
密
教
の
最
大
の
特
徴
は
、

宇
宙
そ
の
も
の
を
人
格
的
に

具
象
し
た
大
日
如
来
と
の
一

体
化
を
説
い
た
こ
と
。
そ
れ

が
生
身
の
ま
ま
仏
に
な
る
即

身
成
仏
で
、
死
後
の
成
仏
を

目
指
す
浄
土
教
と
は
対
照
的

で
あ
る
。

松
岡
正
剛
は
「
仏
教
と
は

せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
い
か
に
意

識
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い

る
」（『
空
海
の
夢
』
春
秋
社
）

と
し
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の

（１）（毎月１回、１0日発行）（昭和56年２月３日第３種郵便認可） The  Syukyo  Shimbun (The  Religion  News) 令和２年（2020年）６月１０日　水曜日 第764号

一
、
精
神
革
命
の
旗
手

一
、
宗
教
連
合
の
具
現

一
、
地
上
天
国
の
建
設
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

な
い
よ
う
「
自
粛
」
を
心
掛
け
る
新

し
い
生
活
が
始
ま
っ
た
。
長
期
間
、

宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
巣
ご
も
り
生

活
の
経
験
が
あ
る
宇
宙
飛
行
士
の
若

田
光
一
さ
ん
が
、「
自
粛
の
期
間
は
成

長
の
チ
ャ
ン
ス
」
と
テ
レ
ビ
で
話
し

て
い
た
。
自
分
の
内
側
に
目
を
向

け
、
成
長
と
は
何
か
を
考
え
、
そ
こ

に
向
け
日
々
努
力
す
る
の
が
自
粛
の

核
心
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
修
行

と
も
言
え
よ
う
。

若
田
さ
ん
は
、
将
来
が
見
え
な
い

と
き
こ
そ
、「
今
を
大
切
に
、
目
の
前

の
こ
と
、
周
り
の
こ
と
、
人
た
ち
に

誠
実
に
向
き
合
う
」
と
も
言
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
日
常
の
暮
ら
し
の
中
に

修
行
を
根
付
か
せ
て
き
た
、
日
本
の

宗
教
が
目
指
し
て
い
る
境
地
で
も
あ

る
。も

ち
ろ
ん
、
内
面
を
深
め
る
手
立

て
の
一
つ
で
あ
る
宗
教
も
変
わ
ら
な

人
間
の
内
面
を
見
る
目
を
養
っ
て
き

た
。
そ
の
蓄
積
を
言
葉
と
動
作
、
リ

ズ
ム
な
ど
で
表
現
し
て
い
る
の
が
宗

教
と
も
言
え
よ
う
。

仏
教
で
あ
る
な
ら
、
ブ
ッ
ダ
が
体

験
し
た
こ
と
を
追
体
験
し
な
が
ら
、

自
ら
を
深
め
て
い
く
の
が
修
行
に
な

る
。
空
海
は
じ
め
多
く
の
宗
祖
た
ち

は
、
そ
の
道
を
手
本
と
し
て
後
進
に

残
し
て
い
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と

は
、
私
の
道
は
私
で
し
か
歩
め
な
い

と
い
う
現
実
で
あ
る
。
借
り
物
の
道

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
を
過
激
な
言
葉
で
表
現

し
た
の
が
、
臨
済
禅
師
の
「
仏
に
逢

え
ば
仏
を
殺
し
、
祖
師
に
逢
え
ば
祖

師
を
殺
し
…
…
」（『
臨
済
録
』）
で
あ

る
。
真
実
の
自
己
に
出
逢
う
た
め
に

は
、
自
分
を
惑
わ
せ
る
も
の
、
特
に

権
威
を
も
っ
て
自
分
に
迫
っ
て
く
る

も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
仏
や
祖

師
、
父
母
や
親
族
で
あ
っ
て
も
、
徹

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

死
の
終
わ
り
に
冥
し

仏
教
の
最
終
段
階
で
あ
る
密
教
を

日
本
に
も
た
ら
し
、
修
験
道
が
培
っ

て
き
た
古
来
の
自
然
信
仰
や
神
道
の

教
え
も
取
り
入
れ
、
真
言
密
教
の
教

理
と
修
法
を
完
成
さ
せ
た
空
海
が
説

い
た
即
身
成
仏
は
、
大
宇
宙
を
具
象

す
る
大
日
如
来
と
自
分
が
一
つ
に
な

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
来
世
で

は
な
く
現
世
で
の
成
仏
に
こ
だ
わ
っ

た
の
は
、
日
本
人
が
心
底
そ
う
願
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
空
海
が
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住

心
論
』
を
み
ず
か
ら
要
約
し
た
『
秘

蔵
宝
鑰
（
ほ
う
や
く
）』
の
一
節
で

「
生
ま
れ
生
ま
れ
生
ま
れ
生
ま
れ
て

生
の
は
じ
め
に
暗
く
、
死
に
死
に
死

に
死
ん
で
死
の
終
わ
り
に
冥
し
」
と

述
べ
て
い
る
。
自
分
の
死
の
意
味
を

考
え
る
の
は
人
間
だ
け
で
、
そ
れ
が

底
し
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
も
「
己

れ
こ
そ
　
己
れ
の
寄
る
辺
己
れ
を
措

き
て
　
誰
に
寄
る
辺
ぞ
　
よ
く
調
え

し
己
れ
に
こ
そ
　
ま
こ
と
得
難
き

寄
る
辺
を
ぞ
得
ん
」（『
法
句
経
』）
と

説
い
て
お
り
、
個
を
大
切
に
す
る
思

想
は
古
代
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
「
個
」
は
内
外
と
も
に
閉
じ

ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
周
り
の
人

や
環
境
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

子
供
の
成
長
過
程
を
見
て
も
分
か
る

よ
う
に
、
出
会
う
人
た
ち
や
事
象
の

影
響
を
受
け
な
が
ら
、
自
分
を
形
成

し
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
死
ぬ

ま
で
続
く
。
大
宇
宙
と
の
一
体
化

も
、
人
間
が
開
か
れ
た
存
在
で
あ
れ

ば
こ
そ
で
、
宇
宙
は
自
身
を
認
識
さ

せ
る
た
め
に
人
間
を
生
ん
だ
と
い
う

考
え
も
あ
る
。

で
は
、
成
長
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
周
り
の
人
や
環
境
を
取
り
込
み

な
が
ら
、
納
得
で
き
る
自
分
自
身
を

形
成
し
続
け
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。

外
的
な
暮
ら
し
や
経
済
よ
り
も
、
内

的
な
自
己
形
成
が
大
切
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
道
を
説
い
て
き
た
の
が
宗

教
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
宗
教
は
権
威
を
も
っ

て
語
ら
れ
、
人
々
に
信
じ
る
こ
と
を

迫
る
た
め
、
本
来
の
目
的
を
失
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
自
分
の
思
い

を
否
定
す
る
期
間
は
修
行
と
し
て
あ

る
程
度
必
要
だ
が
、
そ
れ
は
自
分
で

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ

り
、
信
者
を
そ
う
指
導
し
な
い
宗
教

指
導
者
は
、
そ
も
そ
も
指
導
者
と
し

て
失
格
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
宗
教
に
限
ら
な
い
。

大
日
如
来
が
具
象
し
た
宇
宙
に
は

人
間
社
会
も
含
ま
れ
て
い
る
。
私
た

ち
が
暮
ら
す
家
庭
や
地
域
、
仕
事
な

ど
も
そ
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

総
合
し
た
の
が
私
と
い
う
存
在
で
あ

る
。
若
田
さ
ん
は
自
分
を
成
長
さ
せ

る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
周
り
の
人
の

求
め
を
正
確
に
と
ら
え
、
そ
の
期
待

以
上
に
応
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
挙

げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ユ
ー
モ
ア
を

忘
れ
ず
に
と
も
。
人
生
の
潤
滑
油
の

よ
う
な
も
の
で
、
自
分
自
身
に
も
ユ

ー
モ
ア
を
発
す
る
ゆ
と
り
を
持
ち
た

い
。
そ
れ
が
誰
で
も
日
常
生
活
の
中

で
出
来
る
修
行
で
あ
る
。

宗
教
は
人
づ
く
り

宗
教
の
本
質
は
人
づ
く
り
に
あ

る
。
ど
ん
な
人
を
育
て
て
き
た
か
で

宗
教
は
評
価
さ
れ
よ
う
。
歴
史
的
に

磨
か
れ
て
き
た
人
づ
く
り
の
道
を
、

自
粛
の
時
代
に
ど
う
生
か
す
か
が
、

宗
教
に
は
問
わ
れ
て
い
る
。

時
代
や
人
々
が
宗
教
を
育
て
る
側

面
も
あ
り
、
そ
れ
に
適
応
し
た
宗
教

が
今
日
も
存
続
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
の
時
代
に
一
人

ひ
と
り
を
成
長
さ
せ
る
た
め
に
何
が

で
き
る
か
を
問
う
こ
と
で
、
宗
教
自

身
も
変
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

「
自
粛
」を
成
長
の
期
間
に

た
中
国
か
ら
多
く
の
僧
が
渡

来
し
、
貴
族
に
代
わ
っ
て
政

権
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
武

士
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
広
く
日
本
に
定
着
し

て
い
っ
た
。

信
者
の
数
で
は
浄
土
真
宗

が
、
寺
の
数
で
は
曹
洞
宗
が

最
も
多
い
と
さ
れ
る
が
、
密

教
が
重
要
な
の
は
、
古
代
イ

ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
の
最

ろ
、「
密
教
は
法
具
に
お
金
が

か
か
る
た
め
、
権
力
者
の
保

護
を
受
け
な
い
と
存
続
で
き

な
い
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

確
か
に
、
中
国
や
朝
鮮
で
残

っ
た
の
は
浄
土
宗
と
禅
宗
が

混
合
し
た
、
あ
ま
り
お
金
の

か
か
ら
な
い
仏
教
で
あ
る
。

恵
果
に
早
く
日
本
に
帰
り
、

密
教
を
広
め
る
よ
う
諭
さ
れ

た
空
海
も
、
朝
廷
に
取
り
入

れ
ら
れ
る
道
を
秘
か
に
探
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
空
海
に
と
っ
て
宇

宙
に
は
社
会
や
統
治
機
構
も

含
ま
れ
、
そ
れ
と
の
一
体
化

を
自
ら
に
課
し
た
に
違
い
な

い
。
そ
の
た
め
唐
で
は
仏
教

だ
け
で
な
く
、
土
木
や
建
築

技
術
、
水
銀
の
精
錬
法
な
ど

も
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ

社

説

ら
は
社
会
や
国
と
一
体
化
す

る
た
め
に
必
要
な
技
法
で
あ

っ
た
。
満
濃
池
の
修
築
な
ど

も
、
内
面
の

宗
教
的
価
値

だ
け
で
は
な

く
、
具
体
的

な
技
術
で
臨

ん
だ
か
ら
成

功
し
た
の
で

伊
勢
山
皇
大
神
宮
で
例
祭

安
の
舞
を
奉
奏
し
た
後
、
斎

主
が
玉
串
を
奉
っ
て
拝
礼

し
、
参
列
者
が
続
い
て
玉
串

を
奉
奠
。
本
廳
幣
・
神
社

幣
・
奉
賛
会
初
穂
・
神
饌
が

徹
せ
ら
れ
、
斎
主
は
御
扉
を

閉
じ
、
本
座
に
着
い
た
。
斎

主
一
拝
し
、
例
祭
は
滞
り
な

く
修
め
ら
れ
た
。

横
浜
の
総
鎮
守
、
神
奈
川

県
横
浜
市
の
伊
勢
山
皇
大
神

宮
（
阿
久
津
裕
司
宮
司
代
務

者
）
で
５
月
15
日
、「
緊
急
事

態
宣
言
」
を
受
け
、
例
祭
が

神
職
と
代
表
役
員
ら
の
み
で

斎
行
さ
れ
た
。

午
前
10
時
、
斎
主
（
阿
久

津
裕
司
宮
司
代
務
者
）
以
下

あ
る
。

都
を
護
る
東
寺
と
、
修
行

の
道
場
と
し
て
の
高
野
山
を

残
し
、
宮
中
で
初
め
て
後
七

日
御
修
法
を
修
し
た
８
３
５

年
に
空
海
は
没
し
、
９
２
１

年
に
醍
醐
天
皇
か
ら
弘
法
大

師
の
諡
号
が
贈
ら
れ
た
。
空

海
は
生
き
て
各
地
を
訪
れ
、

衆
生
の
救
済
に
尽
く
し
て
い

え
、
毎
日
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
鎮
静
祈
願
を
行

っ
て
い
る
。
古
来
日
本
人
は

疫
病
と
戦
い
、
一
心
に
神
様

に
祈
り
を
捧
げ
て
き
た
。
そ

れ
が
日
本
の
祭
り
や
記
憶
に

残
っ
て
い
る
。
先
人
た
ち
の

智
慧
を
我
々
も
学
ん
で
い
き

た
い
」
と
語
っ
た
。

伊
勢
山
皇
大
神
宮
で
は
参

拝
者
に
「
疫
病
鎮
御
祈
禱
之

札
」
を
配
布
し
て
い
る
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
災
厄
に
あ
た
り
、
神
前
に

祈
念
し
御
神
札
を
奉
製
し

た
。
同
宮
の
象
徴
で
も
あ
る

桜
に
は
荒
ぶ
る
存
在
の
魂
を

鎮
め
る
力
が
あ
る
と
さ
れ
、

境
内
に
は
、
花
鎮
め
（
疫
病

鎮
め
）
で
霊
験
あ
ら
た
か

な
、
三
輪
明
神
大
神
神
社
よ

り
分
霊
さ
れ
た
磐
座
も
祀
ら

れ
て
い
る
。
参
拝
者
は
玄
関

に
飾
っ
て
大
神
様
の
御
加
護

を
賜
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
御

札
を
受
け
取
っ
て
い
た
。

明
治
３
年
、
神
奈
川
県
は

横
浜
の
象
徴
、
人
々
の
心
の

宗
教
学
者
の
島
田
裕
巳
は

日
本
仏
教
は
五
層
で
発
展
し

た
と
す
る（『
教
養
と
し
て
の

世
界
宗
教
史
』
宝
島
社
）。

基
層
に
あ
る
の
が
飛
鳥
時
代

か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の

南
都
六
宗
（
三
論
宗
・
成
実

宗
・
法
相
宗
・
倶
舎
宗
・
華

厳
宗
・
律
宗
）
で
、
そ
の
上

に
大
乗
仏
教
の
代
表
的
経
典

で
あ
る
法
華
経
に
基
づ
く
法

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
を
祈
願

魔
の
Ｊ
Ｒ
中
央
線

自
殺
霊
の
撮
影
で
判
明
し
た
こ
と
─

十
年
の
歳
月
を
か
け
、つ
い
に
自
殺
者
の
霊
の
撮
影
に
成
功
。

霊
能
者
が
書
い
た
自
殺
防
止
の
書
。
死
ん
で
も
痛
み
は
残
る
も
の
、

自
殺
者
の
言
い
分
〝
こ
ん
な
筈
で
は
〞
自
殺
を
し
た
状
態
で
霊
は
さ
ま
よ
う
、

硫
化
水
素
自
殺
、
政
治
家
と
自
殺
、
自
殺
の
多
い
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
謎
を
解
く
！
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日
本
よ
、蘇
れ

日
本
神
話
の
知
恵

出雲井晶著

ゆ
が
ん
だ
歴
史
観
、
家
庭
の
崩
壊
、
教
育
の
危
機
…
。
い
ま
日
本

は
大
き
な
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。こ
の
現
状
を
打
破
す
る
カ
ギ

は
、
実
は
「
日
本
神
話
＝
古
事
記
・
神
代
」
に
あ
る
の
で
す
。
日

本
神
話
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
、愛
と
生
命
と
知
恵
に
立
ち
返
っ
て
こ

そ
、日
本
の
未
来
は
拓
け
ま
す
。あ
な
た
も
著
者
と
い
っ
し
ょ
に
、

「
神
話
の
教
え
」
を
ひ
も
と
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
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本
体
２
０
０
０
円
＋
税
）

日
本
国
始
め
 饒
速
日
大
神
の
東
遷

大
野
七
三
著

『
先
代
旧
事
本
紀
』の
神
髄
を
極
め
た
著
者
が
語
る
。

足
で
調
べ
た
大
和
建
国
の
謎
。

須
佐
之
男
尊
の
出
雲
国
創
建
後
、
饒
速
日
尊
が
32
従
者
と
25
軍
団
を
従
え
、

九
州
か
ら
大
和
に
東
遷
し
て
纏
向
の
地
に
大
和
国
を
建
国
。
そ
の
時
、
饒
速

日
尊
が
配
下
を
募
り
配
置
し
た
今
も
残
る
そ
の
出
自
と
足
跡
を
立
証
す
る
。

祭
員
が
参
進
、
祓
い
所
で
修

祓
の
儀
、
斎
主
以
下
祭
員
が

神
楽
殿
の
所
定
の
座
に
着
い

た
。
次
に
斎
主
一
拝
、
御
扉

を
開
い
た
後
、
神
饌
を
供

し
、
本
廳
幣
・
神
社
幣
を
献

じ
た
。
祭
員
奉
賛
会
が
初
穂

を
献
じ
た
後
、
斎
主
が
祝
詞

を
奏
上
。
２
人
の
巫
女
が
浦
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四
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頁
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体
１
５
０
０
円
＋
税
）

私
の
生
命

い

の

ち

の
復
活上橋

泉
著

人
生
の
苦
し
み
に
積
極
的
な
意
味
は
あ
る
の
か
？

『
21
世
紀
に
生
き
る
日
本
人
の
た
め
の
浄
土
思
想
』
の
出
版
を
記
念
し
て
、平
成
26
年
３

月
か
ら
28
年
11
月
ま
で
の
５
回
に
わ
た
る
講
演
を
ま
と
め
た
著
者
渾
身
の
生
命
の
書
。

日
本
人
の
宗
教
性（
霊
性
）は
回
復
す
る
か
？

新刊！

終
ラ
ン
ナ
ー
だ
か
ら
で
あ

る
。
紀
元
前
５
０
０
年
頃
に

生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
釈
迦
に

始
ま
る
初
期
仏
教
か
ら
後
に

発
展
し
た
大
乗
仏
教
、
さ
ら

に
イ
ン
ド
土
着
の
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
ま
で
取
り
入
れ
て
い

る
。初

期
仏
教
で
は
自
身
の
悟

り
を
得
、
解
脱
す
る
こ
と
が

最
高
目
的
の
た
め
、
出
家
し

て
修
行
す
る
の
が
基
本
で
、

衣
食
住
は
も
っ
ぱ
ら
布
施
に

頼
っ
て
い
た
。
個
人
の
精
神

的
な
救
い
が
優
先
さ
れ
、
社

会
と
の
か
か
わ
り
は
最
小
限

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
布
教
の
拡
大
に
よ
り
社

会
と
の
関
係
が
無
視
で
き
な

く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
１
世

紀
こ
ろ
、
大
衆
の
救
い
を
優

先
す
る
大
乗
仏
教
が
生
ま
れ

る
。
そ
の
最
終
形
態
が
密
教

で
、
中
国
を
経
て
日
本
に
伝

え
ら
れ
た
。
も
う
一
つ
チ
ベ

ッ
ト
に
伝
わ
っ
た
密
教
も
あ

る
。

阿
久
津
宮
司
代
務
者
が
挨

拶
し
、「
本
来
な
ら
、
初
夏
の

風
薫
る
こ
の
よ
う
な
日
に
創

建
１
５
０
周
年
の
奉
祝
祭
典

と
奉
祝
行
事
を
行
う
は
ず

で
、
皆
様
も
楽
し
み
に
さ
れ

て
い
た
と
思
う
。

私
ど
も
も
記
憶
に
そ
し
て

記
録
に
残
る
祭
典
を
と
考
え

て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
１

年
先
送
り
に
な
っ
た
。
神
社

と
し
て
も
厳
し
い
状
況
に
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
参
拝
す
る

方
々
、
一
心
に
祈
り
を
捧
げ

る
方
々
が
お
ら
れ
、
こ
の
神

社
が
心
の
拠
り
所
で
あ
る
こ

と
を
実
感
し
た
。
多
く
の
崇

敬
者
に
支
え
ら
れ
て
い
る
神

社
は
、
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と

が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考

梵
（
宇
宙
）
と
ミ
ク
ロ
コ
ス

モ
ス
の
我
の
「
梵
我
一
如
」

が
仏
教
以
前
の
ヒ
ン
ド
ゥ
イ

ズ
ム
の
構
想
で
、
釈
迦
は
没

我
に
よ
り
そ
れ
を
果
た
そ
う

と
し
た
と
す
る
。

し
か
し
、
社
会
に
お
い
て

我
を
取
り
除
く
こ
と
は
不
可

能
で
、
恵
果
か
ら
灌
頂
を
受

け
、
両
部
曼
荼
羅
を
持
ち
帰

っ
た
空
海
は
、
神
道
が
根
付

く
日
本
的
風
土
の
中
で
即
身

成
仏
の
理
論
と
修
法
を
確
立

し
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド

的
、
中
国
的
風
土
で
は
不
可

能
だ
っ
た
理
想
が
、
日
本
で

初
め
て
実
現
し
た
と
も
言
え

よ
う
。
松
岡
は
空
海
の
「
内

と
外
」
に
対
す
る
絶
妙
な
感

覚
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ
は

恵
果
の
「
内
外
の
一
対
」
と

い
う
感
覚
を
学
び
、
規
範
と

し
た
か
ら
だ
と
す
る
。

『
空
海
と
霊
界
め
ぐ
り
伝

説
』（
角
川
選
書
）
を
書
い
た

上
垣
内
憲
一
・
前
大
妻
女
子

大
学
教
授
に
中
国
で
密
教
が

滅
ん
だ
原
因
を
聞
い
た
と
こ

アートヴィレッジ
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日
本
宗
教
の
闇

拉
致
監
禁
に
よ
る
強
制
棄
教
と
の
戦
い

室
生
忠
著
四
六
判
・
５
２
０
頁

定
価
：
本
体
２
、０
０
０
円
＋
税

信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
今
の
日
本
で
、
強
制
棄
教
を
目
的
に
拉
致
監
禁
が
行

わ
れ
て
い
る
。
職
業
的
強
制
改
宗
屋
が
家
族
を
巻
き
込
み
、
信
者
を
拉
致
し
、
部

屋
に
監
禁
し
て
、
脅
迫
的
説
得
に
よ
り
棄
教
を
迫
る
。
特
に
世
界
平
和
統
一
家
庭

連
合
（
統
一
教
会
）
や
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
に
被
害
者
が
多
く
、
中
に
は
12
年

以
上
の
監
禁
さ
れ
た
人
も
い
る
。
驚
く
べ
き
宗
教
迫
害
の
リ
ポ
ー
ト
。

る
と
の
弘
法
大
師
信
仰
が
生

ま
れ
、
逝
去
で
は
な
く
入
定

と
さ
れ
、
今
も
毎
日
食
事
が

供
さ
れ
て
い
る
。
優
れ
た
宗

教
も
大
衆
の
支
持
が
な
い
と

存
続
で
き
な
い
。
日
本
の
宗

教
現
象
と
し
て
は
、
空
海
の

思
想
よ
り
も
大
師
信
仰
の
展

開
が
重
要
で
あ
ろ
う
。（
３
面

に
続
く
）

弘
法
大
師
聖
句
集
成

本
書
は
大
師
の
言
葉
が
読
者
の
心
に
直
接
届
く
よ
う

工
夫
さ
れ
、
掲
示
伝
道
や
寺
報
の
種
子
に
最
適
。
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山喜房佛書林
福
田
亮
成
編
　
Ｂ
六
判
　
二
九
〇
頁
　
本
体
五
、八
〇
〇
円

補
陀
洛
信
仰
の
研
究

チ
ベ
ッ
ト
・
ア
ジ
ア
各
地
の
補
陀
洛
信
仰
と

そ
の
伝
播
ル
ー
ト
等
の
集
大
成

神
野
富
一
著
　
Ａ
五
判
　
五
八
〇
頁
　
本
体
一
六
、〇
〇
〇
円

横浜市

神前に拝礼する斎主の阿久津裕司宮司代務者=5月15
日、神奈川県横浜市の伊勢山皇大神宮

「
あ
な
た
は
、

あ
な
た
の
神
、
主

の
聖
な
る
民
で
あ

る
。
あ
な
た
の
神
、主
は
、地
上
に
い
る

す
べ
て
の
民
の
中
か
ら
あ
な
た
を
選
び
、

ご
自
分
の
宝
の
民
と
さ
れ
た
。
あ
な
た

が
た
が
ど
の
民
よ
り
も
数
が
多
か
っ
た

か
ら
、
主
が
あ
な
た
が
た
に
心
引
か
れ

て
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ

な
た
が
た
は
、
ど
の
民
よ
り
も
少
な
か

っ
た
。
た
だ
、
あ
な
た
が
た
に
対
す
る

主
の
愛
の
ゆ
え
に
、
ま
た
、
あ
な
た
が

た
の
先
祖
に
誓
わ
れ
た
誓
い
を
守
る
た

め
に
、
主
は
力
強
い
手
に
よ
っ
て
あ
な

た
が
た
を
導
き
出
し
、奴
隷
の
家
、エ
ジ

プ
ト
の
王
フ
ァ
ラ
オ
の
手
か
ら
、
あ
な

た
を
贖
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
あ
な
た

は
、
あ
な
た
の
神
、
主
こ
そ
神
で
あ
り
、

真
実
の
神
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」（
申
命
記
７
：
６
│
９
）

か
つ
て
創
造
主
な
る
神
は
イ
ス
ラ
エ

ル
の
民
を
選
び
、「
我
が
宝
の
民
」
と
呼

ん
で
特
別
な
使
命
を
与
え
た
。
モ
ー
セ

を
通
し
て
み
言
を
与
え
、
戒
め
を
守
る

よ
う
諭
し
た
。
そ
れ
は
神
と
人
と
の
揺

る
ぎ
な
い
愛
の
絆
を
築
く
た
め
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
全
て
の
人
間
が
、
人
間
を

超
え
た
創
造
主
と
親
し
い
関
係
性
に
至

る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
民
の
自

己
理
解
が
現
実
の
困
難
を
越
え
て
人
類

の
恒
久
平
和
を
追
求
す
る
原
動
力
と
も

な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｉ
）

本
紙
定
期
購
読
の
お
申
し
込
み
は

■
ご
希
望
購
読
期
間
　
■
氏
名
　
■
郵
便
番
号
　
■
住
所
　

■
連
絡
先
電
話
番
号
　
■
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
お
持
ち
の

場
合
）
を
明
記
の
上
、
宗
教
新
聞
社
宛
、
は
が
き
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
左
記
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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）

４
月
に
こ
し

ひ
か
り
を
植

え
、
６
月
は
あ

き
さ
か
り
。
福

井
県
農
業
試
験

場
で
２
０
０
８

年
に
誕
生
し
た
品
種
で
、

き
ぬ
ひ
か
り
系
と
こ
し
ひ

か
り
系
の
稲
を
交
配
し
、

こ
し
ひ
か
り
よ
り
収
穫
期

を
遅
く
し
た
。
こ
し
ひ
か

り
の
も
ち
も
ち
感
と
、
甘

み
と
う
ま
味
が
特
徴
▼
こ

し
ひ
か
り
の
水
田
は
中
干

と
い
う
、
水
を
抜
い
て
田

を
干
す
作
業
を
行
う
。
そ

う
す
る
こ
と
で
苗
は
分
け

つ
し
て
茎
を
増
や
し
、
た

く
ま
し
く
な
る
。
こ
し
ひ

か
り
の
欠
点
は
倒
れ
や
す

い
こ
と
な
の
で
、
こ
の
作

業
が
欠
か
せ
な
い
。
ど
こ

か
子
育
て
に
似
て
い
る
▼

６
月
に
は
各
地
の
神
社
で

お
田
植
祭
が
あ
る
。
早
乙

女
た
ち
が
早
苗
を
植
え
る

風
景
は
、
米
づ
く
り
の
国

日
本
を
実
感
さ
せ
る
。
弥

生
時
代
か
ら
繰
り
返
し
て

き
た
米
作
が
、
日
本
人
を

つ
く
っ
て
き
た
よ
う
に
思

う
。
稲
を
自
分
の
分
身
の

よ
う
に
世
話
し
、
田
植
え

な
ど
で
は
地
域
の
人
た
ち

と
共
同
作
業
を
行
う
。
そ

こ
か
ら
人
や
自
然
と
の
接

し
方
を
学
び
、
成
長
し
て

き
た
▼
農
業
が
個
人
化
し

た
の
は
田
植
え
機
が
導
入

さ
れ
て
か
ら
で
、
家
内
労

働
だ
け
で
完
結
す
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ

が
農
家
の
高
齢
化
、
後
継

者
不
足
で
、
再
び
共
同
化

に
向
か
い
つ
つ
あ
る
。
で

も
、
そ
れ
は
日
本
に
と
っ

て
い
い
こ
と
で
、
私
に
と

っ
て
も
い
い
こ
と
に
し
た

い
▼
順
番
で
自
治
会
長
に

な
っ
た
の
で
、
初
め
て
写

真
入
り
の
「
お
便
り
」
を

つ
く
り
、
市
か
ら
の
広
報

資
料
と
一
緒
に
配
っ
た
。

地
域
の
活
動
を
み
ん
な
に

知
っ
て
も
ら
う
た
め
で
、

花
の
プ
ラ
ン
タ
ー
を
小
学

校
に
寄
贈
し
た
ニ
ュ
ー
ス

が
目
玉
。
通
学
路
そ
ば
の

田
ん
ぼ
に
咲
か
せ
た
レ
ン

ゲ
も
好
評
だ
っ
た
。
草
刈

り
な
ど
の
参
加
者
も
増

え
、
楽
し
そ
う
に
活
動
し

て
い
る
の
が
う
れ
し
い
。

拠
り
所
と
し
て
伊
勢
山
皇
大

神
宮
を
創
建
し
た
。
明
治
４

年
に
正
遷
宮
が
執
り
行
わ
れ
、

伊
勢
神
宮
よ
り
勧
請
さ
れ
た

と
伝
わ
る
古
社
を
再
興
し
、

横
浜
総
鎮
守
と
し
て
祀
る
に

あ
た
り
、
県
は
５
日
間
に
わ

た
る
盛
大
な
祭
礼
を
行
っ

た
。
そ
の
総
費
用
は
15
万
両

で
、当
時
の
外
務
卿
は
「
外

務
省
の
半
年
の
予
算
に
匹
敵

す
る
」
と
驚
い
た
と
い
う
。

神
奈
川
県
は
、
同
宮
を
伊

勢
神
宮
の
「
別
宮
」
と
す
る

よ
う
政
府
に
願
い
出
て
い
た

が
、
叶
わ
な
か
っ
た
。
創
建

１
５
０
年
の
記
念
と
し
て
、伊

勢
神
宮
内
宮
よ
り
正
殿
本
宮

に
連
な
る
西
宝
殿
を
賜
り
、

同
宮
の
新
た
な
本
宮
と
し
て

移
築
さ
れ
た
。
こ
れ
は
池
田

同
宮
宮
司
の
熱
意
と
、
横
浜

の
総
鎮
守
と
し
て
格
別
の
配

慮
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
平
成

30
年
に
本
殿
遷
座
祭
が
行
わ

れ
、
伊
勢
よ
り
勧
請
さ
れ
た

神
霊
が
、
伊
勢
よ
り
遷
さ
れ

た
社
殿
へ
鎮
ま
っ
た
の
は
、

同
宮
を「
別
宮
」に
と
願
っ
た

明
治
の
人
々
の
思
い
が
叶
っ

た
よ
う
で
も
あ
る
。
来
年
５

月
に
は
創
建
１
５
０
年
記
念

式
典
が
開
催
さ
れ
る
予
定
。

緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
共
存
す
る「
新
し
い
生
活
」
が
始
ま
っ
た
。
後
の
時
代
に
、
令

和
２
年（
２
０
２
０
）
に
時
代
が
変
わ
っ
た
と
世
界
史
に
記
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
宗
教
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。
薬

師
寺
の
大
谷
徹
奘（
て
つ
じ
ょ
う
）
執
事
長
は「
自
粛
は
、
訓
練
を
重
ね
、
新
し
い
生
き
方
を
身
に
つ
け
る
好
機
」
だ
と
言

う
（
読
売
新
聞
５
月
31
日
付
）。
つ
ま
り
、
人
間
の
内
面
に
目
を
向
け
よ
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
で
、
真
言
密
教
を
開
き
、『
秘

密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
で
当
時
の
代
表
的
な
思
想
を
見
事
に
体
系
化
し
た
空
海
を
手
掛
か
り
に
考
え
て
み
た
。（
多
田
則
明
）

華
宗
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
次

に
平
安
時
代
初
期
に
空
海
ら

が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
密
教

が
仏
教
界
を
席
巻
す
る
。
そ

の
上
に
来
る
の
が
浄
土
思
想

で
、
法
然
は
念
仏
以
外
の
行

を
必
要
と
し
な
い
「
専
修
念

仏
」
を
説
き
、
親
鸞
が
そ
れ

を
徹
底
さ
せ
た
。
最
後
の
層

が
禅
宗
で
、
鎌
倉
時
代
以

降
、
弾
圧
で
仏
教
が
衰
退
し

弘法大師が入定している高野山奥之院

空海・弘法大師

コ
ロ
ナ
後
の「
新
し
い
生
活
」と
宗
教


