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珊

修
験
潮

桑
滞

俊
宏

《
修
無

道十二
道
具

並
び
に
十
六
道
具
》

｢載称｣

走
純

とは､行者の
無

明

を
縛
る
不
軌
明
王
の
索

(礼
)

慧

し
､
禦

㌣

袈

･
肥

遇
に
よ
っ
て
､
持
つ
長
さ
が

変
わ
り
ま
す
｡
こ
れ
を
左
の

腰
に
束
ね
て
ぶ
ら
下
げ
､
入

崎
す
る
の
で
あ
り
ま
す
｡

以
上
の
15
襟

･
班
蓋

･鈴

轡

粁
掛
野
か

掛
･怒
撃

蹴
隼

撃

郡
撃

釦
那
甲

引
敷

･
脚
半
ま
で
を
修
験
十

二
迫
只
と
呼
び
､
こ
れ
に
桧

扇

･
柴
打

･
F
T牲

･
走
純
の

凹
櫛
の
)Ij
貝
を
足
し
た
物
が

修
験
十
六
迫
貝
で
あ
り
ま
す
.

こ
の
他
に
､
修
験
十
六
退
出

に
は
含
ま
れ
な
い
､
｢只
の

純
｣
と
云
う
道
H
mが
あ
り
ま

す
｡
現
在
､
多
く
の
行
省
が

封
に
付
け
､
入
峰
し
て
い
る

為
'
下
記
に
て

｢貝
の
絹
｣

も
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

｢貝
の
緒
｣

｢
貝
の
緒
｣
と
は
文
字
の

過
り
､
貝

(法
螺
)
に
纏
わ

る
物
と
し
て
'
貝
を
結
ぶ
射
'

貝
の
付

属物
と
し
て
'
認
和

さ
れ
が
ち
で
あ
り
ま
す
が
'

実
際
は
法
螺
貝
と
は
関
係
が

細
く
､
束
ね
て
結
ん
だ
二
本

の
紬
を
行
者
の
腰
に
巻
く
物

で
あ
り
'
金
胎

一
致

･
伊
智

不
二
を
表
し
て
い
ま
す
｡

色
は
基
本
的
に
赤
色
で
あ

り
､
諸
説
あ
り
ま
す
が
､
行

者
と
仏
(山
)
と
を
結
ぶ
｢
へ

そ
の
紹
｣
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

紬
の
長
さ
は
紐
の
太
さ
や
紐

の
結
び
方
に
よ
っ
て
長
さ
が

変
わ
り
ま
す
が
'
お
よ
そ
二

メ
ー
ト
ル
か
ら
凹
メ
ー
ト
ル

程
の
長
さ
に
な
り
ま
す
O
こ

れ
は
山
中
に
お
い
て
､
断
･3

絶
壁
を
登
る
崎
や
､
潮
流
の

川
を
破
る
時
な
と
､
自
身
を

守
る

命

綱

と

し
て
用
い
ら
れ
'

現
代
で
云
う
ザ
イ
ル
の
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
｡

こ
れ
は
光
雄
行
者
か
ら
附

い
た
詔
で
は
あ
り
ま
す
が
'

山
へ
入
崎
す
る
前
日
に
大
雨

が
僻
り
､
山
中
に
和
る
沢
が

濁
流
と
な
っ
て
道
を
塞
い
で

し
ま
い
､
迂
回
す
る
郡
も
で

き
ず
､
こ
の
沢
を
被
る
こ
と

に
な
っ
た
そ
う
で
す
O
数
人

の

｢貝
の
細
｣
を
解
き
'
そ

れ
を

一
本
の
紬
に
し
､
片
方

を

一
人
の
行
者
に
結
び
つ
け

命
綱
と
L
t
反
対
の
紐
を
数

人
で
持
ち
､
命
綱
を
付
け
た

行
者
が
向
う
の
･Lt
へ
波
り
､

両
岸
に
渡
っ
た
組
を
耕
り
に

ほ
か
の
行
者
も
向
う
LL
へ
洩

っ
た
そ
う
で
す
｡

現
代
離
れ
し
て
い
る
と
云

う
点
も
あ
り
ま
す
が
､
こ
の

よ
う
に
､
修
験
者
が
持
つ
道

口
蓄

た
は
慌
折
を
見
る
と
,

意
味
の
な
い
物
､

ま
た
は
実

用
的
で
な
い
物
の
よ
う
に
思

わ
れ
が
ち
で
す
｡
し
か
し

一

つ
一
つ
に
教
戦
的
か
つ
実
用

的
な
R=･3味

･
役
割
が
仰
わ
っ

て
お
り
､
決
し
て
外
す
輔
の

出
来
な
い
物
な
の
で
す
.

三
社
寺
谷
何

日
本
復
頗
祈
願
祭
執

行

T月
二十
六日
'
;fJ羅
山
染
ま
院
と
北口
本台
絹士桟

問
神
社
へ
大
山
阿
夫
利
神
社
の
三
社
寺
は
､
･F=
尾
山
に
て

北
日
本
大
.･h3
災
や
日
本
各
地
で
発
生
し
た
様
々
な
災
苔
の
､

日
本
役
眺
祈
願
法
1安
を
執
り
行
っ
た
O

当
山
の
Hg
谷
執
部
長
御
導
師
の
も
と
､
参
列
者

一
同
は

被
災
地
の
.LJT
州
鮎
娘
と
､
国
土
安
穏
を
願
い
'
祈
り
を
捧

げ
ま
し
た
｡

日本各地の災害地復興の祈りが執1られた
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智
山
寺
修
学
院
生

来
山
さ
れ
る

九
月
二
十
九
日

'出
吉
宗
田
山
派

の僧

侶
市
成
機
関
で
あ
る
､
村
山
T=}
修
学
院
よ
り
､

二
十

一
名
の
修
行
僧
と
引
率
の
本
山
僧
侶

二
名
の
総
勢
二
十
三
名
が
参
鞄
さ
れ
た
｡

1
行
は
､
関
碇
三
大
本
山
巡
り
の

1
項

と
し
て
､
成
Ej
山
新
僻
TT
･
川
崎
大
師
平

間
寺
を
参
拝
の
後
､
尚
尾
山
へ
来
山
さ
れ
た
.

翌
朗
の
大
越
摩
供
修
行
に
参
加
し
､
修

行
満
足
と
学
業
成
就
を
祈
念
さ
れ
た
｡
そ

の
後
､
榔
進
料
理
を
僻
き
､
下
山
さ
れ
た
｡

元
旦
御
護
摩
れ

申
し
込
み
御
寮
内

平成
二
十
八
年
元
旦

､午
前
g
I特
よ
り

耶
羅
山
で
は
'
新
i%
特
別
榊
帳
大
磯
作
供

修
行
が
戚
修
さ
れ
ま
す
｡
御
信
徒
の
皆
様

に
は
､
元
E
lに
参
=
さ
れ
て
､
大
本
堂
で

執
り
行
わ
れ
る
こ
の
修
行
に
参
加
さ
れ
る

こ
と
を
'
お
軌
め
し
て
お
り
ま
す
｡

ま
た
､
御
信
徒
様
各
位
の
御
糾
合
に
よ

り
払
尾
山
へ
御
来
山
戯
け
な
い
カ
の
ね
に
'

元
日
一御
逝
作
札
を
郵
送
で
の
お
取
り
扱
い

を
い
た
し
て
お
り
ま
す
｡

一八
日
l御
遜
摩
札
の
お
申
込
み
を
御
希
望

さ
れ
る
方
は
'
純
尾
山
〓
従
誹
ま
で
御
迎

緒
m
き
ま
す
と
'
申
込
用
紙
を
お
送
り
い

た
し
ま
す
.
同
封
さ
れ
て
い
る
返
信
川
封

T
二
月
十
日
ま
で
に
必
ぶ
す
る
よ
う
に
こ

授
幽
頂
き
ま
す
よ
う
'
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
｡

榊
､
元
日
]御
讃
雌
札
の
発
送
は
､

1
月

三
日
以
降
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
o

I
小

し
込
み
締
め
切
り

十
二
月
十
口
必
･･山

I
お
糊
い
合
わ
せ
先

邪心詔
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Ff
尾
山
盛
モ
院

･
l八
n
l御
地
憎

係
ま
で

フィギュアスケー
トフィンラ
ンデ
イ
ア
杯

本
郷理
華
選
手

優
勝
お
め
でとうご
ざ
い
ま
す

ー月八日～十1日

に'北

欧
フィ
ン
ラン
ド
の召郡
ヘ

ル
シ
ン
キ
近
く
の
肺
市
エ
ス
ポ
ー
で
行
わ
れ
た
､
フ
ィ
ギ
ュ

ア
ス
ケ
ー
ト
国
際
大
会
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
デ
ィ
ア
杯
に
お
い
て
'

本
郷
即
非
遡
手
が
傑
僻
さ
れ
ま
し
た
0

本
郷
選
手
は
昨
年
も
同
大
会
に
出
場
さ
れ
､
三
位
と
い
う

結
果
で
し
た
が
へ
今
大
会
に
お
い
て
は
､s
P
(シ
ョ
ー
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
)
と
F
S
(フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
)
共
に
l
位
を
捜

糾
し
'
見
輔
に
今
シ
ー
ス
ン
の
初
秋
を
勝
利
で
飾
ら
れ
ま
し

た
｡脳

後
に
な
り
ま
す
が
､
お
祝
い
の
言
柴
を
附
る
と
共
に
'

今
後
の
さ
ら
な
る
ご
清
純
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
O


