
基
層
信
仰
と
密
教
の
融
合

│
│
日
本
に
お
け
る
不
動
明
王
の
受
容
に
つ
い
て
│
│川

野

憲

一

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的

我
が
国
で
信
仰
さ
れ
て
い
る
仏
教
の
尊
格
の
な
か
で
、
観
音
、
地
蔵
と
並
ん
で
多
く
の
人
々
に
今
な
お
、
驚
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
が

�
お
不
動
さ
ん
�
と
呼
ば
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
る
不
動
明
王
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
国
各
地
の
寺
院
、
修
行
場
は
も
ち
ろ
ん
、
街
角
の
祠

に
も
様
々
な
か
た
ち
で
祀
ら
れ
、
そ
の
前
で
祈
り
を
捧
げ
る
人
々
の
姿
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
観
音
や
地
蔵
の
よ
う
に
人
々
に
対
し
て
優

し
い
姿
で
接
す
る
仏
と
異
な
り
、
背
に
火
炎
を
負
い
、
剣
と
魔
を
縛
る
索
を
身
に
帯
び
る
不
動
が
何
故
、
こ
の
よ
う
に
人
々
に
信
仰
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
目
的
は
、�
平
安
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
何
故
、
不
動
明
王
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
日
本
人
に
信
仰
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
�
を
、

巨
視
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
限
ら
れ
た
紙
数
の
な
か
で
、
厳
密
な
考
証
を
欠
く
点
も
あ
ろ
う
が
、
日
本
に
お
け
る
不
動
明
王
受

容
を
俯
瞰
的
に
論
じ
た
一
試
論
と
し
て
ご
容
赦
い
た
だ
き
、
最
後
ま
で
お
つ
き
あ
い
願
い
た
い
。
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一.

「
不
動
明
王
」
の
誕
生
と
日
本
へ
の
請
来

ま
ず
、
日
本
に
伝
来
す
る
以
前
、
不
動
明
王
と
い
う
尊
格
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
図
様
と
性
質
・
属
性
を
把

握
し
、
不
動
明
王
受
容
に
関
す
る
考
察
の
前
提
と
す
る
。

日
本
に
最
初
に
不
動
明
王
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
弘
法
大
師
・
空
海
で
あ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
師
・
恵
果
が
抱
い
て
い
た
そ
れ
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
空
海
が
唐
か
ら
請
来
し
た
彩
色
曼
荼
羅
（
恵
果
懸
用
曼
荼
羅
の
転
写
本
）
を
空
海
の
生
前
に
書
写
さ
せ
た
神
護
寺
蔵
『
紫
綾

金
銀
泥
両
界
曼
荼
羅
』（
通
称
『
高
雄
曼
荼
羅
』、
図
１
）
中
の
不
動
明
王
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
真
言
密
教
で
は
、
こ
の
空
海
請
来
の

不
動
明
王
の
姿
が
後
の
世
ま
で
尊
ば
れ
た
。
で
は
、
こ
の
空
海
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
不
動
明
王
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
に
し

て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

不
動
明
王
と
い
う
尊
格
の
原
形
は
、
イ
ン
ド
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
渡
辺
照
宏
氏
�
に
よ
る
と
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

名
は
、
ア
チ
ャ
ラ
・
ナ
ー
タ
と
言
い
、
発
音
に
よ
っ
て
二
種
の
意
味
が
あ
る
。
語
尾
の
上
が
る
発
音
は
、
山
に
鎮
ま
っ
て
い
る
自
然
の
神
、

語
尾
の
下
が
る
発
音
は
不
動
尊
そ
の
も
の
を
指
す
と
言
う
。
ま
た
、
不
動
明
王
が
坐
す
瑟
瑟
座
と
言
わ
れ
る
岩
座
は
、
仏
典
に
出
て
く
る
大

雪
山＝

エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
を
指
し
て
い
る
と
言
う
。
即
ち
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
不
動
尊
は
、
山
の
如
く
動
か
ざ
る
尊
格
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら

出
発
し
た
と
言
え
る
�
。

こ
れ
が
、「
不
動
明
王
」
と
い
う
尊
格
と
し
て
成
立
し
、
日
本
に
請
来
さ
れ
る
姿
に
整
え
ら
れ
た
の
は
、
中
国
・
唐
代
の
不
空
、
恵
果
の

時
代
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
上
で
「
不
動
明
王
」
と
い
う
言
葉
の
初
出
を
探
索
し
て
み
る
。
す
る
と
、
不
動
尊
を
説
い
た
最
古

の
経
典
で
あ
る
『
不
空
羂
索
神
変
真
言
経
』、『
大
日
経
』
に
こ
の
名
称
は
表
れ
ず
、「
不
動
尊
」、「
不
動
使
者
」
と
記
さ
れ
る
。「
不
動
明

王
」
と
い
う
名
称
が
初
め
て
記
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
善
無
畏
（
六
三
七
〜
七
三
五
）
が
『
大
日
経
』
を
翻
訳
す
る
際
に
そ
れ
を
補
佐
し
た
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一
行
禅
師
（
六
八
三
〜
七
二
七
）
筆
録
の
『
大
日
経
』
の
注
釈
書
『
大
日
経
疏
』
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
行
禅
師
周
辺
で
「
不
動

尊
」
が
明
王
族
の
中
心
的
存
在
・「
不
動
明
王
」
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
不
空
（
七
〇
五
〜
七
七
四
）
の
曼
荼
羅
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
『
胎
蔵
旧
図
様
』
中
�
（
図
３
）
の
不
動
と
、
善
無
畏
の
曼

荼
羅
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
『
胎
蔵
図
像
』�
（
図
４
）
中
の
そ
れ
と
の
大
き
な
隔
た
り
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。『
胎
蔵
図
像
』
の
不
動
は
、

『
胎
蔵
旧
図
様
』
に
み
ら
れ
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
初
期
の
不
動
明
王
で
一
般
的
な
、
１.

弁
髪
を
左
方
に
垂
下
す
る
、
２.

歯
を
む
き

だ
し
に
し
た
怒
り
の
表
情
を
持
つ
、
３.

ふ
く
よ
か
な
体
つ
き
を
し
て
い
る
、
４.

炎
を
ま
と
う
、
５.

上
半
身
に
条
帛
、
下
半
身
に
裳
を

着
す
、
な
ど
の
特
色
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国
の
王
家
の
血
を
引
く
と
言
わ
れ
る
善
無
畏
が
持
っ
て
い
た
イ
ン

ド
の
青
年
貴
族
の
よ
う
な
不
動
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
不
空
の
時
代
に
炎
を
身
に
ま
と
い
、
怒
り
を
顕
に
し
た
荒
々
し
く
、
ふ
く
よ
か
な
体
つ
き

を
し
た
明
王
族
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
不
動
明
王
に
変
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
で
は
、
不
空
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
荒
ぶ
る
仏
・

不
動
明
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
詳
細
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
に
は
、
不
空
の
一
生
が

関
係
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
不
空
は
、
北
イ
ン
ド
出
身
の
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
父
と
西
域
人
の
母
の
間
に
生
ま
れ
、
イ
ン
ド
僧
・
金

剛
智
に
師
事
し
た
。
し
か
し
、
開
元
二
十
九
年
（
七
四
一
）
に
師
が
没
し
た
た
め
、
密
教
を
究
め
ん
と
イ
ン
ド
に
向
か
っ
た
。
求
法
の
旅

は
、
イ
ン
ド
南
部
か
ら
セ
イ
ロ
ン
島
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
に
及
ん
だ
。
天
宝
五
年
（
七
四
六
）
に
長
安
に
帰
り
、
多
く
の
密
教
経
典
、
図
像
を

も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
を
漢
訳
し
、
時
の
王
朝
に
尊
崇
さ
れ
た
�
。

先
に
「
胎
蔵
旧
図
様
」
に
見
た
不
動
明
王
の
荒
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
、
不
空
が
イ
ン
ド
巡
錫
の
旅
の
途
次
に
接
し
た
、
１.

イ
ン
ド
の
精

霊
・
ヤ
ク
シ
ャ
、
２.

守
門
神
（
図
２
）、
３.

シ
ヴ
ァ
神
、
４.

戦
士
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
と
私
考
す
る
。
即
ち
イ
ン

ド
の
土
着
的
イ
メ
ー
ジ
、
荒
々
し
い
俗
な
る
尊
格
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
は
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
『
胎
蔵
図
像
』
に

み
ら
れ
た
、
貴
族
的
な
イ
ン
ド
伝
来
の
聖
な
る
尊
格
と
イ
ン
ド
土
着
の
俗
な
る
尊
格
が
融
合
し
、
日
本
に
請
来
さ
れ
た
不
動
明
王
の
イ
メ
ー

ジ
が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
は
、
大
日
如
来
の
化
身
と
い
う
最
高
の
聖
性
を
有
し
な
が
ら
、
慈
悲
の
み
で
は
導
き
難
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い
衆
生
を
教
化
す
る
た
め
に
敢
て
怒
れ
る
姿
を
と
る
と
い
う
、
密
教
の
根
本
経
典
『
大
日
経
』
が
説
く
不
動
明
王
の
性
格
と
も
一
致
す
る
。

以
上
み
た
よ
う
に
、「
不
動
明
王
」
と
い
う
尊
格
は
、
ヤ
マ
の
カ
ミ
と
い
う
属
性
を
持
つ
ア
チ
ャ
ラ
・
ナ
ー
タ
と
い
う
イ
ン
ド
の
カ
ミ
か

ら
出
発
し
、
中
国
・
唐
代
に
不
空
・
恵
果
ら
に
よ
っ
て
大
日
如
来
の
化
身
と
し
て
の
力
を
行
使
し
う
る
明
王
族
の
王
と
し
て
、
聖
俗
双
方
の

性
質
・
イ
メ
ー
ジ
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
「
不
動
明
王
」
は
、
先
述
の
よ
う
に
恵
果
の
弟
子
・
空
海
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
尊
格
を

最
初
期
に
受
容
し
た
平
安
時
代
の
貴
顕
や
僧
侶
た
ち
は
、
１.
こ
れ
ま
で
日
本
に
存
在
し
な
か
っ
た
、
自
分
た
ち
の
願
い
を
か
な
え
る
巨
大

な
呪
力
を
あ
た
え
る
尊
格
、
２.

密
教
の
根
本
仏
で
あ
る
大
日
如
来
の
化
身
で
あ
り
、
悟
り
へ
の
門
に
つ
な
が
る
尊
格
と
し
て
こ
れ
を
理
解

し
、
受
容
・
信
仰
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
寺
講
堂
の
木
造
不
動
明
王
坐
像
な
ど
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
中
で
造
像
さ
れ
た
仏
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
不
動
明
王
を
信
仰
し
た
の
は
、
上
流
階
級
や
中
央
の
学
僧
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実

だ
。
こ
の
尊
格
は
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
直
後
よ
り
、
日
本
全
国
の
様
々
な
階
層
で
、
急
速
に
受
容
・
信
仰
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
対
す
る
信
仰
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
何
故
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
視
点
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
不
動
明
王
受
容
の
理

由
、
様
相
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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二.

不
動
明
王
受
容
の
背
景
と
実
態

│
造
形
的
側
面
・
観
想
、
感
得
に
適
し
た
人
間
及
び
密
教
以
前
の
仏
と
近
い
姿

（
一
）
密
教
に
お
け
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
役
割
と
そ
の
実
態
│
観
想
、
感
得
仏
、
図
像
仏

こ
こ
で
は
、
不
動
明
王
の
姿
│
造
形
的
側
面
│
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
不
動
明
王
受
容
の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
の
前
提
と

し
て
、
不
動
明
王
を
説
く
密
教
に
お
け
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
役
割
・
性
質
│
観
想
、
図
像
仏
、
感
得
仏
な
ど
の
概
念
│
な
ど
に
つ
い
て
若
干

説
明
し
て
お
く
。

不
動
明
王
な
ど
を
造
像
す
る
仏
教
の
一
派
・
密
教
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
は
テ
ク
ス
ト
以
上
に
重
要
と
さ
れ
�
、
仏
像
・
仏
画
な
ど
の
視
覚
イ

メ
ー
ジ
は
、
単
な
る
礼
拝
の
対
象
以
上
の
意
味
を
持
つ
。
即
ち
そ
れ
は
、
密
教
の
最
終
目
標
で
あ
る
即
身
成
仏
を
と
げ
る
た
め
の
行
法
で
あ

る
身
密
・
口
密
・
意
密
を
用
い
て
お
こ
な
う
三
密
加
持
の
う
ち
の
意
密
に
あ
た
る
�
観
想
�
を
行
う
際
、
不
可
欠
な
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い

る
の
だ
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
、
流
派
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
仏
の
か
た
ち＝

図
像
は
殊
更
に
重
視
さ
れ
、
忠
実
に
受
け
継
が
れ

る
。
こ
れ
は
一
重
に
悟
り
に
つ
な
が
る
行
法
で
あ
る
観
想
を
正
し
く
お
こ
な
う
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
法
力
に
優
れ
た
高

僧
が
修
法
・
観
想
の
最
中
、
仏
と
一
体
と
な
っ
た
状
態
で
化
学
反
応
を
起
こ
し
た
よ
う
に
忽
ち
の
う
ち
に
心
の
中
に
得
る
と
い
う
仏
の
イ
メ

ー
ジ
も
ま
た
、
観
想
を
行
う
際
に
受
け
継
が
れ
る
図
像
同
様
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
、
密
教
に
お
い
て
は
尊
重
さ
れ
る
。

こ
の
時
に
得
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
仏
を
�
感
得
仏
�（
密
教
で
は
意
楽
の
仏
と
も
呼
ぶ
）
と
呼
び
、
感
得
の
実
相

は
、
高
僧
伝
、
説
話
集
、
寺
院
縁
起
な
ど
仏
教
関
係
の
史
資
料
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
感
得
仏
の
最
大
の
特
徴
は
、
経
軌
に
し
ば
ら
れ
な
い

あ
か
し

初
発
性
の
高
さ
、
逸
脱
し
た
造
形
に
こ
そ
あ
る
。
通
常
と
は
大
き
く
異
な
る
造
形
が
、
常
人
に
は
窺
い
知
れ
な
い
聖
者
の
奇
跡
的
体
験
の
証

と
し
て
尊
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
精
神
が
そ
こ
に
は
あ
る
�
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
先
に
述
べ
た
、
観
想
の
た
め
に
用
い
る
、
法
流
に
受
け
継
が
れ
た
、
テ
ク
ス
ト
、
イ
メ
ー
ジ
に
忠
実
に
制
作
さ
れ
た
仏

を
図
像
に
忠
実
と
い
う
意
味
で
�
図
像
仏
�
と
呼
ぶ
。
空
海
が
唐
か
ら
請
来
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
忠
実
に
立
体
化
し
た
東
寺
講
堂
の
木
造
不
動

明
王
坐
像
な
ど
は
�
典
型
的
な
図
像
仏
�
で
あ
る
。

但
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
見
、
対
立
し
て
み
え
る
こ
の
造
像
に
関
す
る
二
つ
の
概
念
が
実
は
表
裏
一
体
の
関

係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
長
い
間
法
流
に
伝
え
ら
れ
、
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
観
想
の
た
め
の
図
像
、
そ
の
図
像
も
ま
た
、
発

生
当
初
は
高
僧
の
感
得
仏
で
あ
っ
た
事
例
が
想
定
で
き
る
か
ら
だ
。
感
得
仏
が
長
い
年
月
の
間
、
多
く
の
人
々
に
信
仰
さ
れ
、
様
々
な
利
益

を
も
た
ら
し
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
観
想
の
対
象
と
な
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ＝

図
像
と
し
て
定
着
し
、
図
像
仏
と
し
て
流
布
し
て
い
く

と
い
う
構
図
で
あ
る
。
感
得
仏
の
代
表
例
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
滋
賀
県
・
園
城
寺
蔵
国
宝
・
絹
本
著
色
不
動
明
王
画
像
�
（
通

称
、
黄
不
動
）
は
、
篤
い
信
仰
を
集
め
、
多
数
の
模
本
・
模
像
を
生
み
だ
す
。
そ
の
代
表
と
言
え
る
京
都
・
曼
殊
院
蔵
国
宝
・
絹
本
著
色
不

動
明
王
画
像
（
図
５
）
は
、
感
得
仏
と
し
て
の
黄
不
動
が
持
つ
逸
脱
の
造
形
を
図
像
と
し
て
受
け
継
ぎ
、
極
め
て
洗
練
さ
れ
た
作
風
と
し
て

昇
華
さ
せ
て
い
る
。
感
得
仏
が
観
想
の
対
象
で
あ
る
図
像
仏
に
な
っ
て
い
く
好
例
と
言
え
よ
う
�
。

感
得
仏
の
系
譜
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
、
日
本
古
来
の
山
岳
信
仰
に
道
教
や
古
密
教
が
混
淆
し
た
修
行
を
山
中
や

海
辺
を
舞
台
に
行
い
、
そ
の
呪
術
的
な
力
で
庶
民
を
救
っ
た
聖
が
関
わ
っ
て
造
立
さ
れ
た
像
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
井
上
正
氏
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。

中
期
密
教
と
呼
ば
れ
る
体
系
的
な
密
教
が
伝
来
し
た
後
の
平
安
時
代
の
仏
教
美
術
を
、
密
教
美
術
と
し
て
そ
れ
以
前
の
奈
良
時
代
の
仏
教

美
術
と
区
別
し
て
研
究
す
る
傾
向
が
仏
教
美
術
史
に
は
あ
る
。
確
か
に
多
く
の
入
唐
僧
が
命
が
け
で
持
ち
帰
っ
た
新
し
い
図
像
に
基
づ
く
新

規
な
図
像
仏
が
、
本
邦
の
仏
教
美
術
に
豊
か
な
華
を
咲
か
せ
た
こ
と
は
重
要
な
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
だ
け
に

眼
を
向
け
る
と
物
事
の
半
分
を
見
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
最
澄
に
せ
よ
、
不
動
明
王
を
も
た
ら
し
た
空
海
に
せ
よ
、
そ
の
生
涯

の
前
半
は
平
安
遷
都
以
前
の
世
界
に
属
し
、
従
来
の
大
寺
の
仏
教
に
飽
き
足
ら
ず
、
山
林
仏
教
、
聖
の
修
行
の
道
に
身
を
投
じ
る
と
こ
ろ
か
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ら
己
の
道
を
歩
き
始
め
か
ら
だ
。
若
き
日
の
彼
ら
は
、
古
密
教
の
徒
が
参
集
す
る
寺
院
・
道
場
で
多
く
の
�
感
得
仏
�
を
目
の
当
た
り
に
し

て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
、
そ
の
出
発
の
時
点
で
役
小
角
、
行
基
な
ど
の
系
譜
に
連
な
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
民
俗
学
、
仏
教
史

学
、
歴
史
学
上
の
碩
学
が
そ
ろ
っ
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
�
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
中
期
密
教
の
代
表
的
仏
で
あ
る
不
動
明
王
の
受
容
の
問
題
を
取
り
扱
う
際
、
密
教
の
行
法
に
不
可
欠
な

�
観
想
�
の
み
な
ら
ず
、
密
教
伝
来
以
前
か
ら
日
本
列
島
に
住
ま
う
人
々
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
�
感
得
�
と
い
う
概
念
も
ま
た
重
要

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
観
想
、
感
得
に
適
し
、
受
け
入
れ
や
す
い
人
間
及
び
密
教
以
前
の
仏
と
近
い
姿

で
は
、
そ
の
よ
う
な
観
想
、
感
得
と
い
う
概
念
を
用
い
、
密
教
伝
来
以
前
か
ら
の
日
本
列
島
に
生
き
た
人
々
の
信
仰
を
踏
ま
え
、
不
動
明

王
の
造
形
的
側
面
か
ら
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
理
由
を
考
え
る
と
、
不
動
明
王
の
「
一
面
二
目
二
臂
二
足
で
人
間
に
近
い
姿
」
が
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
１.

行
者
が
一
体
と
な
る
べ
き
存
在
と
し
て
観
想
し
や
す
い
。（
複

数
の
頭
、
眼
、
手
足
な
ど
を
持
つ
尊
格
が
密
教
に
は
多
数
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
と
自
ら
が
一
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く

い
。）、
２.

感
得
と
い
う
行
為
が
お
こ
り
や
す
い
、
お
こ
な
い
や
す
い
。（
上
記
と
同
じ
理
由
で
感
得
が
起
こ
り
や
す
い
。）、
３.

一
般
の

人
々
に
と
っ
て
も
異
様
さ
が
少
な
く
、
受
け
入
れ
や
す
く
、
感
情
移
入
し
や
す
い
、
４.

そ
れ
以
前
に
親
し
ま
れ
て
い
た
薬
師
如
来
や
観
音

菩
薩
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
姿
・
か
た
ち
で
受
容
し
や
す
い
�
。

こ
の
よ
う
に
、
不
動
明
王
の
比
較
的
人
間
に
近
い
姿
は
、
密
教
の
行
法
の
核
で
あ
る
観
想
、
密
教
以
前
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
た
神
秘
体
験
・

感
得
に
も
適
し
、
ま
た
、
古
来
、
日
本
に
住
し
た
一
般
の
人
々
に
も
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
不
動
明
王
受
容
に
関
す

る
造
形
上
の
理
由
は
、
単
純
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
重
要
で
あ
る
。
不
動
明
王
が
そ
の
初
期
か
ら
、
幅
広
い
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
図

像
仏
は
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
感
得
仏
が
造
像
さ
れ
た
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
多
く
の
作
品
が
物
語
っ
て
い
る
。
か
つ
て
筆
者
は
、
そ
の
こ
と
に
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つ
い
て
論
じ
た
が
�
、
こ
こ
で
そ
れ
を
詳
細
に
触
れ
る
紙
数
は
な
い
。
そ
こ
で
、
平
安
時
代
以
前
か
ら
造
像
さ
れ
た
き
た
感
得
仏
の
内
で
も

特
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
霊
木
化
現
仏
」
の
系
譜
が
不
動
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
点
の
み
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
と
し
、
日
本
に
お
け

る
不
動
受
容
の
実
態
の
一
様
相
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

（
三
）
感
得
仏
の
一
典
型
│
霊
木
化
現
仏
と
し
て
の
不
動
明
王
│

霊
木
化
現
仏
と
は
、
仏
教
伝
来
以
前
よ
り
日
本
列
島
に
住
し
た
人
々
が
育
ん
で
き
た
樹
木
に
対
す
る
信
仰
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
仏
の

呼
称
で
あ
る
。
古
来
、
日
本
列
島
に
住
し
た
人
々
は
、
人
間
よ
り
遥
か
に
長
い
年
月
を
生
き
る
樹
木
に
は
、
神
秘
的
な
力
が
宿
り
、
カ
ミ
が

拠
り
つ
く
と
考
え
、
聖
な
る
も
の
と
し
て
信
仰
し
、
そ
の
前
で
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
際
、
ホ
ト

ケ
を
異
国
の
カ
ミ
と
し
て
捉
え
、
自
ら
が
培
っ
て
き
た
樹
木
信
仰
の
中
で
、
カ
ミ
同
様
聖
な
る
存
在
で
あ
る
ホ
ト
ケ
も
ま
た
、
樹
木
に
宿
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

井
上
正
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
背
景
に
、
あ
る
日
、
僧
侶
（
井
上
氏
に
よ
れ
ば
行
基
）
が
、
こ
の
よ
う
な
聖
な
る
樹
木
・
御
神
木
・

御
霊
木
か
ら
ホ
ト
ケ
や
カ
ミ
が
出
現
す
る
瞬
間
を
見
（
感
得
し
）、
霊
木
か
ら
ホ
ト
ケ
（
カ
ミ
）
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
奇
跡
の
過
程
を
表
し

た
仏
像
（
神
像
）
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
さ
れ
た
�
。
井
上
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
造
ら
れ
た
仏
（
神
）
を
�
霊
木
化
現

仏
（
神
）�
と
名
付
け
、
永
年
に
わ
た
る
地
道
な
調
査
の
結
果
、
そ
れ
ら
が
広
く
全
国
に
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
特
徴
と
し
て
、
１.

素
木
の
一
木
造
、
木
の
節
を
も
尊
重
す
る
造
形
。
立
木
仏
な
ど
。
２.

荒
彫
の
段
階
で
刀
を
止
め
る
（
未
完
成
の
状

態
）
造
形
。
３.

ノ
ミ
痕
を
水
平
方
向
に
揃
え
て
目
立
た
せ
る
造
形
（
い
わ
ゆ
る
「
鉈
彫
」）、
図
６
）。
４.

左
右
に
大
き
く
歪
ん
だ
造
形

↓
霊
木
の
か
た
ち
を
尊
重
し
た
造
形
（
図
７
）。
５.

正
面
を
通
常
ま
た
は
、
そ
れ
に
近
く
仕
上
げ
、
背
面
を
荒
彫
ま
た
は
略
体
彫
と
す
る

造
形
（
図
８
）。
６.

眼
・
耳
・
螺
髪
・
宝
髻
・
頭
上
面
な
ど
を
化
現
相
（
出
現
の
過
程
に
あ
る
状
態
）
と
す
る
造
形
（
図
９
）。
な
ど
を
挙

げ
た
。
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今
、
こ
こ
で
挙
げ
た
よ
う
な
霊
木
化
現
仏
と
し
て
の
特
徴
を
持
つ
不
動
明
王
と
し
て
、
ノ
ミ
痕
を
残
し
、
全
体
的
に
略
体
彫
と
す
る
福
井

県
越
前
町
・
大
谷
寺
蔵
木
造
不
動
明
王
立
像
（
図
１０
）、
体
が
右
に
大
き
く
歪
む
造
形
を
持
つ
、
天
台
き
っ
て
の
不
動
の
験
者
・
相
応
和
尚

感
得
と
伝
え
る
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
・
伊
崎
寺
蔵
木
造
不
動
明
王
坐
像
（
図
１１
）、
眼
を
彫
ら
ず
、
後
頭
部
の
一
部
に
髪
筋
を
表
さ
な
い
比

叡
山
延
暦
寺
一
山
蔵
木
造
不
動
明
王
坐
像
（
図
１２
）
な
ど
を
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
今
、
こ
こ
に
示
し
た

例
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
り
、
こ
の
他
に
も
密
教
伝
来
以
前
か
ら
続
く
�
霊
木
化
現
仏
�
の
思
想
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
不
動
明
王

は
数
多
く
存
在
す
る
�
。
こ
の
こ
と
は
、
不
動
明
王
と
い
う
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
尊
格
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
真
に
聖
な
る
存
在
と
し
て
、

受
容
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
不
動
明
王
の
造
形
に
注
目
し
、
そ
れ
が
日
本
列
島
に
住
し
た
人
々
に
受
容
さ
れ
た
理
由
及
び
様
相
を
み
て
き
た
。
そ
の

結
果
、
不
動
明
王
の
人
間
に
近
い
姿
が
、
一
般
の
人
々
に
受
け
入
れ
や
す
く
、
観
想
と
い
う
密
教
行
法
の
核
に
適
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず

ず
、
感
得
と
い
う
密
教
以
前
か
ら
日
本
人
が
重
視
し
た
神
秘
体
験
を
も
引
き
起
こ
し
や
す
い
と
い
う
結
論
を
得
た
。
そ
し
て
、
そ
の
感
得
仏

の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
霊
木
化
現
仏
の
思
想
を
背
景
と
し
て
造
像
さ
れ
た
不
動
明
王
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
深

い
精
神
の
部
分
で
不
動
明
王
が
日
本
人
に
受
容
さ
れ
て
き
た
実
態
を
み
た
。
そ
れ
で
は
、
次
に
不
動
明
王
と
い
う
尊
格
の
持
つ
性
質
・
属
性

に
注
目
し
、
引
き
続
き
日
本
に
お
け
る
不
度
明
王
信
仰
隆
盛
の
理
由
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三.

不
動
明
王
受
容
の
背
景
と
実
態
│
精
神
的
側
面

人
間
は
、
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い
る
思
考
の
枠
組
み
で
新
し
い
知
識
や
現
象
を
理
解
す
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、
不
動
明
王
ほ
ど
、
日

本
人
が
培
っ
て
き
た
精
神
構
造
に
合
致
し
た
仏
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
以
下
、
不
動
明
王
の
持
つ
性
質
・
属
性
と
日
本
人
の
基
層

信
仰
の
一
致
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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（
一
）
ヤ
マ
の
カ
ミ
と
い
う
属
性
を
持
つ
点

第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
不
動
は
当
初
、
イ
ン
ド
の
ヤ
マ
の
カ
ミ
と
し
て
出
発
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
人
も
古
来
、
ヤ
マ
を
人
智
を
超
え

た
カ
ミ
、
聖
な
る
存
在
が
息
づ
く
特
別
な
場
と
し
て
考
え
、
尊
崇
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
１.

刻
々
と
表
情
を
変
化
さ
せ
る
山
を
、
獣

そ
の
も
の
と
し
て
畏
れ
、
敬
っ
た
�
。
２.

円
錐
状
の
山
を
古
来
の
神
・
蛇
が
と
ぐ
ろ
を
巻
く
姿
と
考
え
た
。
３.

カ
ミ
が
降
り
立
つ
場

所
、
天
上
と
地
上
を
つ
な
ぐ
場
所
と
考
え
ら
れ
た
。
４.

太
陽
が
生
ま
れ
、
太
陽
が
死
ぬ
場
所
と
考
え
た
。
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
ン
ド

の
ヤ
マ
の
カ
ミ
・
不
動
明
王
は
、
ヤ
マ
を
数
万
年
前
か
ら
神
聖
視
し
、
崇
拝
し
て
き
た
日
本
人
に
と
っ
て
自
然
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き

る
存
在
だ
っ
た
。

（
二
）
イ
ワ
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
点

不
動
は
、
密
教
の
根
本
経
典
・『
大
日
経
』
に
「
大
盤
石
に
坐
す
」
と
記
さ
れ
、
実
際
、
不
動
明
王
と
岩
と
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い

関
係
に
あ
る
。
二
章
で
述
べ
た
樹
木
同
様
、
古
来
、
岩
を
カ
ミ
が
依
り
つ
く
も
の
と
し
て
神
聖
視
し
、
崇
拝
し
て
き
た
日
本
人
に
と
っ
て
受

け
入
れ
ら
れ
や
す
い
性
質
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
１.

縄
文
時
代
よ
り
続
く
磐
座
で
の
祭
祀
。
２.

神
道
で
の
影
向
の
思
想
。（
上
賀

茂
神
社
で
の
影
向
石
。
熊
野
の
ゴ
ト
ビ
キ
岩
な
ど
。）
３.

朝
鮮
半
島
で
生
ま
れ
た
岩
か
ら
神
仏
が
姿
を
表
す
と
さ
れ
る
霊
石
化
現
思
想
の

影
響
。
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
、
特
に
巨
石
に
カ
ミ
が
依
り
つ
き
、
そ
こ
か
ら
出
現
す
る
と
い
う
信
仰
に
根
ざ
し
た
感
得
仏
（
神
）
を
霊
木
化
現
仏

（
神
）
の
類
似
概
念
と
し
て
霊
石
化
現
仏
（
神
）
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
日
本
人
が
古
来
、
聖
な
る
場
と
し
て
信
仰
し
た

ヤ
マ
の
岩
肌
に
彫
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
磨
崖
仏
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
。
磨
崖
仏
と
言
え
ば
、
山
中
で
修
行
す
る
行
者
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た

と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
れ
も
一
面
に
お
い
て
正
し
い
。
し
か
し
、
よ
り
根
源
的
に
そ
の
造
像
目
的
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
聖

な
る
ヤ
マ
、
そ
の
中
で
も
特
に
山
の
力
が
集
中
し
放
射
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
岩
肌
か
ら
、
ヤ
マ
・
イ
ワ
に
依
り
つ
い
た
仏
（
神
）
が
出
現
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し
て
い
る
瞬
間
を
表
す
た
め
に
造
形
化
し
た
も
の
と
い
う
結
論
に
い
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
磨
崖
仏
に
最
も
相
応
し
い
仏
が
、
ヤ
マ
の
神
で

あ
り
、
イ
ワ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
不
動
明
王
と
い
う
尊
格
な
の
で
あ
る
。
全
国
に
造
立
さ
れ
た
磨
崖
仏
の
約
八
割
は
不
動
明
王
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
磨
崖
仏
を
、
古
よ
り
の
日
本
列
島
に
根
付
い
た
ヤ
マ
・
イ
ワ
へ
の
信
仰
を
背
景
と
し
た
霊
石
化
現
仏
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

よ
り
、
合
理
的
に
理
解
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
強
い
力
を
感
じ
さ
せ
る
磨
崖
仏
と
し
て
、
立
山
信
仰
の
聖
地
、
富
山
県
日
石
寺
の
不
動

明
王
磨
崖
仏
（
図
１３
）、
九
州
に
お
け
る
山
岳
修
験
の
聖
地
、
国
東
半
島
の
熊
野
不
動
明
王
磨
崖
仏
（
図
１４
）
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
木
彫
像
で
は
あ
る
が
、
山
の
岩
肌
の
前
に
安
置
さ
れ
、
石
彫
像
を
思
わ
せ
る
大
分
県
竜
岩
寺
の
不
動
明
王
坐
像
（
図
１５
）
も
こ
の
系

譜
上
に
位
置
づ
け
う
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

（
三
）
蛇
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
点

不
動
明
王
が
持
つ
剣
に
は
、
国
宝
・
青
蓮
院
蔵
絹
本
著
色
不
動
明
王
二
童
子
画
像
（
通
称
、
青
不
動
）
や
国
宝
・
絹
本
著
色
明
王
院
蔵
不

動
明
王
画
像
（
図
１６
、
通
称
、
赤
不
動
）
の
よ
う
に
龍
が
巻
き
つ
く
場
合
が
あ
る
�
こ
の
龍
は
、
倶
利
伽
羅
大
龍
と
言
わ
れ
、
不
動
明
王
の

化
身
と
説
か
れ
る
。
古
来
、
日
本
で
は
、
龍
と
は
蛇
が
成
長
し
た
姿
、
も
し
く
は
そ
の
巨
大
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
世
界
の
古
代
社
会
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
人
も
古
来
、
蛇
を
信
仰
し
て
き
た
。
そ
の
信
仰
の
実
態
を
次
に
挙
げ
る
と
、
１.

縄
文
土
器
な
ど
に
蛇
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
蛇
信
仰
。
２.

出
雲
大
社
、
諏
訪
大
社
、
三
輪
大
社
な
ど
日
本
に
お
い
て

有
数
の
歴
史
を
持
つ
古
社
に
蛇
信
仰
が
息
づ
い
て
い
る
点
。
３.

稲
作
を
生
業
と
し
た
農
耕
民
に
と
っ
て
水
の
神
と
し
て
の
蛇
信
仰
。
４.

仏
教
伝
来
後
、
蛇
↓
龍
へ
の
読
み
替
え
が
各
地
で
お
こ
る
（
寺
院
開
基
の
物
語
。
例
と
し
て
白
山
の
開
基
伝
承
な
ど
各
地
に
み
ら
れ
る
。
龍

が
登
場
す
る
寺
院
の
開
基
伝
承
が
存
在
す
る
地
域
に
は
、
か
つ
て
蛇
信
仰
が
息
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。）
事
実
。
５.

各
地
の
峠
に
残
る

倶
利
伽
羅
峠
な
ど
の
地
名
か
ら
窺
え
る
蛇
信
仰
に
替
わ
る
不
動
信
仰
の
定
着
。
な
ど
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
蛇
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
不
動
明
王
は
、
こ
の
点
で
も
古
よ
り
の
日
本
人
の
精
神
構
造
に
合
致
し
て
い
た
と
言
え
る
。
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（
四
）
火
炎
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
点

不
動
明
王
と
言
え
ば
、
燃
え
盛
る
火
炎
を
背
に
負
う
姿
が
真
っ
先
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
不
動
明
王
と
火
炎
の
関
係
性
は
強
い
。
こ
れ
も

世
界
の
古
代
社
会
に
共
通
す
る
特
色
で
あ
る
が
、
古
来
、
日
本
人
も
火
に
対
す
る
信
仰
心
を
持
ち
続
け
た
。
具
体
的
に
は
、
１.

原
始
祭
祀

と
の
関
連
↓
文
明
の
象
徴
と
し
て
の
各
地
の
火
ま
つ
り＝

出
雲
大
社
の
祭
・
火
継
式
な
ど
。
２.

穢
れ
を
焼
く
火
の
思
想
と
の
関
連
。
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
、
日
本
の
基
層
信
仰
で
あ
る
。
燃
え
盛
る
火
炎
を
背
に
し
、
火
を
御
す
存
在
と
し
て
の
不
動
明
王
は
、
日
本
人
の
精
神
構
造
に

こ
こ
で
も
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
細
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
民
俗
学
と
の
関
連
で
、
古
来
、
製
鉄
業
を
営
ん
だ
人
々
の
不

動
明
王
信
仰
に
も
興
味
を
引
か
れ
る
。
谷
川
健
一
氏
に
よ
れ
ば
、
古
来
、
製
鉄
業
を
営
ん
だ
人
々
は
、
製
鉄
の
最
中
、
火
炎
を
見
つ
め
つ
づ

け
、
そ
の
色
に
よ
っ
て
作
業
工
程
を
管
理
し
て
い
た
た
め
、
徐
々
に
視
力
を
奪
わ
れ
て
い
っ
た
と
言
う
�
。
そ
し
て
、
片
目
の
視
力
が
衰
え

る
と
、
も
う
一
方
の
目
で
炎
を
見
つ
め
た
と
言
う
。
谷
川
氏
は
、
一
つ
目
小
僧
や
全
国
に
伝
わ
る
隻
眼
の
神
の
足
跡
を
た
ど
り
、
そ
れ
ら

が
、
製
鉄
を
生
業
と
し
た
一
族
の
伝
承
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
得
力
の
あ
る
説
を
提
示
し
た
。
私
が
こ
こ
で
興
味
を
持
つ
の
は
、

そ
れ
ら
製
鉄
を
生
業
と
し
た
人
々
が
不
動
明
王
を
篤
く
信
仰
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
火
を
制
し
、
剣
を
持
つ
と
い

う
不
動
明
王
の
性
質
が
鍛
冶
を
お
こ
な
う
人
々
に
と
っ
て
信
仰
す
る
に
相
応
し
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
重
要
な
理
由
が
あ
る
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
程
、
述
べ
た
鍛
冶
氏
が
隻
眼
の
存
在
と
し
て
語
ら
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
不
動
明
王
も
「
十
九
観
様
」
不
動
が
広
ま
っ
た
後
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
作
例
が
、
左
目
を
閉
じ
る
形
で
造
ら
れ

る
。
製
鉄
に
携
わ
り
、
視
力
を
失
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
不
動
の
姿
は
ま
さ
に
自
分
達
が
信
仰
す
る
に
相
応
し
い
仏
と
映
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
詳
細
は
別
稿
に
て
論
じ
た
い
が
、
こ
こ
に
も
日
本
に
お
け
る
不
動
受
容
の
一
断
面
を
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。
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（
五
）
怒
れ
る
神
と
関
連
の
あ
る
点
│
怒
れ
る
仏
・
明
王
族
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
不
動
明
王
│

不
動
明
王
と
言
え
ば
、
魔
を
降
伏
す
る
明
王
族
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
絶
大
な
る
力
を
持
つ
怒
れ
る
仏
で
あ
る
。
そ
の
面
相
は
、
眉
が
つ

り
あ
が
り
、
眼
を
か
っ
と
見
開
き
、
歯
や
牙
を
む
き
出
し
に
し
た
姿
を
と
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
人
が
持
っ
て
い
た
荒
ぶ
る
カ
ミ
の

そ
れ
と
一
致
す
る
。
具
体
的
に
は
、
１.

古
来
、
日
本
の
カ
ミ
は
、
敬
え
ば
恵
み
を
も
た
ら
し
、
無
礼
を
は
た
ら
け
ば
、
不
幸
を
も
た
ら
す

優
し
さ
と
恐
ろ
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
存
在
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
怒
れ
る
カ
ミ
と
い
う
概
念
が
古
来
、
存
在
し
た
。
２.

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ

ト
な
ど
は
そ
の
代
表
例
。
ま
た
、
各
地
に
残
る
男
神
の
神
像
に
は
、
厳
し
い
表
情
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

こ
の
怒
れ
る
カ
ミ
、
荒
ぶ
る
カ
ミ
と
い
う
概
念
が
、
怒
れ
る
仏
・
不
動
明
王
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
。
こ
の
点
で
も
不
動
明
王
は
、
日

本
人
の
基
層
信
仰
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
六
）
言
霊
思
想
と
関
連
の
あ
る
点
│
力
あ
る
言
葉
「
明
」
の
王
と
し
て
の
存
在
│

不
動
明
王
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
言
葉
の
神
秘
的
な
力
・「
明
」
を
尊
像
化
し
た
「
明
王
族
」
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
絶

大
な
言
葉
の
力
を
統
御
す
る
王
と
し
て
の
性
質
を
不
動
明
王
は
持
っ
て
い
る
。
こ
の
性
質
は
、
日
本
古
来
の
言
霊
思
想
と
合
致
す
る
。
日
本

人
も
古
来
、
言
葉
に
は
神
秘
的
な
力
が
宿
る
と
信
じ
て
お
り
、
良
い
こ
と
を
言
え
ば
良
い
こ
と
が
起
こ
り
、
悪
い
こ
と
を
言
え
ば
悪
い
こ
と

が
起
こ
る
と
考
え
て
い
た
。
結
婚
式
な
ど
で
唱
え
ら
れ
る
祝
詞
に
そ
の
名
残
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
に
現
実
を
動
か
す
絶
対
的
な
力

を
認
め
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
。
こ
の
点
で
も
不
動
明
王
は
、
日
本
の
基
層
信
仰
と
見
事
な
ほ
ど
合
致
す
る
仏
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
不
動
明
王
の
持
つ
性
質
・
属
性
に
注
目
し
、
日
本
人
の
基
層
信
仰
と
の
一
致
を
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
不
動
明
王
が
有
す
る
六

つ
の
属
性
が
日
本
人
の
精
神
の
奥
深
く
に
刻
み
込
ま
れ
た
基
層
信
仰
と
見
事
に
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
造
形
的
側
面
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
性
質
・
属
性
に
お
い
て
も
不
動
明
王
は
日
本
人
に
受
容
さ
れ
る
べ
き
必
須
条
件
を
十
全
に
備
え
て
い
る
こ
と
は
最
早
明
ら
か
だ
ろ

う
。
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お
わ
り
に
│
基
層
文
化
と
密
教
の
融
合

�
何
故
、
不
動
明
王
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
日
本
人
に
信
仰
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
。�
冒
頭
に
掲
げ
た
こ
の
問
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

造
形
的
側
面
、
精
神
的
側
面
双
方
か
ら
、
不
動
明
王
と
古
来
、
日
本
列
島
に
住
し
た
人
々
の
関
係
性
を
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
人
の

心
の
奥
深
く
に
育
ま
れ
て
き
た
核
の
部
分
と
不
動
明
王
の
姿
、
性
質
が
驚
く
ほ
ど
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
恐
ろ

し
げ
な
容
貌
を
持
ち
な
が
ら
、
篤
い
信
仰
を
集
め
続
け
て
い
る
不
動
明
王
。
イ
ン
ド
、
中
国
で
は
そ
れ
ほ
ど
広
ま
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
永

く
幅
広
い
層
に
信
仰
さ
れ
続
け
た
理
由
は
、
日
本
人
の
奥
深
く
に
根
付
い
た
基
層
に
そ
の
存
在
が
響
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
今
後
も
こ

の
神
秘
的
な
尊
格
の
多
様
な
魅
力
に
つ
い
て
引
き
続
き
研
究
を
進
め
て
行
き
た
い
。

註�

渡
辺
照
宏
『
不
動
明
王
』（
朝
日
選
書
３５
）
朝
日
新
聞
社
出
版
局

一
九
七
五

�

こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
に
お
け
る
不
動
の
原
形
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
る
時
、
注
目
さ
れ
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
グ
プ
タ
期
に
制
作
さ
れ
た
ア
ジ
ャ
ン

タ
ー
第
十
七
窟
の
主
廊
後
壁
を
挙
げ
て
お
く
（
図
２
）。
そ
れ
は
、
入
口
の
向
か
っ
て
左
下
に
描
か
れ
た
山
岳
を
背
負
う
守
門
神
形
の
尊
像
で
あ
る
。

こ
の
尊
像
は
、
青
黒
色
で
丸
い
髻
を
結
い
、
条
帛
と
ド
ー
テ
ィ
ー
の
み
を
着
し
、
供
物
を
捧
げ
る
姿
で
描
か
れ
る
。
中
で
も
背
中
に
負
う
抽
象
化
さ

れ
た
山
岳
表
現
の
形
態
は
秀
逸
で
、
不
思
議
な
魅
力
に
満
ち
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
人
物
の
持
つ
パ
ワ
ー
を
視
覚
化
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、

こ
の
尊
格
は
、
ア
チ
ャ
ラ
・
ナ
ー
タ
（
山
岳
の
王
）
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
て
お
り
、
不
動
明
王
の
遠
い
原
形
を
想
起
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。

�

円
珍
が
在
唐
中
の
大
中
八
年
（
八
五
四
）、
開
元
寺
で
書
写
し
た
。『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
篇
（
以
下
大
図
と
す
る
）
二
巻
所
収
。

�

開
元
十
二
年
（
七
二
四
）、
善
無
畏
が
、『
大
日
経
』
を
漢
訳
す
る
際
、
自
ら
が
持
っ
て
い
た
曼
荼
羅
の
尊
格
の
イ
メ
ー
ジ
を
図
示
し
た
も
の
と
言
わ

れ
る
。
円
珍
が
、
大
中
九
年
（
八
五
五
）、
西
安
で
書
写
し
た
。
大
図
二
巻
所
収
。

基層信仰と密教の融合 ― ３９６ ―



�

不
空
に
つ
い
て
は
、
佐
和
隆
研
編
『
密
教
辞
典
』
法
蔵
館

一
九
七
五
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
言
葉
と
し
て
、
空
海
が
師
・
恵
果
の
言
葉
と
し
て
記
し
た
「
密
蔵
の
教
え
は
深
玄
に
し
て
翰
墨
に
載
せ
難
し
。
図
画
を

仮
て
悟
ら
ざ
る
に
開
示
す
。」
が
あ
る
。（
空
海
著
『
御
請
目
録
』
所
載
。
原
文
漢
文
。
書
き
下
し
は
筆
者
。）

�

人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
と
し
て
は
、
役
小
角
感
得
と
言
わ
れ
る
蔵
王
権
現
、
智
証
大
師
円
珍
感
得
の
黄
不
動
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
も
部

分
的
に
一
致
す
る
先
行
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
こ
そ
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
確
実
な
経
軌
上
の
典
拠
は
存
在
し
な
い
。

�

秘
仏
で
あ
る
た
め
、
図
版
に
つ
い
て
は
、『
秘
仏
金
色
不
動
明
王
画
像
』
園
城
寺

朝
日
新
聞
社
会

二
〇
〇
一
を
参
照
。

�

図
像
、
観
想
、
感
得
な
ど
に
つ
い
て
有
効
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
論
考
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

�
井
上
正
「
日
本
彫
刻
史
の
編
年
と
感
得
像
」（『
学
叢
』
二
〇

京
都
国
立
博
物
館
所
収
）
一
九
九
八

�
泉
武
夫
「
画
像
と
行
法
を
め
ぐ
る
形
と
意
味
」（『
講
座
日
本
美
術
史
』
三

東
京
大
学
出
版
会
所
収
）
二
〇
〇
五

�
森
雅
秀
「
感
得
像
と
聖
な
る
も
の
に
関
す
る
考
察
」（『
仏
教
美
術
と
歴
史
文
化：

真
鍋
俊
照
博
士
還
暦
記
念
論
集
』
法
蔵
館
所
収
）
二
〇
〇
五

	
森
雅
秀
『
仏
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
む

マ
ン
ダ
ラ
と
浄
土
の
仏
た
ち
』
法
蔵
館

二
〇
〇
六



拙
稿
「
図
像
と
感
得
の
間
で
│
同
聚
院
蔵
不
動
明
王
坐
像
の
位
相
」（
安
藤
佳
香
編
『
不
動
明
王
像
造
立
一
千
年
記
念
誌
』
所
収
）
東
福
寺
塔
頭
同

聚
院

二
〇
〇
六

�
拙
稿
「
感
得
さ
れ
た
�
力

│
正
智
院
蔵
木
造
不
動
明
王
坐
像
の
造
形
（『
美
学
芸
術
学
』
第
二
十
九
号
）
二
〇
〇
九

�
井
上
正
『
続
古
佛
』
法
蔵
館

二
〇
一
二

�

そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
１.

自
然
主
義
に
基
づ
い
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
破
綻
、
２.

畏
怖
の
相
と
量
感
の
強
調
、
３.

左
右
の
ゆ
が
み
、
４.

仏
、

カ
ミ
が
霊
木
か
ら
出
現
す
る
過
程
を
表
す
サ
イ
ン
と
し
て
の
未
完
成
表
現
な
ど
、
い
ず
れ
も
通
常
の
円
満
具
足
な
仏
の
相
好
と
は
か
け
は
な
れ
た
、

個
性
あ
ふ
れ
る
造
形
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
像
に
共
通
す
る
調
和
よ
り
も
逸
脱
を
志
向
す
る
造
形
は
、
い
ず
れ
も
�
感
得

と
い
う
聖
者
の
宗

教
行
為
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
造
形
の
真
の
意
味
は
掴
め
な
い
。
写
実
的
か
否
か
と
か
、
人
体
と
し
て
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
整
っ
て
い
る
か

ど
う
か
と
か
い
う
物
差
し
だ
け
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
像
の
聖
な
る
造
形
を
稚
拙
な
造
形
と
評
価
し
、
貶
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

井
上
正
『
古
佛
│
彫
像
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』
法
蔵
館

一
九
八
六

同
「
神
仏
習
合
の
精
神
と
造
形
」（『
図
説
日
本
の
仏
教
６

神
仏
集
合
と
修
験
』
新
潮
社

一
九
八
九
所
収
）

同
『
岩
波
日
本
美
術
の
流
れ
２

７
│
９
世
紀
の
美
術
』
岩
波
書
店

一
九
九
一
他
、
註
�
に
挙
げ
た
井
上
氏
の
一
連
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

次
に
挙
げ
る
文
献
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

― ３９７ ― 基層信仰と密教の融合



�
渡
辺
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
『
沙
門
空
海
』
筑
摩
書
房

一
九
六
七

�
上
山
春
平
『
空
海
』（
朝
日
評
伝
選
）
朝
日
新
聞
社

一
九
八
一

�
松
長
有
慶
『
空
海
│
無
限
を
生
き
る
』（
高
僧
伝
四
）
集
英
社

一
九
八
五

�
宮
崎
忍
性
『
私
度
僧
空
海
』
河
出
書
房
新
社

一
九
九
一

�
五
来
重
『
空
海
の
足
跡
』
角
川
書
店

一
九
九
四

�
松
岡
正
剛
『
新
版

空
海
の
夢
』
春
秋
社

二
〇
〇
五

�

密
教
伝
来
以
前
、
即
ち
不
動
明
王
伝
来
以
前
、
魔
を
降
ろ
す
尊
格
、
巨
大
な
呪
術
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
尊
格
が
薬
師
如
来
、
観
音
菩

薩
で
あ
っ
た
。
私
は
、
こ
れ
を
荒
ぶ
る
カ
ミ
の
イ
メ
ー
ジ
が
仏
に
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
と
捉
え
、
ホ
ト
ケ
の
カ
ミ
化
と
呼
称
し
て
い
る
。
そ
の
代

表
例
は
、
神
護
寺
本
尊
薬
師
如
来
立
像
や
勝
尾
寺
本
尊
薬
師
三
尊
像
、
観
菩
提
寺
本
尊
観
音
菩
薩
像
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
註
�
、
註

	
で
挙
げ
た
井
上
論
文
及
び
安
藤
佳
香
「
勝
尾
寺
薬
師
三
尊
像
考
」（『
佛
教
芸
術
』
一
六
三
号

一
九
八
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。




註
�
参
考
文
献
�
、
�
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

井
上
正
氏
の
霊
木
化
現
仏
に
関
す
る
研
究
は
、
註
�
、
	
で
挙
げ
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
他
の
多
く
の
作
例
に
つ
い
て
は
、
註
�
参
考
文
献
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。



町
田
宗
鳳
『
山
の
霊
力
』
講
談
社

二
〇
〇
三

�

こ
れ
は
、
平
安
時
代
中
期
以
降
、
広
ま
っ
た
「
不
動
十
九
観
」
と
い
う
観
想
法
の
第
十
八
観
想
に
不
動
明
王
が
倶
利
伽
大
龍
に
変
化
し
、
剣
に
ま
き

つ
く
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

谷
川
健
一
『
青
銅
の
神
の
足
跡
』
集
英
社

一
九
七
九
を
参
照
さ
れ
た
い
。

謝
辞私

が
、
本
稿
で
も
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
た
不
動
明
王
を
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
、
現
在
も
尽
き
せ
ぬ
魅
力
を
感
じ
て
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
の
は
、
太
田
孝
彦
先
生
の
あ
た
た
か
い
ご
指
導
が
あ
っ
た
お
陰
で
あ
る
。
何
も
分
か
ら
な
い
学
部
の
頃
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
本
当
に
様
々

な
も
の
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
深
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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図 1 不動明王『高雄曼荼羅』

図 2 守門神？ アジャンター第17窟

図 3 不動尊『胎蔵旧図様』

図 4 不動尊『胎蔵図像』

図 5 黄不動 曼殊院

図 9 阿弥陀如来 面部 太平寺

図 7 十一面観音
下半身 克軍寺

図 6 十一面観音 城崎・温泉寺

図 8 薬師如来
背面 日向薬師
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図 10 不動明王
上半身 大谷寺

図 11 不動明王 伊崎寺

図 12 不動明王
頭部 延暦寺

図 13 不動明王磨崖仏
日石寺

図 14 不動明王磨崖仏 熊野

図 15 不動明王 竜岩寺

図 16 赤不動 明王院
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