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五
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五
回
中
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教
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研
究
会
議

　基
調
講
演

日
蓮
宗
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

赤

　堀

　正

　明

赤
堀　

私
の
講
演
で
は
、
先
師
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
状
況
の
中
で
仏
教
を
求
め
、
広
め
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

興
し
て
き
た
か
、
そ
れ
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

評
論
家
の
若
葉
み
ど
り
さ
ん
が
、
人
類
の
考
え
を
一
変
さ
せ
た
人
と
し
て
、『
芸
術
新
潮
』
に
次
の
三
人
を
挙
げ
て
い
る
の
を
拝
見
し

ま
し
た
。
ま
ず
一
人
目
は
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八
〜
一
八
八
三
）
で
す
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
、「
資
本
家
は
支
配
者
で
、

労
働
者
は
支
配
さ
れ
る
側
の
人
間
で
あ
る
」
と
説
き
ま
し
た
。
こ
の
階
層
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
世
の
中
の
通
念
を
、
実
は
虐
げ
ら
れ
て

い
る
労
働
者
が
一
番
偉
い
と
言
っ
て
、
革
命
を
起
こ
し
、
そ
れ
ま
で
の
世
の
中
の
仕
組
み
を
一
変
さ
せ
た
思
想
家
で
す
。

　

二
人
目
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
一
八
七
九
〜
一
九
五
五
）
で
す
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
空
間
と
時
間
と
い

う
の
は
異
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
そ
れ
を
空
間
と
時
間
は
同
じ
次
元
で
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
、
状
況
に
よ
り
変
化
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
説
き
ま
し
た
。
時
間
な
ど
と
い
う
の
は
不
可
逆
の
も
の
で
、
し
か
も
、
一
定
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
を
、
こ
れ
は
仏
教
の

教
え
と
も
近
い
の
で
す
が
、
時
間
そ
の
も
の
も
長
く
な
っ
た
り
短
く
な
っ
た
り
す
る
と
捉
え
、
全
く
今
ま
で
の
通
念
を
一
変
さ
せ
た
思
想

家
で
す
。

　

三
人
目
は
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（
一
八
五
六
〜
一
九
三
九
）
で
す
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
そ
れ
ま
で
「
正
常
」
と
「
異
常
」
と
い
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う
二
元
化
か
ら
人
間
を
捉
え
て
い
た
の
を
、「
人
間
の
心
の
奥
に
は
、
お
ぞ
ま

し
い
、
ド
ロ
ド
ロ
し
た
異
常
な
世
界
も
内
包
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。「
人
は
神
の
善
な
る
子
で
あ
る
」
と
い
う
の
を
、
性
の
リ
ビ

ド
ー
に
よ
っ
て
、
人
間
は
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。
心
の
奥
に
は
誰
も
が
、
そ

う
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
思
想
家
で
す
。

　

次
に
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
仏
教
」
に
つ
い
て

話
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
二
五
〇
〇
年
前
の
釈
尊
、
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年

前
の
法
華
経
、
七
五
〇
年
前
の
日
蓮
聖
人
、
七
〇
〇
年
前
の
日
像
上
人
、
三
五

〇
年
前
の
元
政
上
人
、
現
在
の
私
に
つ
い
て
、「
社
会
状
況
」「
問
題
点
の
把
握

と
深
化
」「
価
値
の
創
造
」「
変
革
の
実
現
」
と
い
う
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
興

し
て
い
く
順
序
を
要
略
し
た
四
つ
の
視
点
か
ら
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

ま
ず
初
め
に
釈
尊
で
す
。
私
は
、
釈
尊
は
、
人
類
史
上
最
大
の
イ
ノ
ベ
ー
タ

ー
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
の
存
在
の
根
源
的
な

意
味
を
明
ら
か
に
し
、
人
間
は
、
自
ら
至
高
の
存
在
で
あ
る
仏
に
な
れ
る
と
、

人
類
史
上
、
初
め
て
宣
言
さ
れ
た
方
だ
か
ら
で
す
。

　
「
社
会
状
況
」
に
つ
い
て
、
釈
尊
の
時
代
は
四
姓
各
別
と
言
う
よ
う
に
、
僧

侶
、
貴
族
、
庶
民
、
そ
し
て
不
可
触
賤
民
と
い
う
四
つ
の
階
級
社
会
、
差
別
社

会
で
出
来
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
宗
教
的
に
は
、
神
と
人
の
媒
介
者
の
バ
ラ
モ
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ン
を
中
心
と
し
た
宗
教
で
す
。
神
と
人
間
の
間
に
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
媒
介
者
が
入
り
、
そ
の
人
に
供
養
、
布
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ

れ
る
と
い
う
宗
教
で
す
。「
問
題
点
の
把
握
と
深
化
」
は
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
自
由
で
、
平
等
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
宗
教
的
に

は
、
媒
介
者
は
必
要
な
い
。
媒
介
者
を
通
し
て
救
わ
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
「
価
値
の
創
造
」
に
つ
な
げ
る
と
、
血

や
財
産
や
職
業
や
地
位
に
よ
っ
て
人
を
評
価
し
て
は
い
け
な
い
。
自
ら
が
成
長
す
る
の
で
あ
り
、
媒
介
者
を
必
要
と
す
る
宗
教
は
間
違
い

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
「
変
革
の
実
現
」
と
し
て
は
、
そ
の
人
の
行
い
の
み
に
よ
っ
て
、
人
は
評
価
す
べ
き
で
あ

る
。「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
の
宣
言
で
も
あ
り
、
神
に
依
ら
な
い
人
権
の
宣
言
で
す
。「
生
き
と
し
生
け
る
も

の
は
幸
い
で
あ
れ
」。
神
を
含
む
何
者
に
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
人
は
幸
せ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
来
た
る
末
法
ま
で

の
指
針
を
、
釈
尊
は
法
華
経
に
示
さ
れ
ま
す
。

　

次
に
、
法
華
経
を
含
む
大
乗
仏
教
に
つ
い
て
で
す
。「
社
会
状
況
」
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
等
の
影
響
で
、
阿
弥
陀
如
来
。
こ
れ
は
ア

ミ
タ
ー
バ
、
無
量
光
、
無
量
の
光
の
如
来
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
、
ど
う
見
て
も
太
陽
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
大
日
如
来
も
、
太
陽
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
な
ど
の
影
響
を
下
に
、
多
く
の
仏
が
並
び
立
ち
、
多

く
の
異
な
る
教
え
が
乱
立
し
て
い
た
時
代
で
す
。

　
「
問
題
の
把
握
と
深
化
」
は
、
釈
尊
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
か
ら
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
仏
教
内
で
も
過
去

か
ら
の
諸
仏
の
一
人
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、「
過
去
七
仏
」
と
い
う
信
仰
も
あ
り
、「
妙
法
蓮
華
経
序
品
第
一
」

の
中
に
、
そ
う
し
た
経
緯
が
織
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
諸
仏
の
中
の
一
人
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
す
。
そ
し
て
「
価
値
の
創
造
」
と
し

て
は
、
仏
と
は
、
此
土
に
人
間
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、
成
道
し
た
者
こ
そ
が
、
仏
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る

と
い
う
考
え
に
転
換
し
て
い
ま
す
。
我
々
と
同
じ
条
件
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
仏
教
を
信
仰
す
る
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
自
業
自
得
果
と
い
う
仏
教
の
教
え
か
ら
外
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
釈
尊
こ
そ
が
他
の
全
て
の
仏
を
説
き
顕
し
、
全
て
の
教
え
を
開
顕
し
、

統
一
す
る
。
能
説
能
顕
の
仏
で
あ
る
と
、
価
値
を
捉
え
直
さ
れ
、
そ
し
て
、「
変
革
の
実
現
」
と
し
て
は
、
法
華
経
に
、
三
世
、
十
方
の
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教
え
と
、
諸
仏
を
統
一
す
る
久
遠
実
成
釈
迦
牟
尼
仏
と
し
て
、
釈
尊
を
位
置
づ

け
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

写
真
㊀
は
、
自
坊
で
あ
る
常
不
軽
寺
所
蔵
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
レ
リ
ー
フ
で
す
。

真
ん
中
に
座
ら
れ
て
い
る
の
が
釈
尊
で
す
。
そ
し
て
、
両
脇
に
諸
仏
・
諸
菩
薩

が
立
像
で
並
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

諸
菩
薩
は
、
未
来
に
仏
に
な
る
弥
勒
菩
薩
を
代
表
と
す
る
未
来
に
仏
と
成
る
諸

菩
薩
。
そ
し
て
、
諸
仏
は
、
過
去
七
仏
に
象
徴
さ
れ
る
、
過
去
の
悟
り
を
開
い

た
仏
で
す
。
こ
の
レ
リ
ー
フ
で
は
、
そ
の
真
ん
中
に
釈
尊
だ
け
が
座
っ
た
形
で
、

特
別
に
位
置
づ
け
ら
れ
過
去
・
未
来
の
仏
の
統
合
を
表
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く

は
、
紀
元
前
後
か
ら
百
年
ぐ
ら
い
の
間
、
法
華
経
が
成
立
し
た
頃
に
制
作
さ
れ

た
レ
リ
ー
フ
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

次
に
、
日
蓮
聖
人
で
す
。「
社
会
状
況
」
は
、
ち
ょ
う
ど
今
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

『
鎌
倉
殿
の
十
三
人
』
で
放
映
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
兄
弟
同
士
、
あ
る
い

は
親
が
子
を
殺
す
と
い
う
時
代
で
す
。
ち
ょ
う
ど
貴
族
か
ら
武
士
の
時
代
に
、

貴
族
の
宗
教
か
ら
武
士
の
宗
教
に
転
換
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
す
。
法
然
上
人
、

道
元
禅
師
、
栄
西
上
人
、
親
鸞
上
人
な
ど
が
続
出
し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。

ド
ラ
マ
に
出
て
く
る
比
企
氏
や
平
賀
氏
と
い
う
、
日
蓮
聖
人
を
取
り
巻
く
人
々

も
、
こ
う
し
た
動
乱
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
問
題
点
の
把
握
と
深
化
」
は
、
人
々
と
国
に
安
心
と
安
穏
を
も
た
ら
す
に
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は
、
此
土
、
現
世
に
立
脚
す
る
正
し
い
仏
教
を
立
て
て
、
此
土
を
浄
土
に
す
る

必
要
が
あ
る
と
帰
結
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、「
価
値
の
創
造
」
で
は
、
此

土
こ
そ
、
我
々
が
仏
に
な
れ
る
場
所
で
あ
る
。
修
行
し
、
業
を
能
転
で
き
る
の

は
、
現
世
だ
け
で
あ
る
。
死
後
の
成
仏
は
難
し
い
と
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
浄
土

優
位
の
仏
教
を
一
変
さ
せ
ま
し
た
。

　
「
変
革
の
実
現
」
と
し
て
は
、「
立
正
安
国
論
」
に
社
会
の
事
象
に
の
っ
と
っ

た
形
で
の
事
の
一
念
三
千
を
明
ら
か
に
し
、
世
の
中
に
仏
教
の
世
界
観
を
訴
え

た
の
で
す
。
も
う
一
点
は
、
大
曼
荼
羅
に
よ
る
諸
経
・
尊
格
の
統
一
で
す
。
弘

法
大
師
は
中
国
か
ら
四
種
曼
荼
羅
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
が
、
そ
の
四
種
類
の
一

つ
が
大
曼
荼
羅
で
あ
り
、
そ
の
中
に
有
名
な
胎
蔵
界
と
金
剛
界
と
い
う
二
種
の

曼
荼
羅
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
種
の
曼
荼
羅
を
統
合
す
る
と
い
う
の
が
弘
法
大

師
の
使
命
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
成
す
こ
と
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
れ
を
統
合
す
る
に
は
、
法
華
経
の
宝
塔
品
の
二
仏
並
坐
の
思
想
が

必
要
だ
か
ら
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
大
曼
荼
羅
は
、
金
剛
界
、
胎
蔵
界
と
い
う
二

つ
の
大
き
な
流
れ
の
世
界
観
を
統
合
す
る
。
全
て
の
教
え
と
、
全
て
の
仏
菩
薩

と
い
う
尊
格
を
統
合
す
る
。
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
が
日
蓮
聖
人
の
大
曼
荼
羅

な
の
で
す
。

　

次
に
、
日
像
上
人
（
像
師
）
で
す
。
像
師
は
、
日
蓮
聖
人
の
直
弟
子
で
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
、
我
々
が
考
え
る
と
、
日
蓮
聖
人
と
異
な
る
考
え
を
持
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た
れ
て
い
た
の
か
と
思
え
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。「
社
会
状
況
」
と
い
う
の
は
、

武
士
の
世
が
商
人
に
変
わ
る
。
商
人
が
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
変
化
の
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
自
由
な
発
想
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い

た
の
で
す
。

　

商
人
は
救
わ
れ
な
い
の
か
。
商
人
と
い
う
の
は
、
日
本
の
四
姓
の
中
で
は
、

士
農
工
商
と
し
て
一
番
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
商
行
為
と
い
う
の
は
、

百
円
の
も
の
を
千
円
で
売
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
畑
を
耕
し
て
百
の
仕
事
で

初
め
て
お
米
が
で
き
る
と
い
う
も
の
と
は
全
く
構
造
が
違
い
ま
す
。
今
日
、
百

円
の
も
の
を
、
あ
し
た
千
円
で
売
る
。
そ
の
ま
ま
聞
け
ば
詐
欺
の
よ
う
な
、
そ

う
し
た
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
像
師
は
、
法
華
経
の
法
師
功
徳
品

の
中
に
あ
る
「
資
生
業
等
皆
順
正
法
」。
全
て
の
生
産
、
物
を
売
っ
た
り
す
る

行
為
は
、
皆
、
仏
教
で
あ
る
、
仏
法
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
商
行
為
の
位
置
づ

け
を
さ
れ
ま
し
た
。「
商
売
も
仏
教
」
な
の
だ
と
、
発
想
を
転
換
さ
れ
た
の
で

す
。
恐
ら
く
こ
の
こ
と
が
、
当
時
の
京
都
の
町
衆
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
京

都
の
過
半
数
が
法
華
に
改
宗
し
た
と
い
う
事
態
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
「
価
値
の
創
造
」
で
は
、
自
分
の
体
験
か
ら
日
蓮
聖
人
の
仏
教
を
捉
え
、
人

に
伝
え
る
こ
と
こ
そ
が
大
事
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
す
。
単
に
お
経
文
を
説
く

の
で
は
な
く
、
時
代
背
景
、
自
ら
置
か
れ
て
い
る
立
場
か
ら
仏
教
を
捉
え
て
い
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く
と
い
う
姿
勢
が
、
非
常
に
強
く
見
ら
れ
ま
す
。「
変
革
の
実
現
」
を
見
て
い

く
と
そ
れ
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
ま
ず
、「
波
揺
題
目
」
で
す
。
こ
れ
は
、
鎌

倉
の
由
比
ヶ
浜
で
百
日
寒
修
行
を
し
て
、
感
得
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
、
こ
の
写
真
②
の
右
側
の
お
題
目
を
見
て
い
た
だ
い
て
、
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。
日
蓮
聖
人
の
お
題
目
と
全
く
違
っ
て
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
、
い
わ

ゆ
る
「
書
き
文
字
」
で
す
。
そ
ば
つ
ゆ
の
ラ
ベ
ル
に
書
い
て
あ
る
字
の
よ
う
な
、

図
案
化
さ
れ
た
お
題
目
で
す
。
皆
さ
ん
が
見
て
、
恐
ら
く
は
「
こ
ん
な
も
の
を

像
師
が
書
い
た
の
か
」
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
日
蓮
聖
人
の
お
題
目
と
は
全
く

異
形
の
お
題
目
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
右
側
の
ご
本
尊
は
、
岡
山
の
蓮
昌
寺
に
格
護
さ
れ
て
い
る
ご
本
尊
で
す
。

蓮
昌
寺
の
寺
壇
が
、「
ぜ
ひ
像
師
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
像

師
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
ど
う
し
て
も
京
都
を
空
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
返

事
で
す
。
そ
こ
で
、
岡
山
の
蓮
昌
寺
の
檀
信
徒
が
、
そ
れ
ぞ
れ
紙
を
持
ち
寄
り
、

七
十
五
紙
を
、
京
都
の
像
師
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
各
人
、
各
紙
毎
に

「
ご
本
尊
を
染
筆
い
た
だ
き
た
い
」
と
お
願
い
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
像
師

は
、
七
十
五
枚
を
一
紙
に
し
て
、
縦
七
メ
ー
ト
ル
、
横
四
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な

本
尊
を
描
き
、
蓮
昌
寺
に
送
ら
れ
た
の
で
す
。
不
動
愛
染
の
種
字
も
デ
フ
ォ
ル

メ
さ
れ
て
、
こ
れ
を
見
れ
ば
、
お
題
目
は
単
な
る
教
え
で
は
な
く
て
、
象
徴
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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左
側
の
宝
塔
は
、
京
都
の
七
口
に
存
在
し
た
石
塔
の
一
つ
で
す
。
七
口
は
京
都
に
入
る
街
道
が
七
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

像
師
が
教
化
し
た
石
工
が
「
何
か
布
教
の
お
手
伝
い
を
」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
像
師
は
「
京
都
に
入
る
七
口
に
お
題
目
の
宝
塔
を
作
っ

て
く
れ
。
そ
う
す
れ
ば
、
京
都
に
入
る
人
は
、
誰
も
が
お
題
目
に
触
れ
る
で
は
な
い
か
」
と
の
経
緯
か
ら
、
作
ら
れ
た
題
目
塔
な
の
で
す
。

現
在
、
数
か
所
に
残
存
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
京
都
の
宝
塔
寺
、
像
師
の
荼
毘
所
に
移
さ
れ
た
題
目
塔
で
す
。

　

次
に
、
一
塔
両
尊
の
本
尊
に
関
し
て
見
て
い
き
ま
す
。
恐
ら
く
皆
さ
ん
の
お
寺
も
、
一
塔
両
尊
の
形
式
で
お
奉
り
し
て
い
る
お
寺
は
多

い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
、
よ
く
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
一
塔
両
尊
は
、
日
蓮
聖
人
は
造
像
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
恐
ら

く
は
、
像
師
が
京
都
に
赴
か
れ
て
、
他
宗
の
伽
藍
あ
る
い
は
本
尊
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
、
殊
に
弘
法
大
師
が
造
立
さ
れ
た
東
寺
の
立
体
曼

荼
羅
を
拝
見
し
た
時
に
、「
大
曼
荼
羅
の
紙
幅
で
は
、
荘
厳
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
気
づ
か
れ
て
、
大
曼
荼
羅
の
中
尊
部
を
取
っ

て
一
塔
両
尊
を
中
心
と
す
る
立
体
形
式
の
本
尊
を
造
像
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
然
、
日
蓮
聖
人
の
内
意
と
し
て
、
像
師
に
御
遺

命
が
あ
っ
た
と
も
推
察
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
き
な
決
断
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
京
都
五
山
の
送
り
火
で
す
。
日
蓮
宗
の
松
ヶ
崎
の
湧
泉
寺
と
い
う
お
寺
で
、
お
盆
の
時
の
送
り
火
と
し
て
始
め

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
歴
史
上
、
唯
一
確
実
な
史
料
で
す
。「
鳥
居
」
そ
れ
か
ら
、
真
言
宗
は
、
弘
法
大
師
が
始
め
た
と
言
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
皆
さ
ん
は
「
鳥
居
」「
大
」、「
船
形
」
の
絵
・
字
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
か
れ
て
い
ま
す
か
。
こ
れ
は
、

私
が
京
都
に
い
る
時
に
、
法
華
宗
真
門
流
の
管
長
を
務
め
ら
れ
た
林
日
邵
猊
下
か
ら
ヒ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

鳥
居
と
い
う
の
は
、
尊
い
も
の
を
祀
る
象
徴
で
す
。
Ｔ
字
の
木
上
に
鳥
が
止
ま
っ
て
い
る
の
が
中
国
の
雲
南
省
で
発
見
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
鳥
居
の
原
型
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
大
」
は
、
大
乗
妙
法
の
「
大
」
で
す
。「
船
形
」
は
ど
う
で
す
か
。
乗
り
物
で

す
。「
乗
」
と
い
う
漢
字
は
、
点
火
し
た
火
で
は
画
数
が
多
く
て
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
船
形
で
表
し
た
の
で
す
。
読
ん
で
み

て
く
だ
さ
い
。「
大
乗
妙
法
」
と
読
め
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
一
番
右
の
「
大
」
は
、
恐
ら
く
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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像
師
は
こ
の
よ
う
に
、
教
え
を
視
覚
的
に
人
々
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ

れ
ま
で
に
な
か
っ
た
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
興
さ
れ
た
方
で
す
。

　

最
後
に
、
元
政
上
人
で
す
。「
仏
教
を
楽
し
み
、
仏
教
で
楽
し
む
」
生
き
方

を
さ
れ
た
先
師
で
す
。「
社
会
状
況
」
は
、
世
の
中
は
安
定
し
て
い
る
が
、
平

安
の
世
に
な
れ
て
僧
は
堕
落
し
、
修
行
す
る
所
も
な
い
。
元
政
上
人
は
、
そ
れ

ま
で
の
日
蓮
宗
と
大
き
く
転
換
し
た
時
代
に
生
ま
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
と
い
う
の
は
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
最
も
安
定

し
た
時
代
で
す
。
し
か
し
、
安
定
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間
が
成
長
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
政
上
人
が
当
時
書
い
た
詩
の
中
に
は
、
痛
烈
に
僧
侶

社
会
を
批
判
し
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
そ
れ
が
一
般
の
人
に
読
ま
れ

る
よ
う
に
な
ら
な
い
の
か
、
私
に
は
不
明
で
す
。
又
、
余
談
で
す
が
、
私
は
、

元
政
上
人
の
和
歌
よ
り
も
漢
詩
を
好
み
ま
す
。

　
「
問
題
点
の
把
握
と
深
化
」
に
お
い
て
、
一
点
は
、
祖
師
の
時
代
と
は
違
う

と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
宣
言
し
て
い
ま
す
。
そ
う
思
う
方
は
、
こ
れ
ま
で
た

く
さ
ん
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
を
公
に
発
言
し
、
実
行
す
る
の
は
、
万
人
に
一

人
で
あ
り
ま
す
。
元
政
上
人
は
、
そ
の
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
宣
言
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。「
高
祖
師
を
師
と
す
と
言
え
ど
も
そ
の
跡

を
師
と
せ
ず
」。
日
蓮
聖
人
を
尊
敬
し
て
敬
う
け
れ
ど
も
、
同
じ
よ
う
に
す
る

わ
け
で
は
な
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
今
で
も
、
追
体
験
と
い
っ
て
、
で
き
な
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い
の
に
、
国
家
諌
暁
や
立
正
安
国
を
語
る
方
々
も
い
ま
す
。
そ
こ
を
元
政
上
人
は
、
は
っ
き
り
「
時
代
は
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

を
宣
言
さ
れ
た
の
で
す
。

　
「
吾
が
性
狂
愚
を
病
む
」
と
い
う
言
葉
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
禅
宗
の
一
休
禅
師
、
そ
れ
か
ら
、
臨
済
宗
の
良
寛
和
尚

が
、
自
ら
を
「
狂
」「
愚
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
親
鸞
上
人
も
愚
禿
と
自
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
の
中
が
狂
っ
て
い
る
と
き
に
は
、

自
ら
が
狂
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
当
性
の
主
張
で
も
あ
り
ま
す
。「
世
の
中
で
私
一
人
異
な
っ
て
い
て
も
、
私
は
そ
の
道
を
貫
く
」

と
い
う
の
が
、
狂
愚
と
い
う
言
葉
に
潜
め
た
意
味
で
す
。
そ
の
意
味
で
元
政
上
人
は
、
日
蓮
宗
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
他
の
僧
侶
と
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
く
て
、
日
蓮
聖
人
の
真
意
を
汲
ん
で
、
世
の
中
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
日
蓮
教
団
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、

「
自
ら
は
こ
の
道
を
歩
む
」
と
宣
言
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　
「
価
値
の
創
造
」
と
し
て
は
、
歌
も
詩
も
仏
道
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
政
上
人
以
前
、
あ
ま
り
作
詩
・
作
歌
を
楽
し
ま
れ
た
方

は
お
り
ま
せ
ん
。
歌
を
詠
ん
だ
り
、
詩
を
詠
む
こ
と
は
、
僧
侶
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
言
わ
れ
て
き
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
を

逆
転
さ
せ
、
今
の
時
代
、
僧
侶
も
作
歌
や
作
詩
を
た
し
な
み
、
そ
れ
を
楽
し
ん
で
仏
道
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
直
し
た
わ
け
で
す
。

上
人
の
頂
相
に
「
即
身
成
仏　

万
法
是
師
」
の
讃
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
全
て
の
存
在
は
、
私
が
仏
に
な
る
た
め
の
先
生
で
あ
る
。

全
て
の
存
在
が
私
を
仏
に
導
い
て
く
れ
る
」、
と
の
意
味
で
す
。

　

先
ほ
ど
、
元
政
上
人
は
詩
や
歌
が
好
き
だ
と
話
ま
し
た
。
元
政
上
人
は
持
律
堅
固
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
お
手
紙
な
ど
を
読
ん
で
み

る
と
、
和
歌
の
集
ま
り
に
行
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
。
何
日
も
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、
お
弟
子
が
、「
元
政
上
人
、
い
い
か
げ
ん
に
帰
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
」「
瑞
光
寺
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
主
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
の
お
手
紙
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、

『
温
泉
遊
草
』
と
い
っ
て
、
有
馬
温
泉
に
湯
治
に
赴
い
た
紀
行
文
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は
、
一
般
で
膾
炙
さ
れ
て
い
た
真
面

目
一
辺
倒
の
元
政
上
人
と
異
な
り
、
自
由
闊
達
な
元
政
上
人
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
変
革
の
実
現
」
と
し
て
、
幾
つ
か
見
て
ま
い
り
ま
す
。
元
政
上
人
の
本
門
三
宝
本
尊
。
こ
れ
は
、
草
書
体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
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前
例
の
な
い
書
体
で
す
。
又
、
両
尊
を
南
無
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
、
南
無
高
祖
日

蓮
大
菩
薩
と
さ
れ
、
本
門
の
三
宝
を
も
っ
て
本
尊
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

今
日
、
分
か
り
や
す
く
帰
依
す
る
対
象
を
明
確
に
表
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
ま
す
。
晩
年
に
「
十
楽
」
の
詩
を
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
楽
は
「
私
は

命
を
得
て
人
と
な
っ
た
」。
そ
し
て
、
十
楽
に
は
、「
未
だ
か
っ
て
菩
薩
の
道
に

想
い
を
寄
せ
ず
、
た
だ
仏
と
な
る
道
を
尊
ん
で
い
る
。
な
お
心
に
仏
界
が
具
足

す
る
観
心
で
は
な
く
、
全
く
私
自
身
が
仏
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
私
は
、
こ

の
十
楽
を
得
た
こ
と
を
限
り
な
い
喜
び
と
す
る
も
の
で
あ
る
」。
仏
教
は
楽
し

い
も
の
だ
。
こ
ん
な
楽
し
い
仏
教
に
出
会
い
、
今
日
ま
で
そ
の
中
に
い
ら
れ
た

こ
と
を
、
な
ん
と
喜
ぶ
べ
き
こ
と
か
と
い
う
上
人
の
人
生
賛
歌
の
詩
で
す
。

　

最
後
に
、
私
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
ま
す
。「
宗
学
の

リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
題
し
ま
し
た
。
現
在
の
「
社
会
状
況
」
は
、「
三
離
れ
」
と

し
て
、
ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
（
一
九
二
七
〜
二
〇
一
六
）
が
言
う
「
見
え

な
い
宗
教
の
時
代
」。
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た
、「
寺
は
風
景
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
」。
最
近
で
は
鵜
飼
秀
徳
さ
ん
が
、「
寺
院
消
滅
」
と
い
う
言
葉
を

語
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
が
見
え
な
い
時
代
で
す
。「
問
題
点
の
把
握
」
と
し

て
は
、
人
々
は
、
七
人
に
一
人
が
精
神
的
不
安
を
抱
え
て
、
心
の
平
安
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
に
、
法
要
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
人
は
救
わ
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。
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そ
の
中
で
、
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
寺
づ
く
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
教
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。
島
根
県
か
ら
二
百
年
た
っ
た
古
民
家
を

移
築
し
て
、
そ
の
土
間
を
使
っ
て
、
本
堂
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
３
Ｒ
と
い
う
、
リ
・
デ
ュ
ー
ス
、
リ
・
ユ
ー
ス
、
リ
・
サ
イ
ク

ル
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
す
が
、
私
は
こ
れ
に
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
言
葉
を
加
え
た
い
と
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、「
新
し
い
お
寺
に
世
界
最
古
の
釈
尊
像
」。
紀
元
百
年
後
頃
に
造
ら
れ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
釈
尊
像
を
お
奉
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
新

し
い
、
誰
も
知
ら
な
い
、
誰
も
来
た
こ
と
が
な
い
お
寺
で
す
。
来
た
人
が
、
仏
教
と
は
何
か
分
か
る
象
徴
と
し
て
、
釈
尊
像
を
求
め
て
、

こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
釈
尊
像
に
出
会
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、「
何
を
や
っ
て
い
る
か
ハ
ッ
キ
リ
分
か
る
看
板
」
で
す
。
山
門
の
傍
に
立
て
ら
れ
た
看
板
の
四
面
で
す
。
こ
の
お
寺
が
ど

ん
な
寺
で
、
何
が
あ
り
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
分
か
り
、
今
、
や
っ
て
い
る
こ
と
を
発
信
で
き
る
看
板
で
す
。
夜
も
十
時
ま
で
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
普
通
、
お
寺
の
看
板
と
い
う
と
寺
名
だ
け
で
す
が
、
誰
で
も
が
で
き
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
一
つ

の
入
り
口
に
な
る
か
と
思
い
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
、「
三
離
れ
に
応
え
る
お
墓
」
で
す
。
こ
の
お
墓
は
、
集
合
型
樹
木
葬
墓
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
白
木
蓮
を
中
心
に
、
一
基
で

八
十
個
の
墓
石
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
手
前
か
ら
四
段
階
で
、
徐
々
に
収
容
量
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
お
墓
を
取
っ

た
方
は
皆
、
檀
家
と
私
は
考
え
ま
す
。
た
だ
、
檀
家
と
し
て
の
縛
り
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
法
事
を
す
る
人
は
、
い
た
し
ま

す
。
檀
家
で
も
法
事
を
し
な
い
時
代
な
の
で
、
檀
家
と
し
て
の
縛
り
は
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
を
取
っ
て
い
ま
す
。

逆
に
、
墓
じ
ま
い
を
す
る
人
が
、
新
た
に
取
る
方
が
増
え
る
お
墓
で
も
あ
り
ま
す
。
現
代
的
で
シ
ン
プ
ル
で
美
し
く
、
多
様
性
に
応
え
ら

れ
る
お
墓
の
形
態
だ
と
考
え
ま
す
。
約
二
年
弱
で
、
七
十
程
、
建
墓
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
三
十
段
階
の
階
梯
の
講
義
で
す
。「
幸
せ
と
は
何
で
す
か
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
日
蓮
宗
で
通
常
行
わ
れ
て
い
る
講
義
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
の
歴
史
か
ら
入
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
一
般
の
人
が
求
め
て
い
る
の
は
、
自
分
自
身
の
、
今
、
抱
え
て
い

る
悩
み
や
苦
し
み
を
、
ど
う
解
決
し
た
ら
い
い
の
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
仏
教
で
解
決
で
き
る
の
な
ら
ば
、
仏
教
の
教
え
は
、
受
け
入
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れ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、「
幸
せ
と
は
何
で
す
か
」、「
人
は
な
ぜ
怒
る
の
で
し
ょ
う
か
」、「
仏
教
は
悩
み
や
苦
し
み
を
解
決
し

ま
す
」。
こ
う
し
た
形
で
、
約
三
十
段
階
の
講
義
を
作
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
を
知
り
、
幸
せ
に
な
る
た
め
に
必
要
な
項
目
を
三
十
章
に
ま

と
め
、
こ
の
三
十
章
を
学
べ
ば
、
日
蓮
仏
教
の
概
要
が
分
か
り
、
教
え
る
人
も
教
え
な
が
ら
学
べ
る
と
い
う
形
態
を
取
り
、
六
十
回
で
も

九
十
回
で
も
講
義
で
き
る
、
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
つ
つ
、
講
義
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
三
段
階
が
ほ
ぼ
教
学
の
全
体
に
渡

る
こ
と
を
示
し
た
配
当
図
で
あ
り
ま
す
。

　

此
所
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
教
学
の
何
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
学
は
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
勿
論
で

す
が
、
教
え
が
そ
の
人
の
苦
悩
を
解
決
し
、
迷
雲
が
除
か
れ
、
眼
の
前
が
明
る
く
な
る
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が

あ
る
の
で
す
。

　

日
蓮
宗
の
先
師
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
興
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ど
う
か
今
日
一

日
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
え
、
そ
し
て
、「
今
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
興
す
の
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。




