
本
の
﹃
悉
曇
違
﹄
に
も
こ
の
�


現
象
が
確
�
さ
れ
る
こ
と

か
ら
︑
こ
の
三
つ
の
字
母
は
同
じ
出
5
か
ら
由
來
す
る
可
能
性
が
あ
る(22

)
︒

③

子
�
と
母
�
の
順
列
︱
︱
字
母
の
書
寫
練
�
と
し
て
の
﹃
悉
曇
違
﹄

｢
�
庵
咒
﹂
の
&
の
部
分
は
字
母
の
順
列
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
は
:
の
部
分
の
よ
う
に
:
か
ら
順
番
に
唱
え
た
後
w
行
し
︑
同
樣
の
漢
字
を

繰
り
�
す
︒
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
單
純
に
聞
く
と
極
め
て
理
解
し
が
た
い
が
︑﹃
悉
曇
違
﹄
と
比
べ
る
と
順
列
の
)
*
が
分
か
り
や
す
い
︒﹃
悉
曇

違
﹄
は
書
寫
練
¥
と
し
て
字
母
の
書
き
方
に
つ
い
て
の
說
,
が
V
と
な
っ
て
お
り
︑
子


と
母


と
が
ど
の
よ
う
に
結
合
さ
れ
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
例
え
ば
﹃
悉
曇
違
﹄
の
�
初
に
は
︑
ka
行

が
十
二
母


と
結
合
さ
れ
︑
十
二
字
母
が
作
ら
れ
る
︒
卽
ち
ka
kā

kikīku
kū
ke
kaiko
kau
kaṁ
kaḣ
と
い
う
配
列
︑
或
い
は
安
國

寺
本
に
よ
り
漢
字
で
表
現
さ
れ
ば
﹁
Ô
Ô
柅
雞
句
句
計
蓋
句
哠
及

Ô
﹂
が
み
ら
れ
る
︒
上
記
の
圖
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
安
國
寺

﹃
悉
曇
違
﹄
と
比
�
す
る
と
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
場
合
は
漢
字
の
轉
訛
の

ほ
か
に
︑
四
つ
の
字
母
が
加
わ
っ
て
い
る
︒
こ
の
四
つ
の
字
母
は
:

に
出
て
來
た
﹁
四
液


﹂
を
示
そ
う
と
す
る
か
ど
う
か
は
っ
き
り
確
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安國寺『悉曇違』 ｢�庵咒」 圖
Ⅷ

｢
�
庵
咒
﹂
に
お
け
る
子


と
母


の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹇
圖
Ⅳ

(2a-i)
ka

の
十
六
轉
﹈

ka Ô Ô

kā Ô Ô

ki 柅 雞

kī 雞 雞

ku 句 俱

kū 句 俱

ke 計 雞

kai 蓋 俱

ko 句 雞

kau 哠 俱

kam
̇

及 }

kah
̇

Ô 喬

雞

喬

雞

}



定
で
き
な
い
が
︑
ka
行
に
續
き

(2b-i-
2e-i)
﹁
ì
﹂
(ca)
︑﹁
吒
﹂
(ṫa)
︑﹁
多
﹂
(ta)
︑﹁
波
﹂
(pa)
︑
四
つ
そ
れ
ぞ
れ
に
同
じ
よ
う
に
十
六
字

母
の
順
列
が
作
ら
れ
て
い
る(23

)
︒

現
在
人
に
と
っ
て
字
母
と
い
う
槪
念
︑
つ
ま
り


聲
を
表
す
標
記
は
驚
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
︑
遙
か
昔
か
ら
漢
字
の
み
を
使
用
し
て
來

た
中
國
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
大
き
な
¨
發
と
考
え
ら
れ
た
︒
そ
の
う
え
︑
泳
字
は
漢
字
と
�
っ
て
變
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
說
も
生
じ
る

に
至
っ
た
︒

g
・
澄
觀
﹃
大
方
廣
佛
華
嚴
經
駅
﹄
十
地
品

言
字
母
者
︑
卽
Ô
佉
等
三
十
四
字
︒
以
:
十
二


入
此
三
十
四
字
︑
則
一
一
字
中
成
十
二
字
︒
復
�
二
合
三
合
乃
至
六
合
︑
展
轉
相
從
出

一
切
字
︑
故
名
爲
母
︒
論
經
名
爲
初
違
者
︑
以
泳
違
之
中
悉
談
字
母
�
在
初
故
︒
然
五
天
口
呼
︑
則
輕
重
�
衣
︒
書
之
貝
葉
︑
字
體
不
殊
︒

泳
天
之
書
︑
千
古
無
易
︒
不
同
此
土
︑
篆
隸
隨
時
︒
(大
正
三
五
卷
七
四
七
頁
下
)

字
母
と
言
う
の
は
︑
卽
ち
Ô

(ka)
佉
(kha)
な
ど
三
十
四
字
で
あ
る
︒
:
の
十
二
母


を
こ
の
三
十
四
字
に
組
み
合
わ
せ
ば
︑
則
ち

一
つ
一
つ
の
字
の
中
に
十
二
字
を
作
り
出
す
︒
さ
ら
に
二
合
︑
三
合
か
ら
六
合

(と
い
う
複
數
の
子


付
き
の
合
字
)
ま
で
あ
り
︑
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
字
を
作
り
出
す
の
で
︑
母
と
名
付
け
る
︒
な
ぜ
論
經
が
初
違
と
名
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
︑
泳
違
の

中
で
は
悉
談
字
母
が
�
も
早
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
五
つ
の
天
竺

(の
地
方
)
に
お
い
て
口
で
發
す
る
場
合
に
は
︑
發


の
輕
重
に
�

い
が
あ
る
︒
こ
れ
を
貝
葉
に
書
く
と
︑
字
體
は
同
じ
で
あ
る
︒
泳
天
の
書
は
︑
遙
か
昔
か
ら
變
わ
ら
な
い
︒
中
國
で
篆
隸
な
ど
の
書
體
が

時
代
に
依
っ
て
變
�
し
た
の
と
は
衣
な
る
︒

澄
觀
の
﹁
泳
天
之
書
︑
千
古
無
易
﹂
と
い
う
說
は
勿
論
©
り
で
あ
る
︒
だ
が
︑
中
國
の
僧
侶
は
そ
う
信
じ
勤
勉
に
﹃
悉
曇
違
﹄
を
書
寫
し
て

い
た
︒
:
述
の
よ
う
に
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
字
母
の
字
數
に
關
し
て
︑
樣
々
な
說
が
あ
る
︒

そ
も
そ
も
字
母
の
順
列
を
含
む
﹃
悉
曇
違
﹄
は
單
純
に
書
寫
練
¥
の
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
:
述
し
た
發
聲
分
析
の
成
果
で
あ
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る
二
十
五
毗
聲
字
母
と
は
衣
な
る
︒
義
淨
の
﹃
南
海
寄
歸
內
法
傳
﹄
に
よ
れ
ば
﹃
悉
曇
違
﹄
は
子
供
向
け
の
字
母
敎
科
書
と
見
做
さ
れ
て
い
る(24

)
︒

g
・
義
淨
﹃
南
海
寄
歸
內
法
傳
﹄
西
方
學
法

夫
聲
,
者
︑
泳
云
攝
拖
苾
馱
停
夜
反

︒
攝
拖
是
聲
︑
苾
馱
是
,
︑
卽
五
,
論
之
一
,
也
︒
五
天
俗
書
︑
總
名
毘
何
羯
喇
拏
︑
大
數
�
五
︑
同

神
州
之
五
經
也
舊
云
毘
伽
羅

論


訛
也

一
則
創
學
﹃
悉
曇
違
﹄︑
亦
云
﹃
悉
地
羅
窣
¸
﹄︒
斯
乃
小
學
標
違
之
稱
︑
但
以
成
就
吉
祥
爲
目
︑
本
�
四
十
九
字
︑

其
相
乘
轉
︑
成
一
十
八
違
︑
總
�
一
萬
餘
字
︑
合
三
百
餘
頌
︒
凡
言
一
頌
︑
乃
�
四
句
︑
一
句
八
字
︑
總
成
三
十
二
言
︒
�
�
大
頌
小
頌
︑

不
可
具
述
︒
六
歲
越
子
學
之
︑
六
H
方
了
︒
斯
乃
相
傳
是
大
自
在
天
之
5
說
也
︒
(大
正
五
四
卷
二
二
八
頁
中
)

｢聲
,
﹂
と
は
︑
泳
語
で
い
う
と
śabdavidyā
で
あ
る
︒
śabda
は


聲
で
あ
り
︑
vidyā
は
學
問

(,
)
で
あ
る
︒
則
ち
﹁
五
,
論
﹂

の
一
つ
の
學
問
で
あ
る
︒
あ
ら
ゆ
る
印
度
の
俗
書
で
あ
り
︑
ま
と
め
て
vyākaraṅa
と
名
付
け
ら
れ
︑
大
凡
數
え
る
と
五
つ
あ
り
︑
神

州
の
五
經
と
同
じ
︒
そ
の
一
つ
︑
則
ち
初
め
に
學
¥
す
る
﹃
悉
曇
違
﹄
は
︑
siddhir
astu
と
も
呼
ば
れ
る
︒
こ
れ
は
小
學

(
�
字
の
勉

強
)
を
示
す
名
:
で
あ
る
︒
た
だ
﹁
成
就
吉
祥
﹂
を
題
目
に
し
て
い
る
︒
本
來
は
四
十
九
�
字
が
あ
り
︑
互
い
に
轉
奄
し
て
︑
十
八
違
に

な
り
︑
;
部
で
一
萬
字
餘
り
︑
合
わ
せ
て
三
百
頌
餘
り
で
あ
る
︒
一
頌
と
言
う
の
は
︑
四
句
が
あ
り
︑
一
句
は
八
字

(akṡara)
で
︑
;

部
で
三
十
二
言

(akṡara)
に
な
る
︒
�
に
大
頌
と
小
頌
と
が
あ
る
が
︑
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
六
歲
の
子
供
は
こ
れ
を
學

び
︑
六
ヶ
H
で
k
わ
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
大
自
在
天

(M
ahe
śvara)
に
よ
っ
て
說
か
れ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

現
在
の
印
度
で
は
︑﹃
悉
曇
違
﹄
の
如
き
字
母
順
列
︑
則
ち
ka
kā
kikīku
kū
ke
kaiko
kau
kaṁ
kaḣ
な
ど
が
現
代
の
イ
ン
ド
方
言
の
敎

科
書
の
中
で
部
分
=
に
散
見
さ
れ
る(25

)
︒
な
お
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
古
典
�
法
書
の
中
で
字
母
に
つ
い
て
樣
々
な
記
述
が
あ
る
が
︑﹃
悉
曇
違
﹄

に
つ
い
て
は
殆
ど
言
�
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
中
國
と
日
本
に
殘
っ
て
い
る
記
錄
は
極
め
て
貴
重
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
︑
三
つ
の
﹁
�
庵
咒
﹂
の
內
容
と
特
-
を
考
察
す
る
と
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
出
5
を
推
量
で
き
る
︒
先
ず
﹁
�
庵
咒
﹂
の
)
*
は
書
寫
練

¥
の
敎
科
書
と
し
て
の
﹃
悉
曇
違
﹄
(卽
ち
字
母
配
列
と
子
母


順
列
と
の
二
つ
の
部
分
)
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
,
ら
か
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
が
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﹁
�
庵
咒
﹂
の
基
礎
に
閒
�
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の


譯
の
特
-
を
考
え
る
と
︑﹁
�
庵
咒
﹂
は
曇
無
讖
譯
の
﹃
大
般
𣵀
槃
經
﹄
と

關
連
す
る
可
能
性
が
高
い(26

)
︒

四

敎
義
を
含
む
字
母
と
唱
え
ら
れ
る
字
母

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
が
佛
敎
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
を
考
え
る
際
︑
大
乘
佛
典
中
の
字
母
に
關
す
る
記
載
︑
特
に
﹁
陀

羅
尼
﹂
或
い
は
﹁
字
門
﹂
と
い
う
手
法
に
�
目
し
た
い
︒

後
秦
・
鳩
r
羅
什
譯
﹃
大
智
度
論
﹄

�
陀
羅
尼
︑
以
是
四
十
二
字
攝
一
切
語
言
名
字
⁝
⁝
字
字
隨
5
聞
皆
入
一
切
諸
法
實
相
中
︑
是
名
字
入
門
陀
羅
尼
⁝
⁝(27

)

陀
羅
尼
が
あ
り
︑
こ
の
四
十
二
字
に
よ
っ
て
︑
一
切
の
語
言
の
表
現
を
取
り
º
ん
で
⁝
⁝
そ
れ
ぞ
れ
の
字
が
聞
く
5
に
隨
っ
て
一
切
の
諸

法
實
相
に
入
る
こ
と
は
︑﹁
字
入
門
﹂
(akṡaram
ukham
)
陀
羅
尼
と
名
づ
け
ら
れ
る
⁝
⁝

鳩
r
羅
什
の
﹃
大
智
度
論
﹄
に
よ
る
と
︑
四
十
二
字
を
含
む
﹁
陀
羅
尼
﹂
は
;
て
の
言
語
の
表
現
を
含
む
た
め
︑
;
て
の
字
母
は
一
切
の
槪

念
も
含
ん
で
い
る
︒
そ
こ
で
﹁
字
門
﹂
と
は
佛
敎
敎
理
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
︒
&
の
例
の
よ
う
に
︑
阿

(a

)
は
﹁
不
生
﹂
(anutpanna)
︑

羅

(ra)
は
﹁
垢
﹂
(rajas)
を
表
す
︒

西
晉
・
無
羅
叉
等
譯
﹃
放
光
般
若
經
﹄
陀
鄰
尼
品(28

)

復
�
r
訶
衍
︑
5
謂
陀
»
尼
目
佉
是
︒
何
等
爲
陀
»
尼
目
佉
？
與
字
等
︑
與
言
等
︑
字
5
入
門

(akṡaraprave
śa)
︒
何
等
爲
字
門
？
一
者

阿

(a

)
︑
阿
者
謂
諸
法
來
入
︑
不
見
�
起
者
︒
二
者
羅
︑
羅
者
垢
貌
於
諸
法
無
�
塵
⁝
⁝

(大
正
八
卷
二
六
頁
中
)

な
お
ま
た
r
訶
衍

(m
ahāyāna=

大
乘
)
は
︑
い
わ
ゆ
る
陀
»
尼
目
佉
(dhāraṅī-m
ukha)
で
あ
る
︒
陀
»
尼
目
佉
と
は
何
で
あ
る
の
か
︒
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�
字
と
等
し
く
︑
言

(akṡara)
と
等
し
い
︑﹁
字
5
入
門
﹂
(akṡaraprave
śa)
で
あ
る
︒﹁
字
門
﹂
と
は
何
で
あ
る
の
か
︒
一
に
は
﹁
ア
﹂︒

﹁
ア
﹂
と
は
も
ろ
も
ろ
の
法

(敎
え
)
が
や
っ
て
來
て
入
る
が
︑
生
じ
る
の
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る

(a=

anutpanna)
︒
二
に
は

﹁
ラ
﹂︒﹁
ラ
﹂
と
は
垢
で
あ
る
が
︑
も
ろ
も
ろ
の
法
の
中
で
は
塵
が
な
い
こ
と
で
あ
る

(ra=

rajas)
︒

こ
の
四
十
二
�
字

(arapacana
な
ど
)
は
現
代
の
硏
究
に
よ
る
と
恐
ら
く
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
な
く
︑
イ
ラ
ン
系
の
言
語
に
基
づ
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る(29

)
︒
し
か
し
︑
漢
譯
佛
典
の
中
で
言
�
さ
れ
た
の
は
か
な
り
古
く
︑
そ
れ
ら
は
で
た
ら
め
に
書
き
入
れ
た
も
の
で
は
な

く
︑
敎
義
に
緊
密
に
繫
が
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
の
四
十
二
字
母
を
唱
え
る
手
法
に
つ
い
て
は
﹃
華
嚴
經
﹄
に
お
け
る
善
財
越
子
の
物
語

が
�
名
で
あ
る
︒

東
晉
・
佛
馱
跋
陀
羅
譯
﹃
大
方
廣
佛
華
嚴
經
﹄
入
法
界
品

時
彼
越
子
吿
善
財
言
︑
善
男
子
︑
我
得
菩
S
解
脫
︑
名
善
知
眾
藝
︒
我
恒
唱
持
此
之
字
母
︑
唱
阿
字
時
︑
入
般
若
波
羅
蜜
門
︑
名
以
菩
S

威
力
入
無
差
別
境
界
︒
唱
多
字
時
︑
入
般
若
波
羅
蜜
門
⁝
⁝(30

)
︒

時
に
か
の
越
子
は
善
財
に
吿
げ
て
言
っ
た
︒
善
男
子
よ
！
私
は
菩
S
の
解
脫
を
得
︑﹁
善
知
眾
藝
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
︒
私
は
常
に
こ
の

字
母
を
唱
え
て
い
る
︒﹁
阿
﹂
字

(a
)
を
唱
え
る
時
︑
般
若
波
羅
蜜
門
に
入
り
︑﹁
菩
S
の
威
力
に
よ
っ
て
無
差
別
境
界
に
入
る
﹂
と
名

付
け
ら
れ
る
︒﹁
多
﹂
字

(r
a
)
を
唱
え
る
時
︑
般
若
波
羅
蜜
門
に
入
り
⁝
⁝
︒

こ
の
﹁
字
門
﹂
あ
る
い
は
﹁
陀
羅
尼
﹂
は
現
在
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
歌

(a
for
apple,b
for
boy)
の
よ
う
に
記
憶
の
た
め
の
も
の
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒﹃
華
嚴
經
﹄
の
解
說
に
よ
る
と
こ
の
四
十
二
字
母
は
;
て
の
字
母
を
示
し
て
い
る
は
ず
だ
が
︑
實
際
に

は
:
述
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
に
合
致
し
な
い
︒

さ
て
︑
四
十
二
字
母
の
よ
う
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
﹁
字
門
﹂
は
法
顯
譯
﹃
佛
說
大
般
泥
洹
經
﹄
に
見
ら
れ
る

た
め
︑
そ
の
成
立
年
代
は
恐
ら
く
四
十
二
字
母
の
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
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東
晉
・
法
顯
譯
﹃
佛
說
大
般
泥
洹
經
﹄
�
字
品

佛
吿
Ô
葉
⁝
⁝
初
短
阿
者
吉
義
︑
吉
者
三
寶
義
︒
&
長
阿
者
現
À
智
義
︒
(大
正
一
二
卷
八
八
七
頁
下
)

佛
は
Ô
葉
に
吿
げ
た
⁝
⁝
�
初
に
短
い
﹁
阿
﹂
(a

)
は
吉
祥
を
%
味
す
る
︒
吉
祥
と
は
三
寶
を
%
味
す
る
︒
&
に
長
い
﹁
阿
﹂
(ā

)
は

現
À
智
を
%
味
す
る
︒

こ
の
說
,
に
は
;
て
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
が
﹃
悉
曇
違
﹄
と
同
じ
よ
う
な
順
番
に
竝
ん
で
い
る
︒
華
嚴
宗
の
第
二
祖
と
さ
れ
る
智

儼
は
華
嚴
思
想
を
議
論
し
た
時
︑﹃
華
嚴
經
﹄
の
﹁
十
地
品
﹂
を
引
用
し
﹁
�
中
︑
悉
曇
の
字


を
以
て
無
盡
を
會
成
﹂
と
い
う
說
を
強
Á
し

た(31
)

︒
つ
ま
り
出
處
不
,
の
四
十
二
字
母
よ
り
も
一
切
の


聲
を
正
確
に
現
す
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
を
唱
え
る
說
が
成
立
し
た
︒

な
お
︑﹃
鳩
r
羅
什
6
韻
﹄
と
い
う
�
書
に
よ
る
と
五
十
二
字
母
を
含
む
﹃
悉
曇
違
﹄
も
咒
語
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

﹃
鳩
r
羅
什
6
韻
﹄
S.1344
(2)

(32
)

本
爲
五
十
二
字
︑
實
生
得
百
八
十
二
�
︒
就
裏
十
四
之
聲
︒
復
�
五


和
合
︑
數
滿
四
千
八
百
⁝
⁝
或
�
單
行
獨
隻
︑
擿
掇
相
連
︒
或
作

吳
地
而
唱
經
︑
復
似
婆
羅
門
而
誦
咒
⁝
⁝
印
復
﹃
悉
曇
違
﹄︑
初
二
字
與
一
切


聲
作
本
︑
復
能
生
聲
︑
亦
能
收
他
一
切


聲
︑
六
L
殊

�
︑
語
言
悉
攝
在
中
⁝
⁝

も
と
も
と
は
五
十
二
字
で
あ
り
︑
ま
さ
に
一
百
八
十
二
�

(字
母
)
を
生
じ
ろ
︒
中
に
は
十
四
の

(母


の
)
聲
が
あ
る
︒
ま
た
五


が
和

合
し
︑
そ
の
數
は
四
千
八
百
も
あ
る
⁝
⁝
或
い
は
一
つ
だ
け
で
獨
立
し
︑
È
り
拔
か
れ
連
な
る
︒
或
い
は
吳
の
地
方
の
よ
う
に
經
を
唱
え
︑

ま
た
婆
羅
門
の
如
く
眞
言
を
誦
す
る
⁝
⁝
な
お
ま
た
﹃
悉
曇
違
﹄
に
よ
る
と
︑
�
初
の
二
字
は
;
て
の


聲
と
本
を
作
り
︑
ま
た
聲
を
生

じ
る
こ
と
が
で
き
︑
他
の
も
の
も
收
め
ら
れ
る
︒
一
切
の


聲
と
六
L
殊
�
と
語
言
は
;
て
中
に
含
ま
れ
る
⁝
⁝

こ
の
﹃
鳩
r
羅
什
6
韻
﹄
と
い
う
敦
煌
�
書
は
�
獻
と
し
て
問
題
が
あ
る
が(33

)
︑
內
容
=
に
先
É
言
�
し
た
子


と
母


順
列
に
關
し
︑﹃
悉

曇
違
﹄
に
つ
い
て
の
說
,
と
同
一
で
あ
る
︒
具
體
=
に
﹁
吳
地
﹂
で
は
ど
の
よ
う
に
︑
ま
た
何
の
た
め
に
﹃
悉
曇
違
﹄
を
唱
え
た
か
が
確
�
さ
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れ
て
い
な
い
が
︑﹁
四
ヴ
ェ
ー
ダ
や
五
種
の
技
Ê
=
學
問
︑
ま
た
佛
敎
以
外
の
學
Ë
の
著
述
な
ど
に
ま
で
目
を
6
し
た(34

)
﹂
羅
什
に
歸
せ
さ
れ
る

こ
と
は
理
由
が
な
い
譯
で
は
な
い
だ
ろ
う(35

)
︒

な
お
︑
g
の
經
錄
に
樣
々
な
﹁
𣵀
槃
經
﹂
と
﹁
悉
曇
﹂
或
い
は
﹁
十
四


﹂
(則
ち
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
母


を
代
表
と
し
た
悉
曇
の
學
問
)
と

組
み
合
わ
せ
︑
名
付
け
ら
れ
た
�
獻
が
九
世
紀
か
ら
出
現
し
て
く
る
︒

圓
仁
﹃
入
g
怨
求
À
敎
目
錄
﹄
g
大
中
元
年
︑
日
本
承
和
十
四
年

(八
四
七
)
(大
正
五
五
卷
︑
一
〇
八
三
頁
上
)

大
般
𣵀
槃
經
如
來
性
品
十
四


義
二
本
竝
是
同
本
然
一
卷
著
朱

Ì
爲
別
也
羅
什
譯
出

惠
9
﹃
惠
9
律
師
書
目
錄
﹄
g
大
中
元
年
︑
日
本
承
和
十
四
年

(八
四
七
)
(大
正
五
五
卷
︑
一
〇
九
〇
頁
中
)

𣵀
槃
經
十
四


七
曇
違
圖
卷

圓
珍
﹃
智
證
大
師
Í
來
目
錄
﹄
g
大
中
十
二
年
︑
日
本
天
安
二
年

(八
五
八
)
(大
正
五
五
卷
︑
一
一
〇
五
頁
下
)

大
𣵀
槃
經
�
字
品
悉
曇
違
二
本
兩
卷

圓
載
﹃
怨
書
寫
Í
來
法
門
等
目
錄
﹄
g
咸
6
六
年
︑
日
本
貞
觀
七
年

(八
六
五
)
(大
正
五
五
卷
︑
一
一
一
〇
頁
中
)

𣵀
槃
經
悉
談
違
一
卷
羅
什
三

藏
�
譯

九
張

𣵀
槃
經
十
四


義
祕
決
一
卷
沙
門
會
Î

Ô
紙
七
張

永
超
﹃
東
域
傳
燈
目
錄
﹄
Ï
治
八
年

(一
〇
九
四
)
(大
正
五
五
卷
︑
一
一
五
四
頁
中
)

𣵀
槃
經
⁝
⁝

同
經
�
字
品
悉
曇
違
一
卷

同
經
十
四


義
一
卷

同
經
羅
什
譯
出
十
四


辨
卷
智
6
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あ
い
に
く
右
記
の
�
獻
は
題
目
し
か
見
ら
れ
な
い
が
︑﹃
𣵀
槃
經
﹄
と
﹃
悉
談
違
﹄
の
'
素
を
混
和
す
る
%
圖
が
窺
わ
れ
る
︒
具
體
=
に
︑

:
述
の
﹃
鳩
r
羅
什
6
韻
﹄
の
よ
う
に
﹃
悉
曇
違
﹄︑
則
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
を
用
い
︑
樣
々
な
順
列
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
る
︒
さ
て
︑
先
述
の
6
り
︑
そ
も
そ
も
﹃
悉
曇
違
﹄
は
印
度
の
子
供
の
書
寫
練
¥
に
す
ぎ
な
い
た
め
︑
大
人
が
Ð
讀
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
︒
一
方
︑
�
字
�
�
を
中
心
と
す
る
中
國
に
お
い
て
は
︑
外
國
語
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
漢
字
轉
奄
さ
れ
︑
そ
し
て
﹁
字
門
﹂

の
槪
念
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
り
︑﹃
悉
曇
違
﹄
を
唱
え
る
こ
と
が
宗
敎
=
な
利
益
を
齎
す
よ
う
に
な
っ
た
と
想
宴
さ
れ
る
︒
こ
の
書
物
の
成

立
に
つ
い
て
︑
Ò
田
氏
の
論
點
を
&
の
よ
う
に
引
用
す
る

(Ò
田
一
九
九
四
︑
五
三
頁
)
︒

｢こ
れ
ら
の
書
物
は
な
ぜ
八
〜
九
世
紀
に
僞
作
さ
れ
る
必
'
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
の
點
に
つ
き
︑
說
得
力
の
あ
る
解
決
を
示
す
こ
と
は
で
き

な
い
が
︑
�
も
大
き
く
は
密
敎
の
眞
言
・
陀
羅
尼
を

正
し
く
傳
え
る
た
め
の
L
具
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た

可
能
性
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
は
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
唱
韻
﹂
と
口
承
�
藝
と
の
關
連
ま
で
も

踏
み
º
ん
で
よ
い
か
も
知
れ
な
い
︒﹁
唱
韻
﹂
に
つ

い
て
細
か
く
は
述
べ
な
い
が
︑
こ
れ
は
南
宋
の
�
樵

﹁
七


略
﹂
に
い
わ
ゆ
る
﹁
小
悟
﹂
で
あ
り
︑
淸
の

劉
獻
廷
﹃
廣
陽
雜
記
﹄
卷
三
に
や
や
詳
し
い
記
事
が

見
え
る
︒
そ
の
液
れ
を
信
じ
る
な
ら
ば
︑
あ
る
時
Ô

以
後
の
中
國
で
は
︑
悉
曇
の
字
母
表
を
唱
え
る
こ
と

で
悟
り
へ
と
�
づ
こ
う
と
す
る
行
が
成
立
し
︑
そ
の
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根
本
經
典
と
し
て
こ
の
﹃
6
韻
﹄
が
S
ま
れ
︑
液
行
す
る
に
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹂

｢
�
庵
咒
﹂
は
Ò
田
氏
が
論
じ
た
﹁
唱
韻
﹂
と
い
う
傳
瓜
か
ら
變
容
し
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
︒
具
體
=
に
﹁
�
庵
咒
﹂
に
見
ら
れ
る

﹁
泳
字
花
輪
﹂
と
﹃
悉
曇
違
﹄
の
第
一
違
に
見
ら
れ
る
字
母
順
列
と
い
う
)
*
は
︑
現
在
京
都
大
學
5
藏
空
海
�
﹃
泳
字
悉
曇
字
母
竝
釋
義
﹄

に
も
見
ら
れ
る
た
め

(圖
Ⅸ
)
︑﹁
�
庵
咒
﹂
は
あ
る
﹃
悉
曇
違
﹄
を
唱
え
る
傳
瓜
に
從
っ
て
傳
え
ら
れ
て
き
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

五

字
母
の
槪
念
の
變
�

︱
︱
書
か
れ
た
眞
言

先
述
の
如
く
︑﹁
�
庵
咒
﹂
が
イ
ン
ド
の
樣
々
な
言
語
學
=
な
'
素
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
,
白
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
な
ぜ
こ
の
言
語
Ö

戲
=
な
性
格
を
備
え
た
字
母
が
眞
言
に
な
る
の
か
︒
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
︑
續
い
て
中
國
佛
敎
に
お
け
る
呪
Ê
に
つ
い
て
の
記
述
を
取
り
上

げ
た
い
︒

『夷
堅
甲
志
﹄
(﹃
夷
堅
甲
﹄
の
一
部
)
卷
第
二
﹁
寶
樓
閣
咒
﹂

袁
可
久
︑
嘗
敎
其
弟
昶
以
寶
樓
閣
咒
︒
昶
不
甚
深
信
︑
然
旦
起
必
誦
三
五
十
`
︒
初
未
知
其
功
效
也
︒
紹
興
三
年
夏
︑
⁝
⁝
直
齋
卒
汪
成
︑

每
番
宿
室
中
︑
必
夢
魘
q
旦
方
已
︑
無
一
夕
安
寢
︑
成
殊
以
爲
苦
︒
或
詢
其
5
見
云
︑
被
人
捽
發
︑
欲
加
棰
︑
故
呼
叫
拒
之
︒
昶
令
徙
于

己
Ú
︑
Û
不
止
︒
同
舍
生
惡
其
妨
睡
︑
共
議
Ü
Ý
︒
昶
試
書
咒
語
貼
子
Þ
︒
此
夜
晏
然
︑
由
是
一
齋
︑
妖
祟
絕
跡
︒
其
咒
語
卽
5
謂
唵
r

尼
q
哩
吽
撥
吒
八
字
︒
但
世
俗
5
傳
訛
謬
︑
寫
皆
從
口
︑
而
亦
不
得
其


︒
'
當
取
大
藏
中
善
本
元
初
譯
師
言
爲
證
︑
自
�
大
功
︒

袁
可
久
は
か
つ
て
そ
の
弟
の
昶
に
寶
樓
閣
咒
を
敎
え
た
︒
昶
は
さ
ほ
ど
深
く
信
仰
し
な
か
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
O
起
き
る
と
必
ず
三
︑
五

十
`
は
誦
し
て
い
た
︒
紹
興
三
年

(一
一
三
三
)
の
夏
に
際
し
て
︑
⁝
⁝
直
齋
の
卒
の
汪
成
は
M
代
で
宿
直
を
す
る
た
び
に
︑
夢
に
魘
さ
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れ
て
O
に
な
る
と
や
っ
と
止
み
︑
一
夜
と
し
て
安
眠
で
き
ず
︑
多
い
に
苦
し
ん
で
い
た
︒
人
に
問
わ
れ
る
と
︑
何
物
か
に
髮
を
つ
か
ま
れ

打
た
れ
よ
う
と
す
る
の
で
︑
大
聲
あ
げ
て
防
ぐ
の
だ
と
答
え
る
︒
昶
は
こ
れ

(汪
成
)
を
自
分
の
室
に
移
し
て
や
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
止

ま
な
い
︒
同
じ
舍
の
者
が
安
眠
を
妨
げ
ら
れ
る
の
を
厭
っ
て
︑
à
い
出
そ
う
と
相
談
し
た
︒
昶
が
試
み
に
眞
言
を
書
い
て
Þ
に
貼
っ
た
と

こ
ろ
︑
そ
の
夜
は
何
事
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
お
か
げ
で
妖
á
の
祟
り
は
な
く
な
っ
た
︒
そ
の
呪
語
と
は
い
わ
ゆ
る
﹁
唵
r
尼
q
哩

吽
撥
吒
﹂
の
八
字
で
あ
っ
た
︒
た
だ
世
俗
に
廣
ま
っ
て
い
る
眞
言
に
は
©
り
が
あ
り
︑
�
字
を
書
く
と
み
な
口
â
を
付
け
︑
ま
た
︑
發



も
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
大
藏
經
中
の
善
本
に
あ
る
本
來
の
�
譯
者
の
言
葉
を
典
據
と
す
べ
き
で
あ
り
︑
そ
う
す
れ
ば
自
ず
と
大
き
な
效
き

目
が
あ
る
︒

こ
の
引
用
は
十
二
世
紀
の
﹃
夷
堅
志

い
け
ん
し

﹄
と
い
う
志
怪
小
說
集
か
ら
で
あ
る(36

)
︒
こ
の
例
に
お
け
る
興
味
深
い
點
は
眞
言
が
書
か
れ
た
こ
と
で
あ

る
︒
こ
の
八
字
の
寶
樓
閣
咒
が
ど
の
よ
う
に
發


す
る
か
に
拘
ら
ず
︑
作
者
に
よ
れ
ば
書
か
れ
た
眞
言
は
效
き
目
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
つ
ま
り
印
度
で
は
眞
言
は
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑
漢
字
�
�
圈
に
は
お
い
て
は
書
か
れ
た
も
の
を
重
視
す
る
た
め
︑
眞
言
は

書
き
言
葉
に
變
容
し
た
︒
そ
れ
故
に
中
國
佛
敎
の
眞
言
が
書
か
れ
こ
と
は
決
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
︒

:
述
し
た
�
庵
の
傳
記
の
中
に
も
︑
病
人
に
偈
を
書
き
與
え
病
氣
を
治
す
の
は
︑
同
じ
よ
う
に
中
國
�
さ
れ
書
寫
さ
れ
た
眞
言
と
�
め
ら
れ

る
が
︑
そ
も
そ
も
中
國
に
固
�
の
靈
符
信
仰
に
繫
が
る
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
上
に
︑﹁
�
庵
咒
﹂
が
﹁
回
�
﹂
の
形
式
で
,
代

の
大
藏
經
に
收
め
ら
れ
る
の
は
中
國
で
液
行
し
た
特
-
の
あ
る
�
字
の
Ö
戲
�
び
マ
ジ
カ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
一
種
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
︒
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六

中
國
語
を
表
し
﹃
悉
曇
眞
言
﹄
に
結
び
つ
け
た
泳
字

:
述
の
よ
う
に
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
成
立
は
︑
�
字
の
槪
念
︑
書
寫
の
�
�
︑
靈
符
信
仰
な
ど
樣
々
な
中
國
固
�
の
'
素
を
ç
收
し
︑
こ
の
よ

う
な
印
度
佛
敎
の
中
國
�
の
樣
々
な
過
É
を
密
接
に
結
び
付
け
て
い
っ
た
︒
古
來
よ
り
信
者
と
し
て
の
中
國
人
僧
侶
に
は
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な

地
域
�
と
い
う
%
識
が
;
く
な
か
っ
た
︒
元
來
印
度
か
ら
傳
わ
っ
た
泳
字
字
母
は
︑
中
國
に
至
り
宗
敎
=
な
機
能
が
備
わ
っ
て
き
た
か
ら
︑
中

國
�
さ
れ
て
も
效
き
目
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒﹃
悉
曇
經
傳
﹄
の
作
者
︑
,
代
の
趙
丘
光
は
序
�
で
﹁
�
庵
咒
﹂
に
關
し

て
以
下
の
よ
う
に
說
,
し
て
い
る
︒

,
・
趙
丘
光
﹃
悉
曇
經
傳
﹄
刻
泳
書
釋
談
眞
言
小
引

釋
談
眞
言
︑
世
誦
華
�
︑
未
究
厥
始
︒
學
地
知
識
︑
©
以
世
法
揣
摸
︑
謂
�
菴
此
方
祖
師
︑
何
事
作
彼
土
泳
咒
⁝
⁝
菴
係
g
人
︑
¥
誦
g

語
︒
g
泳
不
無
亥
豕
︒
特
從
西
目
︑
邀
Í
燕
山
沙
門
仁
公
︑
校
閱
補
訂
︒
隨
命
吸
兒
摹
大
泳
字
︑
刻
附
總
持
︑
與
華
嚴
字
母
相
爲
液
6
︒

『釋
談
眞
言
﹄
は
世
閒
で
は
中
國
語
で
誦
し
て
お
り
︑
そ
の
始
源
は
ま
だ
究
,
さ
れ
て
い
な
い
︒
未
だ
修
行
す
べ
き
學
人
は
︑
世
俗
の
基

準
に
よ
っ
て

(﹃
釋
談
眞
言
﹄
の
正
し
い
%
味
が
)
あ
や
ま
っ
て
推
量
さ
れ
て
お
り
︑
�
菴
禪
師
は
こ
の
國

(中
國
)
の
祖
師
な
の
に
︑
な
ぜ

あ
ち
ら
の
國

(印
度
)
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
眞
言
を
作
っ
た
の
か
と
言
っ
て
い
る
⁝
⁝
�
菴
は
中
國
人
で
あ
り
︑
中
國
語
を
¥
誦
し
た
︒

中
國
語
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
衣
な
る
點
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
私
は
特
別
に
西
目
か
ら
燕
山
の
沙
門
仁
公
を
招
き
︑
こ
の
眞
言
を
校

正
し
︑
補
訂
し
た
︒
そ
し
て
吸
兒
と
い
う
人
に
大
泳
字
を
模
寫
さ
せ
︑
刊
刻
し
て
總
持

(陀
羅
尼
)
に
付
け
加
え
︑
華
嚴
字
母
と
共
に
液

6
さ
せ
る
︒

趙
丘
光
の
解
說
に
よ
る
と
︑﹁
�
庵
咒
﹂︑
卽
ち
﹃
釋
談
眞
言
﹄
は
︑
中
國
人
の
�
庵
の
創
作
に
過
ぎ
ず
︑
眞
正
な
泳
咒
で
は
な
い
の
で
は
な
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い
か
と
い
う
疑
念
を
è
い
て
い
た
た
め
︑
泳
語
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
仁
公
に
賴
み
︑
補
訂
の
際
に
﹁
�
庵
咒
﹂
に
泳
字
を
施
し
た
︑
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
泳
字
が
施
さ
れ
て
い
れ
ば
本
格
=
な
佛
敎
の
眞
言
と
し
て
保
證
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
何
故
な
ら
ば
︑
效
き
目
が
あ

る
眞
言
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
基
づ
い
た
も
の
以
外
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る(37

)
︒
で
は
︑
こ
の
﹁
�
庵
咒
﹂
に

見
ら
れ
る
蘭
扎
�
字
の
泳
字
は
何
に
基
づ
き
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

右
の
配
列
表
の
﹁
蘭
扎
�
字
の
轉
寫
﹂
は
中
國
語
の
發


に
閒
�
い
な
い
︒
燕
山
か
ら
き
た
仁
潮
と
い
う
僧
侶
に
よ
っ
て
中
國
�
さ
れ
た

﹁
�
庵
咒
﹂
の
讀
み
方
で
あ
ろ
う
︒﹃
悉
曇
經
傳
﹄
の
中
に
︑﹁
�
庵
咒
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
他
の


韻
の
理
論
も
詳
し
く
記
載
さ
れ
︑
正
し
い

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
關
す
る
ê
報
が
あ
っ
た
た
め
︑
趙
丘
光
は
印
度
の
言
語
學
の
理
論
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
想
宴
で
き
る
︒

然
し
趙
丘
光
は
﹃
釋
談
眞
言
﹄
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
配
列
と
�
め
ず
︑
わ
ざ
わ
ざ
泳
字
が
付
け
ら
れ
て
も
中
國
語
の
發


で
唱
え
る

べ
き
だ
と
考
え
た
︒
こ
れ
は
佛
敎
眞
言
の
園
底
=
に
中
國
�
さ
れ
た
一
例
で
あ
ろ
う
︒

�
れ
た
眞
言
に
效
き
目
が
な
い
こ
と
は
:
述
の
﹃
夷
堅
甲
志
﹄
の
物
語
で
見
た
が
︑﹁
�
庵
咒
﹂
は
そ
れ
と
は
衣
な
る
︒
何
故
な
ら
ば
︑
十
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字母花輪
蘭扎�字の
轉寫

漢字
圖
Ⅹ

二
十
五
閉


の
配
列

ka kya Ô

kha kya Ô

ga kya Ô

gha yān 硏

n
̇
a nyah

̇
界

ca ścya ì

cha ścya ì

ja ścya ì

jha śen 神

ña chye 惹

t
̇
a t

̇
a 吒

t
̇
ha t

̇
a 吒

d
̇
a t

̇
a 吒

d
̇
ha dan 怛

n
̇
a n

̇
u ï

ta tu 多

tha tu 多

da tu 多

dha dhan 檀

na nu ï

pa pa 波

pha pa 波

ba pa 波

bha van 泳

ma mu r



六
世
紀
か
ら
現
在
で
も
﹁
�
庵
咒
﹂
に
つ
い
て
の
靈
驗
譚
が
多
く
︑
功
利
V
義
の
信
者
に
と
っ
て
︑﹁
�
庵
咒
﹂
が
正
し
い
こ
と
は
そ
の
眞
言

の
效
き
目
の
み
で
立
證
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
︑
元
來
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原


と
ど
の
よ
う
な
關
係
が
あ
る
か
は
そ
れ
É
重
'
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

結

論

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
︑
本
稿
の
�
初
に
提
案
し
た
三
つ
の
質
問
に
答
え
よ
う
︒
先
ず
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
內
容
と
)
*
に
つ
い
て
︑
現
存
す

る
�
獻
に
よ
れ
ば
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
著
者
を
確
�
す
る
た
め
の
證
據
が
不
十
分
で
︑
と
り
わ
け
﹁
�
庵
咒
﹂
の
液
布
し
た
年
代
と
�
庵
禪
師
の

年
代
の
ず
れ
が
�
め
ら
れ
る
が
︑﹁
�
庵
咒
﹂
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
字
母
に
基
づ
き
配
列
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
,
ら
か
で
あ
る
︒

﹁
�
庵
咒
﹂
の
中
に
は
︑
印
度
の
傳
瓜
=
な
﹁
字
母
花
輪
﹂
と
書
寫
練
¥
の
た
め
の
﹁
悉
曇
違
﹂
に
み
ら
れ
る
二
種
の
字
母
配
列
が
觀
察
さ
れ

る
︒
こ
の
二
つ
の
'
素
は
印
度
固
�
の
﹁
聲
,
學
﹂
の
中
で
は
恐
ら
く
小
さ
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
が
︑
大
乘
佛
敎
の
漢
譯
を
6
し
て
︑

中
國
に
p
入
さ
れ
︑
中
國
の
佛
敎
徒
に
と
っ
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
理
解
を
p
く
手
だ
て
と
な
っ
た
︒
從
っ
て
︑
印
度
に
殆
ど
見
ら
れ
な
い

樣
々
な
﹃
悉
曇
違
﹄
が
成
立
し
︑
中
央
ア
ジ
ア
と
中
國
に
�
�
し
た
︒
こ
の
字
母
¨
蒙
書
で
あ
る
﹃
悉
曇
違
﹄
は
﹁
�
庵
咒
﹂
の
基
礎
に
な
っ

た
︒｢

�
庵
咒
﹂
が
ど
の
よ
う
に
﹃
悉
曇
違
﹄
か
ら
變
容
し
た
か
︑
奄
言
す
れ
ば
﹁
字
母
花
輪
﹂
に
お
け
る
二
十
五
閉


と
﹃
悉
曇
違
﹄
第
一
違

の
冒
頭
に
拔
き
取
ら
れ
た
字
母
順
列
が
ど
の
よ
う
に
﹁
�
庵
咒
﹂
に
み
ら
れ
る
�
れ
た
字
母
に
變
形
し
た
か
︑
そ
の
過
É
を
,
確
に
�
り
直
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
︑﹁
�
庵
咒
﹂
に
み
ら
れ
る
漢
字
の
È
擇
を
考
察
す
れ
ば
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
源
液
に
關
す
る
手
が
か
り
が
若
干
あ
り
︑
と
り

わ
け
曇
無
讖
譯
﹃
大
般
𣵀
槃
經
﹄
と
の
關
連
性
が
推
測
さ
れ
る
︒
な
お
︑﹃
悉
曇
違
﹄
を
唱
え
る
こ
と
に
關
す
る
記
載
を
踏
ま
え
れ
ば
︑﹁
�
庵
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咒
﹂
が
あ
る
傳
瓜
に
從
っ
て
口
頭
で
傳
え
ら
れ
て
き
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
後
︑﹁
�
庵
咒
﹂
は
多
樣
な
方
面
で
よ
う
や
く
中
國
�
さ

れ
た
︒
十
六
世
紀
以
:
に
﹁
�
庵
咒
﹂
は
禪
宗
に
ë
け
入
れ
ら

れ
︑﹁
回
�
﹂
の
形
で
經
集
に
收
め
ら
れ
た
︒
そ
の
後
�
人
の
閒

に
も
民
閒
に
も
よ
く
知
ら
れ
る
﹁
琴
曲
﹂
に
な
っ
た
︒
佛
敎
�

書
や
小
說
に
も
多
量
の
記
載
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
見
る
と
︑﹁
�

庵
咒
﹂
が
強
い
法
力
を
も
つ
眞
言
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
︒
發


の
不
正
確
さ
に
拘
ら
ず
︑﹁
�
庵
咒
﹂
の
よ
う
な

效
き
目
が
あ
る
眞
言
は
中
國
�
さ
れ
て
こ
そ
︑
眞
實
の
眞
言
と

�
め
ら
れ
て
き
た
︒
具
體
=
に
中
國
佛
敎
に
お
い
て
︑
中
國
�

さ
れ
た
眞
言
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
別
ì
議
論
が
必
'
で
あ
る
が
︑﹁
�
庵
咒
﹂
は
中
國
人
の
精
神
世
界
に
お
い
て
神
秘
な
眞
言
を
想
宴
す
る
と
い
う
'
求
を
滿

た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

參
考
�
獻

『
泳
字
貴
重
F
料
集
成
﹄
(一
九
八
〇
)
泳
字
貴
重
F
料
刊
行
會
S
︑
東
京
美
Ê
︒

『禪
門
日
誦
﹄
(一
九
〇
〇
)
佛
敎
大
學
藏
︑
江
蘇
常
州
府
天
寧
寺
印
︒
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『琴
曲
集
成
﹄
(一
九
六
三
)
中
華
書
局
︒

陳

繼
東

(二
〇
〇
二
)﹁﹁
禪
門
日
誦
﹂
の
諸
本
に
つ
い
て
﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
五
一−

一
︑

三
〇
八
～
三
一
三
頁
︒

︱
︱
︱
︱

(二
〇
〇
五
)﹁﹁
禪
門
日
誦
﹂
再
考
︑
ロ
ン
ド
ン
大
學
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
圖
書
館
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
學
燕
京
圖
書
館
の
F
料
を
中
心
と
し

て
﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
五
三−

二
︑
七
九
八
～
七
九
三
頁
︒

︱
︱
︱
︱

(二
〇
〇
七
)﹁
,
末
の
﹁
諸
經
日
誦
集
'
﹂
と
そ
の
周
邊
﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
五
五−

二
︑
五
五
二
～
五
五
八
頁
︒

ï
山

園

(二
〇
〇
九
)﹁
漢
字
�
�
に
與
え
た
イ
ン
ド
系
�
字
の
影
ð
︱
︱
隋
g
以
:
を
中
心
に
﹂
冨
谷
至
S
﹃
漢
字
の
中
國
�
�
﹄︑

昭
和
堂
︑
七
七
～
一
一
四
頁
︒

︱
︱
︱
︱

(二
〇
一
〇
)﹁
佛
典
漢
譯
ñ
'
略
﹂﹃
怨
ア
ジ
ア
佛
敎
ñ
〇
六
︱
︱
中
國
Ⅰ
南
北
O
佛
敎
の
東
傳
と
ë
容
﹄︑
佼
正
出
版
社
︑
二

三
三
～
二
七
七
頁
︒

Ò
田
昌
司

(一
九
九
四
)﹁
謝
靈
9
﹁
十
四


訓
叙
﹂
の
系
�
﹂﹃
中
國
語
ñ
の
F
料
と
方
法
﹄︑
高
田
時
雄
S
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究

5
︒

石
井
公
成

(一
九
九
六
)﹃
華
嚴
思
想
の
硏
究
﹄︑
東
京
︑
春
秋
社
︒

林

光
,

(二
〇
〇
四
)﹃
蘭
札
體
泳
字
入
門
﹄︑
嘉
豐
︒

︱
︱
︱
︱

(二
〇
〇
七
)

a

﹁
悉
曇
經
傳
鯵
介
﹂︑﹃
眞
言
漫
談
﹄
六
八
︒
http
://w
w
w
.m
antra.com
.tw
/enew
88/20953167/pic/epa

per/epaper074.htm
(參
照
2011/5/2)

︱
︱
︱
︱

(二
〇
〇
七
)

b

﹁
悉
曇
經
傳
=
泳
字
現
象
略
析
﹂﹃
眞
言
漫
談
﹄
六
七
︒
http
://paper.udn.com
/udnpaper/P
O
L
0005

112562/w
eb/
(參
照
2011/5/2)
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馬
淵
和
夫

(一
九
八
四
)﹃
日
本
韻
學
ñ
の
硏
究
﹄
增
訂
版
︑
臨
川
書
店

(初
版
日
本
學
Ê
振
興
會
︑
一
九
六
二
年
)
︒

︱
︱
︱
︱

(二
〇
〇
六
)﹃
悉
曇
違
の
硏
究
﹄︑
勉
�
出
版
︒

中
村

元

(一
九
六
〇
)﹁
華
嚴
經
の
思
想
ñ
=
%
義
﹂︑
中
村
元
S
﹃
華
嚴
思
想
﹄︑
法
藏
館
︒

南

懷
瑾

(一
九
九
三
)﹃
L
家
︑
密
宗
與
東
方
神
秘
學
﹄︑
老
古
�
�
事
業
︒

季

羨
林

(一
九
九
八
)﹃
季
羡
林
�
集
﹄︑
江
西
敎
育
出
版
社
︒

︱
︱
︱
︱

(二
〇
〇
〇
)﹃
大
g
西
域
記
校
�
﹄︑
中
華
書
局
︒

饒

宗
頤

(一
九
九
三
)﹃
泳
學
集
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︒

︱
︱
︱
︱

(一
九
九
九
)﹃
趙
宦
光
�
其
﹁
悉
曇
經
傳
﹂﹄︑
怨
�
豐
︒

田
久
保
周
譽

(一
九
四
四
)﹃
批
�
悉
曇
學
﹄︑
眞
言
宗
東
京
專
修
學
院
︒

︱
︱
︱
︱

(二
〇
〇
五
)﹃
泳
字
悉
曇
﹄︑
Ò
河
出
版
社
(一
九
八
一
年
初
版
)
︒

東
�
孝
仁

(一
九
九
六
)﹁﹁
妖
僧
﹂
彭
瑩
玉

︱
︱
元
末
紅
巾
の
亂
の
宗
敎
=
指
p
者
︱
︱

に
就
い
て
﹂﹃
東
洋
ñ
訪
﹄
二
︑
一
一
〜
三
三

頁
︒

王

邦
維

(一
九
九
二
)﹁
鳩
r
羅
什
﹁
6
韻
﹂
考
疑
芽
敦
煌
寫
本
S.1344
號
相
關
問
題
﹂﹃
中
國
�
�
﹄
七
︑
七
一
〜
七
五
頁
︒

︱
︱
︱
︱

(一
九
九
三
)﹁
略
論
大
乘
﹁
大
般
𣵀
槃
經
﹂
=
傳
譯
﹂﹃
中
華
佛
學
學
報
﹄
六
︑
一
〇
三
〜
一
二
七
頁
︒

︱
︱
︱
︱

(一
九
九
九
)﹁
四
十
二
字
門
考
論
﹂﹃
中
華
佛
學
學
報
﹄
一
二
︑
一
七
〜
二
四
頁
︒

澤
田
瑞
穗

(一
九
八
四
)﹃
中
國
の
呪
法
﹄︑
Ò
河
出
版
社
︒

宮

阜
西

(一
九
五
八
)﹃
存
見
古
琴
曲
�
輯
覽
﹄︑
人
民


樂
出
版
社
︒

東 方 學 報

216



B
izot,
F
rançois
et
O
skar
von
H
inüber.
1994.
G
uirlande
de
Joyaux.
T
extes
B
ouddhiques
du
C
am
bodge.
P
aris
:
E
cole

française
d'E
xtrêm
e
O
rient.

B
ühler,G
eorg.1898.O
n
the
O
rigin
of
the
Indian
B
rahm
a
A
lphabet.
Strassburg
:K
.J.T
rübner.

B
rough,John.1977.“T
he
A̒
rapacana̓
Syllabary
in
the
O
ld
L̒
alitavistara̓
.”
B
ulletin
ofthe
SchoolofO
rientaland
A
frican

Studies
40(1)
:85-95.

G
ulik,R
.H
.van.1940.T
he
L
ore
of
the
C
hinese
L
ute.T
okyo
:Sophia
U
niversity.

︱
︱
︱
1956.Siddham
.N
agpur
:InternationalA
cadem
y
of
Indian
C
ulture.

M
ak,B
illM
.“M
agicalA
lphabet
in
the
Indian
and
C
hinese
m
inds.”
B
rahm
an
and
D
ao
:
C
om
parative
Studies
of
Indian

and
C
hinese
P
hilosophy
and
R
eligion.
D
ouglas
A
llen
(ed.).
L
anham
,M
d.:L
exington,2013.
209-230.

M
elvin,Sheila
and
Jindong
C
ai.2004.R
hapsody
in
R
ed.
N
ew
Y
ork
:A
lgora.

P
icard,F
rançois.1990.L
’H
arm
onie
universelle-L
es
A
vatars
du
Syllabaire
Sanskrit
dans
la
M
usique
B
ouddhique.T
hèse

de
doctorat.U
niversité
de
P
aris
I
Sorbonne.

Salom
on,R
ichard.1990.“N
ew
E
vidence
for
a
G
āndhārī
O
rigin
of
the
A
rapacana
Syllabary.”
Journal
of
the
A
m
erican

O
riental
Society
110
(2)
:255-273.

Staal,
F
ritz.
2006.
“T
he
Sound
P
attern
of
Sanskrit
in
A
sia
:
A
n
U
nheralded
C
ontribution
by
Indian
B
rahm
ans
and

B
uddhist
M
onks.”
Sanskrit
Studies
C
entral
Journal
2
:193-200.

W
hitney,W
illiam
D
w
ight.1871.T
he
T
âittirîya-P
râtiçâkhya,w
ith
its
com
m
entary,the
T
ribhâshyaratna
:T
ext,T
ransla-

tion,
and
N
otes.
N
ew
H
aven
:A
m
erican
O
rientalSociety.

「�庵咒」における悉曇字母について

217



�(1
)

ï
山

(二
〇
〇
九
)︑
ï
山

(二
〇
一
〇
)︑
二
三
五
頁
以
下
︒

(2
)

南

(一
九
九
三
)︑
三
〇
一
頁
︒
�
年
に
も
﹃
�
庵
咒
﹄
が
疫
病
を
豫
防
す
る
と

の
記
事
が
見
ら
れ
る
︱
︱
林

(二
〇
〇
四
)︑
二
五
五
頁
を
參
照
︒

(3
)

十
八
世
紀
初
め
︑
イ
タ
リ
ア
か
ら
き
た
宣
敎
師
が
康
熙
L
を
訪
ね
た
時
︑
康
熙
L

は
L
敎


樂
と
思
わ
れ
る
﹁
�
庵
咒
﹂
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
チ
ェ
ン
バ
ロ
で
演
奏
し

た
と
い
う
記
事
も
あ
る

(M
elvin
&
C
ai2004
:65-66)︒

(4
)

G
ulik
1956
:51︒
他
の
先
行
硏
究
︱
︱
P
icard
1990︑
饒

(一
九
九
九
)︑
林

(二
〇
〇
四
)︑
二
五
七
頁
︑
(二
〇
〇
七
)
a/b
︒

(5
)

J19.B
44.162b
︒﹃
諸
經
日
誦
集
'
﹄︑
ま
た
︑﹃
禪
門
日
誦
﹄
の
成
立
と
背
景
に

つ
い
て
︑
陳

(二
〇
〇
二
)︑

(二
〇
〇
五
)︑

(二
〇
〇
七
)
を
參
照
︒

(6
)

『琴
曲
集
成
﹄
六
卷
一
一
〇
頁
︒

(7
)

『琴
曲
集
成
﹄
一
二
卷
三
〇
四
頁
︒

(8
)

宮

(一
九
五
八
)︑
二
七
頁
︑
二
一
九
頁
に
よ
る
︒

(9
)

饒

(一
九
九
九
)︒

(10
)

｢回
�
﹂
の
例
は
﹃
回
�
類
聚
﹄
に
見
ら
れ
る

(﹃
四
庫
;
書
﹄
集
部
︑
總
集
類
)︒

�
字
の
Ö
戲
を
好
む
中
國
で
は
︑
回
�
形
式
で
書
か
れ
た
吉
祥
句
は
早
く
か
ら
見

ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
種
の
詩
は
ど
の
時
代
に
も
歡
N
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
が
︑
g
代
に
お
け
る
液
行
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
石
井

(一
九
九

六
)︑
二
一
八
頁
を
參
照
︒
ま
た
︑
南
傳
佛
敎
に
も
﹁
回
�
﹂
を
作
る
傳
瓜
が
存

在
す
る

(B
izot
1994
:
46-84)︒
漢
�
の
﹁
回
�
﹂
の
例
に
つ
い
て
︑
�
の

(15
)
を
參
照
︒

(11
)

田
久
保

(二
〇
〇
五
)︑
一
〇
〇
頁
を
參
照
︒

(12
)

瞿
汝
稷
著
﹃
指
H
錄
﹄
(一
五
九
五
)
︱
︱
肅
之
呪
世
閒
盛
傳
︑
至
被
管
弦
︒

(13
)

陳

(二
〇
〇
七
)︑
五
五
五
頁
︒

(14
)

大
正
四
九
卷
六
九
一
頁
中=

八
九
一
頁
上
︒
ま
た
︑﹃
釋
氏
稽
古
略
﹄
(大
正
一
三

五
四
番
)
を
參
考
︒

(15
)

『華
嚴
一
乘
法
界
圖
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
︑
石
井

(一
九
九
六
)︑
二
一
七
〜
二
二

三
頁
を
參
考
︒
ま
た
︑﹃
華
嚴
旋
復
違
﹄
(佚
)︒

(16
)

大
正
三
七
卷
七
〇
七
頁
上
︒
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
字
母
に
よ
り
﹁
蛇
﹂
と
﹁
荼
﹂
を

﹁
虵
﹂
と
﹁
茶
﹂
に
直
し
た
︒

(17
)

『悉
曇
藏
﹄
に
引
用
さ
れ
た
﹃
 
�
駅
﹄
に
よ
る
と
﹃
十
八
違
﹄
は
﹁
中
天
本
﹂

で
印
度
か
ら
傳
わ
っ
た
が
︑
 
�
に
傳
え
ら
れ
た
﹃
十
二
違
﹄
は
﹃
十
八
違
﹄
と

衣
な
り
︑﹁
胡
地
﹂
の
本
と
�
め
ら
れ
た

(大
正
八
四
卷
三
七
一
下−

二
頁
上
)︑

ま
た
︑
饒

(一
九
九
三
)︑
一
二
七
〜
八
頁
︑
馬
淵

(一
九
八
四
)
一
册
︑
七
〇

〜
七
一
︑
七
七
〜
七
九
頁
を
參
照
︒

(18
)

『悉
曇
藏
﹄
の
系
�
に
つ
い
て
︑﹃
梵
字
貴
重
F
料
集
成
﹄
Ⅱ
︑
二
五
五
〜
二
五
八

頁
︑
馬
淵

(一
九
八
四
)︑
八
三
頁
︑
(二
〇
〇
六
)︑
一
〜
五
頁
を
参
照
︒

(19
)

法
隆
寺
﹃
佛
頂
O
�
陀
羅
尼
﹄︒﹃
梵
字
貴
重
F
料
集
成
﹄
上
册
二
頁
︒
し
か
し
︑

現
在
の
﹁
字
母
花
輪
﹂
は
�
後
の
﹁
llaṁ
﹂
と
﹁
kṡa﹂
が
付
か
な
い
︒

(20
)

發


の
分
析
︱
︱
5×

5
の
“V
arga”
(T
aittirīya-prātiśākhya
1
:
1-14
;

2
:4-39.W
hitney
ed.)︒
五
類
聲
に
つ
い
て
︑
馬
淵

(二
〇
〇
六
)︑
一
頁
を
參

照
︒

(21
)

Ò
田

(一
九
九
四
)︑
六
九
頁
︒

(22
)

泳
本
﹃
𣵀
槃
經
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
︑
未
だ
解
,
さ
れ
て
な
い
が
︑
大
乘
﹃
𣵀
槃

經
﹄
と
小
乘
﹃
𣵀
槃
經
﹄
に
分
類
さ
れ
︑
ま
た
︑
曇
無
讖
が
コ
ー
タ
ン
か
ら
持
っ

て
來
て
譯
し
た
﹃
𣵀
槃
經
﹄
は
他
の
大
乘
﹃
𣵀
槃
經
﹄
と
�
う
點
が
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
︱
︱
王

(一
九
九
三
)︑
一
〇
四
︑
一
一
五
頁
︒
た
だ
︑
曇
無
讖
の

發


は
g
代
の
 
琳
著
﹃
一
切
經


義
﹄
に
よ
る
と
﹁
中
天


﹂
と
衣
な
る

(大

正
五
四
卷
四
七
〇
頁
下
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︱
︱
季

(二
〇
〇
〇
)︑
一
一
二

〇
頁
︒

(23
)

｢四
液


﹂
を
含
む
﹃
カ
ー
タ
ン
ト
ラ
K
ātantra﹄
と
い
う
�
法
書
は
中
央
ア
ジ

ア
に
液
行
し
︑
曇
無
讖
譯
﹃
大
般
𣵀
槃
經
﹄
に
影
ð
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

︱
︱
Ò
田

(一
九
九
四
)︑
四
二
〜
四
六
︑
七
〇
〜
八
〇
頁
︒
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The Siddham Alphabet in the Mantra of Puʼan-A

Case of Sinicization of Buddhist Mantras

Bill M. MAK

In this paper, the source and construction of the Mantra of Puʼan, one of the most

popular Buddhist mantras in sinicized Sanskrit, attributed to the twelfth century Zen

Master, are examined. Although the language of the mantra was described as “bastard

Sanskrit,” the construction of the mantra is clearly modeled on Sanskrit phonetics, as well

as the content of a textbook on Sanskrit orthography known as Xitan zhang or “Chapter of

Siddham” which was widely circulated in Central Asia and China during the first

millennium. Furthermore, the mantra is shown to be connected with Dharmks
̇
emaʼs

translation of the Mahāparinirvān
̇
asūtra where the Sanskrit alphabet was described, and

also the tradition of religio-magical chanting of the Arapacana alphabet described in

the Buddhāvatam
̇
sakasūtra. Ultimately, to complete the process of sinicization, the

Mantra of Puʼan was written down, canonized in one of the Chinese Tripit
̇
akas and even

“resanskritized” with Chinese pronunciation, which was thought to be authentic and

authoritative.


