
灌
頂
伝
に

つ
い
て
の

一
考
察

(
佐

々
木
)

灌
頂
伝
に
つ
い
て
の

一
考
察

佐

々

木

章

格

灌
頂
伝
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
果
し
た
役
割

を
伝
記
に
よ
つ
て
考
察
す
る
た
め
、
再
度
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
資
料
は

天
台
三
大
部

・
国
清
百
録

・
浬
契
玄
義

・
智
者
大
師
別
伝
、
そ
の
他
続
高
僧

伝
・
浬
繋
玄
義
文
句
及
び
発
源
機
要
を
用
い
た
。

灌
頂
は
天
嘉
二
年

(五
六
一
)
に
臨
海
県
の
章
安
に
生
れ
、
字
は
法
雲
、
俗

姓
は
呉
氏
と
号
し
、
光
大
元
年

(五
六
七
)
七
歳
に
し
て
摂
静
寺
の
慧
抵
法
師

に
就
い
て
出
家
し
、
二
十
歳
で
具
足
戒
を
受
け
た
。
慧
抵
は
浬
葉
の
学
者
で
あ

つ
た
ら
し
く
、
灌
頂
は
浬
葉
経
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
す
で
に
浬

盤
く思
想
の
芽
ば
え
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
師
が
滅
す
る
に
及
ん
で
十
数
年

間
い
た
摂
静
寺
を
去
り
、本
箱
を
背
お
つ
て
足
を
天
台
山
に
向
け
る
の
で
あ
る
。

摂
静
寺
に
い
る
こ
ろ
す
で
に
智
顕
の
う
わ
さ
を
聞
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(以
上
摂
静
寺
時
代
)

そ
し
て
灌
頂
は
至
徳
三
年

(五
八
五
)
、智
顎
が
陳
の
少
主
(永
陽
王
)
の
招

き
に
よ
つ
て
隠
棲
生
活
を
終
り
、
天
台
山
よ
り
金
陵
に
向
う
た
め
に
山
を
お
り

る
所
で
出
会
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
以
後
灌
頂
は
病
気
で
豫
章
に
滞
在
す
る
ま

で
の
約
十
年
間
智
顎
と
共
に
行
動
し
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
灌
頂
は
智
顎
に
従
い
至
敬
寺
に
至
り
、
次
に
霊
曜
寺
に
移
り
、
大
極
殿
で

智
度
論

・
仁
王
経
を
聞
く
こ
と
に
あ
ず
か
り
、
そ
の
後
光
宅
寺
に
移
り
禎
明
元

年

(五
八
七
)
に
こ
の
光
宅
寺
で
法
華
文
句
を
聴
講
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
常
随
二
年
目
の
こ
と
で
法
華
経
聴
講
が
目
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ

を
筆
録
し
後
に
整
理
す
る
だ
け
の
価
値
の
あ
つ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し

金
陵
が
戦
乱
と
な
る
に
及
ん
で
智
顕
の
二
行
は
盧
山
に
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ

の
後
揚
州
に
お
い
て
晋
王
に
菩
薩
戒
が
授
け
ら
れ
る
が
、
再
び
盧
山
に
も
ど
り

諸
方
を
巡
つ
て
荊
州
に
到
着
し
、
開
皇
十
三
年

(五
九
三
)
玉
泉
寺
で
法
華
玄

義
、
翌
年
に
は
摩
詞
止
観
が
講
説
さ
れ
た
。
灌
頂
三
十
三
、
三
十
四
歳
に
渡
つ

て
で
あ
り
、
智
顎
の
思
想
を
十
分
に
接
取
し
筆
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
翌
年
、
智
顕
は
晋
王
の
浄
名
疏
に
つ
い
て
の
招
き
に
よ
り
揚
州
禅
衆
寺
に
行

く
の
で
あ
る
が
、
灌
頂
は
病
気
の
た
め
豫
章
で
静
養
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
約
二
年
半
の
歳
月
が
流
れ
、
開
皇
十
七
年
再
び
智
顎
の
も
と
で
学
ぼ
う
と
し

て
江
都
に
行
く
が
、
智
頻
は
す
で
に
天
台
山
に
帰

つ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
秋

に
仏
朧
に
着
く
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
こ
と
を
智
者
別
伝
を
見
る
と
法
華
玄
義

と
摩
詞
止
観
の
あ
る
程
度
の
も
の
が
出
き
て
い
た
の
で
あ
る
o
静
養
中
に
な
し

得
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
智
頻
は
そ
の
冬
に
入
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
(以

上
智
顎
常
随
時
代
及
び
静
養
期
間
)

智
顎
滅
後
、浬
盤
経
云
云
よ
り
も
重
要
な
問
題
は
天
台
教
団
の
護
持
で
あ
る
。

智
顕
在
世
当
時
、
王
朝
と
の
関
係
は
政
治
的
意
図
が
含
ま
れ
、
灌
頂
は
智
躁
普

明
等
と
共
に
そ
の
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
ま
ず
開
皇
十
八
年

(五
九
八
)
の
は
じ
め
に
は
普
明
と
共
に
晋
王
へ
の
遺
書
等
を
持
つ
て
揚
州
の

晋
王
の
も
と
へ
行
き
、
開
皇
二
十
年

(六
〇
〇
)
に
は
智
躁
と
共
に
祝
賀
使
と

し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
仁
寿
元
年

(六
〇

一
)
に
は
晋
王
と
灌
頂
智
燥
の
間

で
智
顎
の
霊
異
に
つ
い
て
の
問
答
が
あ
り
、
皇
太
子
敬
霊
寵
文
等
を
持
つ
て
天

台
山
に
帰
り
開
寵
し
た
。
ま
た
翌
年
に
は
慧
日
道
場
で
慧
荘
法
論
に
浄
名
経
を

講
じ
さ
せ
た
と
こ
ろ
智
顎
の
疏
を
用
い
て
い
た
の
で
、
晋
王
は
智
顕
の
法
華
の

義
に
通
達
す
る
者
に
疏
を
持
つ
て
上
京
せ
よ
と
い
い
、
こ
れ
に
は
灌
頂
が
選
ば
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れ
て
い
る
。
そ
し
て
天
台
山
へ
帰
つ
て
間
も
な
く
長
安
の
で
法
華
疏
の
三
夏
閾

弘
を
行
な

つ
て
い
る
。
ま
た
大
業
元
年

(六
〇
五
)
に
智
躁
が
揚
州
に
派
遣
さ

れ
た
際
に
、
智
顕
伝
に
つ
い
て
弟
子
灌
頂
記
録
し
て
行
状

一
巻
あ
り
と
答
え
て

お
り
、智
者
大
師
別
伝
の
お
お
ま
か
な
も
の
が
す
で
に
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
国
清
百
録
も
智
寂
の
あ
と
を
受
け
て
作
成
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
。
そ
し
て
日

厳
寺
謹
論
の
後
は
威
陽
よ
り
桃
林
(華
陰
県
)
、幽
葡

(幽
州
と
葡
州
)
と
行
き
、

大
業
七
年

(六
二
一
)
の
揚
帝
に
よ
る
琢
野
招
引
に
応
じ
、
大
業
十
年

(六
一

四
)
に
は
天
台
山
で
浬
繋
経
を
推
度
し
て
い
る
。
し
か
し
階
末
の
戦
乱
に
よ
り

天
台
山
か
ら
沃
州
山
、
遂
安

(郡
氏
に
浄
名
経
を
講
ず
)
、柵
城
(仙
居
県
か
)
、

遂
安
と
移
り
、
次
に
安
州
に
至
つ
て
は
階
末
唐
初
の
戦
乱
も
お
さ
ま
つ
て
、
戴

氏
の
重
席
に
も
加
わ
り
武
徳
二
年

(六

二
九
)
に
は
浬
葉
玄
義

一
巻

・
疏
十
二

巻
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
(以
上
僧
使
時
代
、
浬
契
玄
疏
作
成
時
代
)

こ
れ
よ
り
以
後
七
十
二
歳
で
入
滅
す
る
貞
観
六
年

(六
三
二
)
ま
で
の
十
三

年
間
の
行
状
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
主
に
天
台
山
に
住
し
、
智
顎
講

説
の
筆
録
本
を
整
理
結
集
し
自
ら
の
講
説
を
も
行
な
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

間
の
事
せ
き
と
し
て
は
貞
観
元
年

(六
二
七
)
に
智
隔
が
入
滅
す
る
に
際
し
、

六
年
後
灌
頂
が
兜
率
天
に
昇
つ
て
法
を
説
く
と
述
べ
た
こ
と
、
及
び
貞
観
三
年

(六
二
九
)
に
丹
丘
で
法
華
文
句
を
添
削
し
た
こ
と
等
が
う
か
が
え
る
o
そ
の

他
続
高
僧
伝
で
は
霊
異
的
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
い
つ
の

出
来
事
か
は
不
明
で
あ
る
。
か
く
し
て
貞
観
六
年

(六
三
二
)
八
月
七
日
国
清

寺
で
入
滅
し
、
南
山
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(以
上
著
作
整
理
時
代
)

以
上
灌
頂
の
生
涯
を
簡
単
に
述
べ
た
が
、
私
は
と
り
あ
え
ず
そ
の
時
代
区
分

を
幼
少
時
代
よ
り
摂
静
寺
時
代
、
智
顎
常
随
時
代
、
静
養
期
間
、
僧
使
時
代
、

浬
契
玄
疏
作
成
時
代
、
著
作
整
理
時
代
と
分
け
て
み
た
。

ま
ず
は
じ
め
に
摂
静
寺
時
代
に
は
二
十
歳
で
具
足
戒
を
受
け
浬
架
思
想
の
芽

ぱ
え
が
見

ら
れ
る
が
、

そ

の
他
特
別
な
事
が
ら
は
な
か

つ
た
よ
う
で
あ
る
。
、

次
に
智

顎
常
随
時
代
に
は
今
日
い
わ
ゆ
る
天
台
三
大
部
と
呼
ば
れ
る
法
華
玄

義

・
法

華
文
句

・
摩
詞
止
観

の
講
義
を
受
け
た
ほ
か
、

そ

の
他

の
経
典

の
講
義

も
受
け
た
も
の
と
み
ら
れ
、

そ
の
最
後

の
豫
章

で
の
静
養
期

間
に
は
早
く
も
そ

の
筆
録
の
整
理
を

し
は
じ
め

て
い
る
こ
と
に
は
注
目
せ
ら
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
智
顎
滅
後
僧
使
時
代
に
入
り
、
自
ら

は
隠
居

し
て
世
を
終
ろ
う
と
し

て

い
た
ら
し

い
が
、

こ
の
時
す
で
に
灌
頂

は
天
台
衆
を
代
表
す

る
僧
使

と
な

つ

て

い
た

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
仁
寿
二
年
、

晋

王
が
法
華

の
義

に
通
達
す
る
者

を

一
人
上
京
さ
せ
よ
と
勅

し
て
い
る
が
、

こ
の
時
灌
頂
が
選

ば
れ
た

こ
と
は
、

名
僧
使
と
し
て
の
天
台
衆
代
表
と
共
に
智
顎

の
教
学
的
継
承
者

の
第

一
人
者
と

し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ

の
後
階
揚
帝

の
衰
微

に
よ
り
僧
使

よ
り
ま
ぬ
が
れ
る
と
再

び
浬
繋
経
を
推

度
し
て

い
る
。

こ
の
こ
と
は
灌
頂
に
と

つ
て
浬
繋
経
が

い
か
に
重
要

で
あ

つ
た

か
を
物
語
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
浬
盤
玄
疏

作
成
後
、

灌
頂

の
動
行
は
不

明
で
あ

る
が
、

入
滅
す

る
ま
で

の
間

お
そ
ら
く
は
筆
録
本

の
整
理
結
集

に
あ
た

つ
た
も

の
と
思
わ
れ

一
応
著
作

整
理
時
代

と
し
た
。

ま
た

こ
の
時
期

に
は
前

の
階
王
朝

の
時

の
よ

う

な
交

流

が
、
唐

王
朝

と
の
間
に
は
な
か

つ
た
よ
う

で
あ
る
。

こ

の
こ
と
は
灌
頂
以
後
天

台

か
ら
す

ぐ
れ
た
僧
が
出
な
か

つ
た
の
と
合

せ
て
第

一
期
暗
国
時
代
に
入

つ
て

行

く
前
兆

を
示
す
も

の
で
あ

ろ
う
。

今
日
智
顎
説
灌
頂
記

の
典
ハ籍
が
数
多
く
あ
り
、

灌
頂
は
結
集

の
巨
匠
と
し
て

仰

が
れ
、

天
台
宗

二
祖

と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
を
得

て
い
る
が
、

そ

の
他
に

名
僧
使

と
し
て
の
智
顕
滅
後

の
天
台

教
団

の
護
持
者
、

さ
ら

に
は
浬
繋
経

の
学

者

と
し
て
の
灌
頂
を
見
落

と
し
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

〔註
省
略
〕

灌
頂
伝

に

つ
い
て
の

一
考
察

(
佐

々
木
)
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