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は

じ

め

に

大
乗
仏
教
の
興
起
に
関
し
て
は
、
多
く
の
先
学
に
よ

っ
て
次
第
に
解
明
さ
れ
て
来
た
が
、
就
中
、
平
川
彰
博
士
や
静
谷
正
雄
氏
等
に
よ

る

「教
団
」
と
し
て
の
大
乗
仏
教
の
起
源
を
探
求
し
、　
仏
塔
信
仰
に
注
目
す
る
見
解
は
Ｔ
）、　
勝
れ
て
大
乗
仏
教
興
起
の
実
態
を
明
ら
か

に
し
た
と
云
え
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
に
依
れ
ば
、　
釈
迦
仏
の
入
滅
後
、　
在
家
信
者
の
手
に
よ

っ
て
は
じ
ま

っ
た
舎
利
供
養

。
仏
塔
建
立
は
次
第
に
発
展
し
て
、
「仏
塔

を
依
処
と
す
る
野
の
宗
教
家
た
ち
の
仏
塔
信
仰
者
集
団
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
大
乗
仏
教
の
源
流
が
求
め
ら
れ
る
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「仏
塔
教
団
」
か
ら
、　
さ
ら
に

一
歩
発
展
し
て
、
「
た
だ
仏
塔
を
結
合
の
中
心
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、　
法
と
法

師
を
中
心
と
す
る
同
志
的

。
人
格
的
結
合
に
よ
る
教
団
が
、
塔
寺
を
中
心
と
す
る
大
乗
教
団
の
ほ
か
に
、　
新
た
に
誕
生
し
た
７
ご
　
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の

「法
師
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
大
乗
仏
教
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
彼
ら
を
中
心
と
し
て
仏
教
運
動
を
展
開
し
た

大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
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教
団
が
初
期
大
乗
諸
経
典
を
製
作
し
、
か
つ
奉
持
、
宣
伝
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
初
期
大
乗
諸
経
典
は
、
か
か
る
法
師
の
手
に
な
る
自
己

の
仏
教
運
動
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た

「伝
道
文
学
↑
ざ

に
他
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
法
華
経
」
も
叉
、
初
期
大
乗
経
典
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
し
て
、　
そ
の
法
華
経
研
究
は
、　
か
か
る
大
乗
仏
教
成
立
の
事
態
を
十
分
に
踏

え
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
で
従
来
の
法
華
経
研
究
が
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で

の
法
華
経
研
究
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
二
十
七
品
の
う
ち
薬
王
菩
薩
本
事
品
以
下
の
六
品
は
論
外
と
し
て
、
序
品
よ
り
如
来
神
力
品
に
至
る

二
十
品
の
中
で
も
、
方
便
品
を
中
心
と
す
る
前
半
を
も

っ
て
最
初
に
成
立
し
た

「法
華
経
」

（第

一
類
法
華
経
）
で
あ
る
と
し
、　
そ
れ
に
対

し
て
、
法
師
品
以
下
の
後
半
の
十
品
は
後
代
の
付
加
増
広
部
分
と
見
る
？
）
の
が
殆
ん
ど
定
説
化
し
て
い
る
。　
特
に
、
紀
野

一
義
氏
は
つ

と
に
大
乗
仏
教
の
起
源
を
こ
の

「仏
塔
教
団
」
に
求
め
る
立
場
に
立

っ
て
、
「法
華
経
結
集
ぼ
さ
つ
団
」
の
存
在
↑
）
を
想
定
さ
れ
て
法
華

経
の
研
究
を
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
さ
え
、
序
品
の

一
部
、　
方
便
品
、
警
喩
品
よ
り
成
る
第

一
類
法
華
経
が
最
初
の
成
立
で
あ
る
↑
）
と
さ

れ
て
い
る
。　
し
か
し
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
「教
団
」
と
し
て
の
大
乗
仏
教
を
考
え
る
立
場
、　
法
師
を
も
っ
て
大
乗
仏
教
運
動
の
推
進
者

・

リ
ー
ダ
ー
と
す
る
見
方
と
は
全
く
相
反
す
る
立
場
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
大
乗
仏
教
の
興
起
に
関
し
て
、
法
師
を
中
心
と
す
る
人
格
的
結

合
の
団
体
、
そ
の
標
榜
す
る
教
法
の
実
践
を
行
な
う
集
団
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
初
期
大
乗
経
典
が
製
作
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
法
華

経
成
立
史
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
推
進
役
を
つ
と
め
た
法
師
の
登
場
す
る
法
師
品
以
下
の
後
半
の
部
分
を
後
代
の
付
加
部
分
と
し
て
全
く

排
除
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
叉
、
従
来
の
見
解
に
お
い
て
共
通
す
る
考
え
方
は
、
法
師
品
以
下
の
章
が
法
華
経
の
憶
持

・
読
誦

・
解
説

・
書
写
と
い
う

「受
持
」
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
受
持
の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立

っ
て

「受
持
さ
れ
る
べ
き
法
華
経
」
が

成
立
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
し
く
仏
教
運
動
を
展
開
し
て
い
る
信
仰
者
集
団
や
、
そ
の
リ

ー
ダ
ー
た
る
法
師
が
自
己
の
運
動
の
伝
道
の
た
め
に
経
典
を
製
作
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
経
典
の
中
で
そ
の
経
の
伝
道
の
必
要
性
を



主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
又
、　
一
般
に
経
典
と
云
う
も
の

は
、
元
来
ご
く
簡
潔
な
小
部
の
も
の
で
あ

っ
た
も
の
が
、
漸
次
に
敷
衛
、
増
広
さ
れ
て
大
部
な
も
の
に
な

っ
た
と
い
う
見
方
が
支
配
的
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
始
め
、
仏
陀
の
説
法
の
ご
く
短
か
い
要
項
の
伝
承
か
ら
興

っ
て
、
そ
の
後
次
第
に
今
日
の
形
態
を
整
え
る

に
至
っ
た
と
い
う
阿
含
等
の
原
始
経
典
の
成
立
事
情
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
も

っ
て
初
期
大
乗
経
典
の
成
立
事
情
ま
で
及
ぼ
し
う
る
で
あ
ろ

う
か
。
初
期
大
乗
経
典
が
、
あ
る
信
仰
者
集
団
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰
運
動
の
伝
道
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た

一
つ
の
宗
教
文
学
と
し
て
考
え

ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
経
典
は
、
最
初
か
ら
明
確
な
意
図
の
も
と
に
全
体
の
構
想
が
考
え
ら
れ
、
あ
る
程
度
の
規
模
を
も

っ
た
、
ま
と

ま
り
あ
る

一
個
の
文
学
作
品
と
し
て

製
作
さ
れ
、　
世
に
発
表
さ
れ
た
と
考
え
て
何
ら
不
都
合
は
な
か
ろ
う
。　
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
同
時

に
、
そ
の
作
品
が
世
間
に
広
ま
ら
な
く
て
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作
品
自
体
が
そ
の
中
で
そ
の
経
を
推
賞
し
、

そ
の
経
の
受
持
を
称
讃
し
て
、
理
の
当
然
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

こ
の
よ
う
に

「教
団
」
と
し
て
の
大
乗
を
考
え
る
立
場
か
ら
、
こ
こ
に

「法
華
経
」
―
―
大
凡
の
所
と
し
て

「序
品
」
か
ら

「如
来
神

力
品
」
ま
で
の
二
十
章
を
云
う
―
―
を
産
み
出
し
た
信
仰
者
集
団
を
想
定
し
、
仮
に
そ
れ
を

「法
華
者
団
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
法
華
者
団

が
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
を
奉
じ
て
運
動
を
展
開
し
、
そ
し
て
法
華
経
を
産
み
出
す
に
至
っ
た
か
を
、
法
華
経
自
体
の
中
か
ら
二
、
三
の
点

を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

法
華
経
の
中
心
思
想
は
何
か
と
云
え
ば
、
方
便
品
に
明
か
さ
れ
て
い
る

「仏
乗
」
Ｇ
暉
０
０

，
”
く
帥
５
じ
（ι
た
る

「
一
乗

，一
（〇
澪
”
く
“
●
じ
（こ

で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。　
こ
の

「唯

一
な
る
仏
乗
」
盆

仏
乗
）
と
は
何
か
と
云
え
ば
、　
そ
れ
は
、
「仏
出
世
の
本
懐
」
と

大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）

一
〇
五
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し
て
如
来
は
唯

一
の
目
的
の
た
め
に
世
に
出
現
す
る
と
説
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の

「唯

一
の
目
的
」
と
は

「菩
薩
を
教
化
す

る
こ
と
」
Ｏ
ｏ
一
〓
８
一〓
”
‐８
ヨ
“
０
鉤
０
”
●
じ
、　
即
ち

「如
来
の
知
見
を
衆
生
に
示
し

（紹
計
０
ミ
３
●
じ
、
理
解
さ
せ

（”
く
洋
翠
”
●
じ
、
め

ざ
め
さ
せ

Ｃ
轟

”̈σ
ｏ
Ｏ
す
”
●
じ
、　
そ
の
道
に
入
れ
る
即
ち

実
践
に
導
く
こ
と

（日
翠
∞
勁
く
洋
翠
”
●
こ

で
あ
る
」
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
Ｔ
て
　

ヒヽ
」
に
云
う
所
の

「如
来
の
知
見
」
と
は
、
仏
出
世
の
本
懐
た
る

「菩
薩
を
教
化
す
る
こ
と
」
を
も

っ
て
、
　
一
切
衆
生
を

対
象
に
如
来
の
知
見
を
示
し
、　
乃
至
実
践
に
導
く
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、　
そ
れ
は
、
「あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
有
情
が
全
て
菩
薩
で
あ

る
」

即
ち

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
●
）。
　

こ
の

「
一
切
衆
生
」
を
、　
経
自

体
は
こ
の
後
に
声
聞

。
独
覚

・
菩
薩
の
三
乗
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
菩
薩
乗
と
は
、
そ
の
当
時
菩
薩
と
自
称
し
て
新
し
い
大
乗
仏
教
運
動

を
展
開
し
て
い
た
諸
々
の
新
興
大
乗
教
団
の
人
々
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
声
聞
乗
は
勿
論
正
統
派
た
る
僧
伽

。
比
丘
教
団
に
属
す
る

出
家
修
行
者
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
ら
と
共
に
、
そ
の
僧
伽
や
教
団
に
帰
依
す
る
在
家
信
者
を
も
含
め

・て
、
要
す
る
に
当
時
の
仏
教
徒
の

全
で
を
指
し
て

「
三
乗
」
と
云

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら

「
一
切
衆
生
」
の
全
て
が
悉
く

「菩
薩
」
即
ち

「菩
提
を
得
る
有
情
」

な
り
と
い
う
の
が
、
仏
の
如
実
知
見
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
れ
が

「仏
乗
」
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
他
に
乗
の

な
き

「
一
乗
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
の
、
特
に

「悉
皆
」
た
る
こ
と

を
主
張
せ
ん
が
た
め
、　
当
時
他
の
大
乗
新
興
教
団
が
、　
正
統
派
比
丘
教
団
に
対
抗
す
る
必
要
上
か
ら
、　
小
乗
と
貶
称
し
て
い
た

「声
聞

乗
」
。
比
丘
教
団
を
も
、　
一
仏
乗
に
包
摂
し
て
、　
声
聞
比
丘
を
も
菩
薩
な
り
と
云
う
の
で
あ

っ
て
、　
こ
れ
を
強
く
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
べ
く
、

声
聞
が

「菩
薩
」
即
ち

「菩
提
を
得
る
有
情
」
な
る
こ
と
の
保
証
と
し
て
、
仏
伝
文
学
が
産
み
出
し
た
記
莉
思
想
を
も
ち
い
て
、
舎
利
弗

等
の
諸
声
聞
に
授
記
す
る
と
い
う

「警
喩
品
」
以
下
の
章
が
続
く
の
で
あ
る
。
叉
法
華
経
は
、
自
か
ら
そ
の
内
容
を
標
榜
す
る
旗
印
と
し

て

「菩
薩
の
教
誠
」
Ｏ
ｏ
Ｏ
〓
８
一７
”
，”
く
”
く
鉤
Ｑ
じ

（妙
法
華

「教
菩
薩
法
し

と
云

っ
て
い
る
が
、
こ
の
菩
薩
の
意
味
は

「菩
薩
を
教
化
す



る
こ
と
」
の
菩
薩
と
同
様
、
こ
の

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
の
立
場
に
お
け
る
そ
れ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

所
で
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば

「教
菩
薩
法
の
法
華
経
」
と
は
、
究
極
の
所

「方
便
品
」
の
み
で
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

り
、
そ
れ
故
に
法
華
経
の
原
型
は

「方
便
品
」
の
み
で
あ

っ
た
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
乍
ら
、
「教
団
」

と

し
て
の
大
乗
仏
教
の
興
起
を
考
え
る
立
場
は
、
そ
の
方
便
品
が
産
み
出
さ
れ
る
背
後
に
は
、
あ
る

一
つ
の
仏
教
信
仰
者
団
即
ち
、
こ
の
法

華
者
団
の
活
動
が
あ

っ
た
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
実
は
こ
の
方
便
品
自
体
の
中
に
は
っ
き
り
と
表
明
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
方
便
品
に
、　
一
仏
乗
を
も

っ
て
三
世
十
方
諸
仏
の
常
法

貧
〓
Ｒ
ヨ
洋
ｅ
（っ

で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
後
、

そ
れ
が
ま
さ
し
く
唯

一
の
乗
で
あ
る
た
め
に
は
、
伝
統
あ
る
正
統
派
と
し
て
の
僧
伽

。
比
丘
教
団
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
「比
丘
に
し
て
阿
羅
漢
で
あ
り
、　
漏
尽
者
た
る
も
の
が
、　
如
来
の
面
前
で
こ
の
法
を
聞
い
て
信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い

し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
存
す
る
余
地
も
な
い
貧
ざ

と
述
べ
て
い
る
。　
が
、
そ
の
後
に

「但
し
、　
如
来
が
入
滅
し
た
後
は
除
い
て
で
あ

る
貧
ざ

と
云
う
。
そ
し
て
、
何
故
に

「如
来
の
入
滅
後
」
は
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
説
明
し
て
、
「な
ん
と
な
れ
ば
、　
そ
れ
ら
声
聞

は
、
如
来
が
入
滅
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
時
期
、
そ
の
よ
う
な
折
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
典
類
の
憶
持
者

ａ
ｒ
翠
”
庁
じ
、
説
示
者

ｅ
ａ
”
Ｆ
じ

と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
貧
ざ
　
と
云

っ
て
い
る
。　
こ
れ
は
、
仏
滅
後
に
お
い
て
は
こ
の
経
の
受
持
が
声
聞
即
ち
僧
伽

。
比
丘
教
団
と

は
別
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
云
う
も
の
で
あ
り
、
叉
こ
こ
に
限
定
付
け
ら
れ
た

「仏
滅
後
」
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
方
便
品

が
製
作
さ
れ
た
時
期
そ
の
も
の
、
法
華
者
団
が
現
実
に
そ
こ
に
置
か
し
め
ら
れ
て
い
た
時
期
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
一
文
は
、
法
華

経
方
便
品
の
製
作
と
そ
の
伝
道
が
と
り
も
な
お
さ
ず

「法
華
者
団
」

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
と
に
窺
わ
れ
る
法
華
者
団
の
姿
は
、
序
品
の
日
月
燈
明
仏
の
過
去
諄
に
お
け
る
仏
滅
後
に
法
華
経
受
持
を
な
す
法
師

・

妙
光
菩
薩
や
、
第
七
章
往
古
品
（妙
法
華
、
化
城
喩
品
）
の
大
通
智
勝
仏
の
入
定
中
及
び
滅
後
に
お
け
る
十
六
菩
薩
の
所
行
、
さ
ら
に
法
師

大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〇
七



大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

品
以
下
に
説
か
れ
て
い
る
法
師
の
姿
等
と
全
く
符
合
し
て
あ
ま
す
所
な
き
事
は
言
を
待
た
な
い
っ
）。
か
く
し
て
こ
の
方
便
品
の
背
後
に
、

そ
の
製
作
者
か
つ
伝
道
者
と
し
て
の
、
法
師
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
あ
る
仏
教
信
仰
者
集
団
即
ち

「法
華
者
団
」
の
存
在

を
想
定
す
る
こ
と
は
、
至
当
の
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二

こ
の
よ
う
に
方
便
品
の
背
後
に
法
華
者
団
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
方
便
品
に
主
張
さ
れ
て
い
る

「如
来
の
知
見
」
と
し
て
の

「
一
仏
乗
」
、
ヨ

切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
の
思
想
は
、
彼
ら
法
華
者
団
が
把
握
乃
至
は
信
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
し
て
、

そ
れ
で
は
、
法
華
者
団
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
獲
得
す
る
に
至

っ
た
の
か
、
如
何
な
る
問
題
意
識
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の

問
題
の
解
決
を
は
か

っ
た
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
は
謂
わ
ば
法
華
者
団
の
自
内
証
で
あ
る
か
ら
に
し
て
、

こ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
又
、
そ
れ
を
明
か
す
直
接
的
資
料
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
現
存
す
る

「法
華
経
」

が
こ
の
法
華
者
団
の
産
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
法
華
経
自
体
に
そ
の
解
答
を
窺
う
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
注
目
さ
れ
る

べ
き
は
、　
第
十
五
章
如
来
寿
量
品
に
説
か
れ
て
い
る

「良
医
治
子
」
の
喩
で
あ
る
。　
こ
の
喩
に
描
か
れ
て
い
る
所
の
、　
毒
に
苦
し
む
上

に
、
さ
ら
に
父
の
死
を
告
げ
ら
れ
た
顛
倒
の
子
ら
の
苦
悲
の
心
境
は
、
ま
さ
に
法
華
者
団
の

「仏
滅
後
」
と
い
う
問
題
意
識
、
そ
の
無
仏

の
時
代
に
な
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
苦
悩
そ
の
も
の
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
子
ら
が
、
苦
悲
の
極
ま
る
所

に
お
い
て
、
「顛
倒
の
想
は
不
顛
倒
の
想
い
と
な

っ
た
■
ざ

と
あ
る
の
は
、
法
華
者
団
が

「仏
滅
後
」
と
い
う
音
の
淵
底
に
お
い
て
逆
に

仏
の
大
慈
悲
と
し
て
の
限
り
な
き
い
の
ち
を
信
得
し
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
２
）。　
こ
う
し
て
、　
方
便
品
と
並
ん
で
法
華
経

の
中
心
思
想
を
な
し
て
い
る

「如
来
寿
量
品
」
の

「永
遠
仏
」
の
観
念
が
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「良
医
治
子
」



の
喩
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
深
く
問
わ
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
父
が
病
め
る
子
の
も
と
を
去

っ
た
上
に
さ

ら
に
、
自
己
の
死
を
子
ら
に
告
げ
さ
せ
て
い
る
が
、
父
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
残
酷
無
比
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
を
問
う

こ
と
で
あ
る
。
良
医
た
る
父
は
良
薬
を
調
合
し
、
こ
れ
を
服
せ
し
め
て
、
半
数
の
子
ら
を
現
に
苦
か
ら
脱
せ
し
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
残
り

半
数
の
、
薬
を
服
せ
ざ
る
顛
倒
の
子
ら
に
対
し
て
は
、
全
く
こ
れ
を
放
置
し
そ
の
も
と
を
去
り
、
あ
ま
つ
さ
え
父
の
死
を
告
げ
知
ら
し
め

て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
子
ら
の
心
を
不
顛
倒
に
し
た

「
巧
み
な
手
だ
て
」
即
ち

「方
便
」
で
は
あ

っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く

ま
で
結
果
か
ら
見
て
そ
う
云
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

一
見
、
荒
唐
無
稽
と
思
わ
れ
る
も
の
を
話
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の

よ
う
な
父
の
行
為
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、　
子
の
も
と
を
去
る
父
の
側
に
は
、　
顛
倒
の
子
ら
は
必
ず
不
顛
倒
に
な
る
、
「
心
遂
醒
悟

３
）」
す
る
と
い
う
自
信
、
絶
待
的
見
通
し
が
あ

っ
た
の
だ
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
父
と
は
勿
論
釈
迦
仏
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
で
は
仏
の
そ
の
絶
待
的
見
通
し
と
は
何
か
、
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
、
凡
そ
人
た
る
も
の
は
全
て
、
必
ず
正
覚
を
成
ず
る

「菩
薩
」
だ

と
い
う
こ
と
、
即
ち

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
法
華
者
団
に
即
し
て
云
う
な
ら
ば
、
法
華
者
団
は
仏
滅

後
と
い
う
苦
の
真
直
中
で
、
仏
の
入
滅
の
真
意
を
追
求
し
た
結
果
、
そ
こ
に

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
仏
の
知
見
（仏
智
）
に
触
れ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
煩
悩
、
業
、
音
に
充
ち
、
あ
ま
つ
さ
え
仏
よ
り
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
見
え
た
自
己
が
、
仏
の
知
見
に
あ

っ
て
は
、

「成
仏
す
る
こ
と
確
実
な
る
者
」
と
し
て
の

「菩
薩
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
信
得
し
、　
こ
こ
に
仏
滅
後
と
い
う
問
題

を
解
決
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
を
仏
の
知
見
と
し
て
主
張
す
る
立
場
は
、
ま
さ
に
方
便
品
の
主
張
そ
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
か
く
し
て
、
法
華
者
団
が
い
か
に
し
て
方
便
品
に
説
く
所
の

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
の
仏
知
見
を
信
得
す
る
に
至

っ
た

か
と
い
う
問
は
、　
実
に
そ
の
解
答
を
こ
の
如
来
寿
量
品
の
良
医
治
子
の
喩
に
見
出
し
え
た
の
で
あ
る
。　
そ
の
上
、　
そ
の
方
便
品
の

「方

便
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
も
叉
、
こ
の
良
医
治
子
の
喩
に
窺
い
え
る
よ
う
な
過
程
上
に
お
い
て
法
華
者
団
に
把
握
さ
れ
た
も
の
と
考
え

大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
こ
の
よ
う
に
、
法
華
者
団
は
、
「仏
滅
後
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、　
方
便
品
に
説
か
れ
る

「
一
仏
乗
」
、
ヨ

切
衆

生
悉
皆
菩
薩
」
と
、
如
来
寿
量
品
に
明
か
さ
れ
る
、
限
り
な
き
仏
の
真
の
い
の
ち
と
を
信
得
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
両

者
は
、　
一
つ
の
も
の
の
二
面
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
仏
の
智
慧
と
慈
悲
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
も
云
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
の
智
慧
と

慈
悲
が
法
華
経
と
い
う
経
典
に
法
と
し
て
見
事
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
方
便
品
と
如
来
寿
量
品
と
は
、
仏
に
お
け
る

智
慧
と
慈
悲
と
の
如
く
、
表
裏

一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
て
、
従
来
の
法
華
経
成
立
史
の
よ
う
に
こ
の
両
者
を
切
り
離
し
て
そ
の

間
に
成
立
の
前
後
を
考
え
る
よ
う
な
見
方
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
叉
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
法
華
者
団
の
信
得
し
た
も
の
が

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ

っ
た
点

で
あ
る
。
即
ち
、
法
華
者
団
の
苦
の
解
決
は
自
己
の
菩
薩
た
る
こ
と
の
信
得
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
己
の
菩
薩
と

し
て
の
自
覚
は
、
直
ち
に
菩
薩
行
の
実
践
に
結
び
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
法
華
者
団
の
菩
薩
行
と
は
、
ま
さ
に

こ
の

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
の
仏
知
見
を
、
か
つ
て
の
自
己
と
同
様
に
い
ま
だ
仏
滅
後
と
い
う
苦
海
に
沈
む
人
々
に
説
く
こ
と
よ
り
他

に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
即
ち
法
華
者
団
に
と

っ
て
は
、
こ
の
仏
知
見
の
伝
道
が
そ
の
ま
ま
自
己
の
菩
薩
行
な
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
仏
知

見
の
伝
道
の
た
め
に

「法
華
経
」
と
い
う
経
典
が
産
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
法
華
経
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
経
の
主
張
す
る
教
理
内

容
と
そ
の
経
の
伝
道
即
ち
受
持
と
は
本
来
的
に
分
つ
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
し
て
、
結
合
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
法

華
経
が
そ
の
経
の
中
で
同
時
に
法
華
経
の
受
持
を
説
い
て
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
法
華
者
団
の

実
践
活
動
は
、
帰
す
る
所
、
法
華
経
を
産
み
出
し
そ
れ
を
受
持
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
を
除
い
て
彼
ら
の
菩
薩
行
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
菩
薩
を
規
定
し
て

「上
求
菩
提

。
下
化
衆
生
」
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
菩
薩
の
二
面
は
、
法
華
者
団
に
と

っ
て
は

「法
華
経
受
持
」

と
い
う

一
点
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
法
師
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
大
乗
教
団
を
も

っ
て
初
期
大
乗
経
典
の
製
作



者
で
あ
り
、
か
つ
宣
伝
者
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
法
華
者
団
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
張
す
る
教
理
内
容
上
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

三

従
来
、
大
部
の
経
典
に
対
す
る

一
般
的
見
解
と
し
て
は
、
　
一
経
の
中
で
も
そ
の
経
の
受
持
を
奨
め
そ
の
功
徳
の
大
な
る
を
説
く

部
分

は
、
経
の
主
要
部
に
対
す
る
後
代
の
第
二
次
的
な
付
加
部
分
で
あ
る
と
し
、
主
要
部
の
経
の
製
作
者
と
、
そ
れ
を
継
承
し
て
奉
持
し
布
教

す
る
受
持
者
団
と
を
分
離
し
て
考
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
以
上
の
考
察
の
結
果
は
、
法
華
経
と
い
う
経
典
に
関
す
る
限
り
は
そ
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
法
華
経
が
製
作
さ
れ
た
後
、
法
華
者
団
が
そ
の
経
の
受
持
と
い
う
実

践
活
動
を
展
開
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
法
華
者
団
の
信
仰
運
動
が
菩
薩
行
と
し
て
様
々
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
展
開
の

過
程
上
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
実
践
活
動
の
経
験
と
成
果
を
生
か
し
さ
ら
に
今
後
の
よ
り
勝
れ
た
強
力
な
運
動
の
展
開
を
目
指
し
て
、

全
体
と
し
て
一
つ
の
構
想
の
も
と
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
宗
教
文
学

・
伝
道
文
学
作
品
が
産
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

「法
華
経
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
法
華
経
の
製
作
に
先
立
つ
法
華
者
団
の
実
践
活
動
の
存
在
を
窺
わ
せ
る

も
の
と
し
て
、
法
華
経
第
十
九
章
の

「常
不
軽
菩
薩
品
」
に
注
目
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
常
不
軽
菩
薩
品
に
は
、
過
去
に
威
音
王
如
来
が
あ

っ
て
、
そ
の
入
滅
後
に
一
人
の
出
家
菩
薩
が
あ

っ
た
と
い
う
。
彼
は
、
道
で
出

合
う
出
家
の
比
丘
、
比
丘
尼
、
在
家
の
信
者
男
女
に
向

っ
て
無
差
別
に

「私
は
あ
な
た
が
た
を
軽
蔑
い
た
し
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
た
は
軽

蔑
さ
れ
る
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
Ｔ
，も
鶴
一σ

，
日
じ
。
な
ぜ
か
と
云
え
ば
、
あ
な
た
が
た
は
全
て
菩
薩
行
を
行
じ
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
は
、

如
来

。
応
供

・
等
正
覚
者
に
な
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
翁
ざ
　
と
呼
び
か
け
た
の
で
あ
り
、　
そ
れ
以
外
に
は
何
ん
ら
の
説
示
も
学
習
も
し
な

大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
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大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
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か

っ
た
。
こ
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
比
丘
等
の
四
衆
は
こ
れ
を
虚
偽
の
授
記
で
あ
る
と
し
て
信
じ
受
け
入
れ
る
こ
と
を
せ
ず
、
逆
に
彼

に
対
し
て
迪
害
を
加
え
る
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
出
家
菩
薩
は
そ
の
呼
び
か
け
を
止
め
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
の

菩
薩
は

「∽
”
０
鉤
，”
も
鶴
”σ
〓
摯
”

，
ご

（妙
法
華

「常
不
軽
し
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。　
こ
う
し
て
こ
の
呼
び
か
け
の
み
を
な
し
て
い

た
常
不
軽
菩
薩
は
臨
終
に
お
い
て
、
空
中
か
ら
の
声
に
よ

っ
て
法
華
経
を
聞
き
、
そ
れ
に
よ

っ
て
六
根
の
清
浄
と
寿
命
の
延
長
を
得
、
そ

の
後
は
、
そ
の
法
華
経
を
説
き
聞
か
せ
て
、
先
の
四
衆
を
等
正
覚
に
向
け
て
教
化
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
菩
薩
は
そ
の
後
の
生
々
に
お
い
て

常
に
法
華
経
を
受
持
し
、
つ
い
に
成
道
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
常
不
軽
菩
薩
の

「菩
薩
行
を
行
じ
な
さ
い
。
必
ず
仏
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
相
手
を
菩
薩
と

見
な
け
れ
ば
決
し
て
な
し
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
呼
び
か
け
は
、
一一一一口
葉
を
替
え
て
言
え
ば
、
「あ
な
た
が
た
は
菩
薩
な
の
で

す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
呼
び
か
け
を
、
比
丘
等
の
四
衆
即
ち
出
家

。
在
家
を
問
わ
ず
全
て
の
仏
教
徒
に
向

っ
て
全
く
無
差
別
に

な
し
た
と
い
う
、
そ
の
相
手
に
は
、
正
統
的
仏
教
教
団
に
属
す
る
戒
を
具
足
し
た
立
派
な
比
丘
も
あ
れ
ば
、　
一
文
不
知
の
た
だ
の
在
家
信

者
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
人
々
に
向

っ
て
誰
彼
れ
な
し
に
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
を
こ
の
菩
薩
は
な
し
え
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
時
、
こ
の
呼
び
か
け
の
根
底
に
は

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
絶
待
的
信
念
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
信
念
な
く
し
て
は
、
こ
の
菩
薩
が
こ
の
呼
び
か
け
を
な
す
こ
と
な
ど
几
そ
不
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
な
し
た
と
し

て
も
そ
の
呼
び
か
け
は
虚
偽
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
常
不
軽
菩
薩
に
と

っ
て
は
、
こ
の

「
一

切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
信
念
が
得
ら
れ
た
時
に
は
じ
め
て
自
己
自
身
も
菩
薩
た
り
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
菩
薩
と
し
て
の
上

求
菩
提
下
化
衆
生
の
菩
薩
行
は
こ
の
信
念
を

一
切
の
人
々
に
知
ら
せ
る
こ
と
、
即
ち

「あ
な
た
が
た
は
菩
薩
な
の
で
す
」
と
、
い
ま
だ
自

己
の
菩
薩
た
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
め
ざ
め
ざ
る
人
々
に
直
接
に
語
り
か
け
る
よ
り
他
に
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
菩
薩
が
、



多
く
の
非
難
や
迫
害
に
も
く
じ
け
る
こ
と
な
く
、
遠
く
か
ら
で
も
人
々
に

「あ
な
た
を
軽
蔑
し
ま
せ
ん
。
云
々
」
と
呼
び
か
け
た
と
言
う

の
は
、
そ
の
信
念
が
い
か
に
絶
待
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
示
し
、
叉
、
そ
の
呼
び
か
け
よ
り
他
に
何
ら
の
行
を
も
な
さ
な
か

っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
呼
び
か
け
こ
そ
が
彼
に
と

っ
て
菩
薩
行
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

こ
の
常
不
軽
菩
薩
の
呼
び
か
け
の
根
底
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
し
た

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
も
の
が
、
法
華
経
方
便
品
の
主

張
す
る

一
仏
乗
そ
の
も
の
で
あ
り
、
法
華
者
団
は
そ
れ
を
現
実
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
入
滅
後
と
い
う
音
の
淵
底
に
お
い
て
仏
知
見
と
し
て
信

得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
所
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
常
不
軽
菩
薩
の
姿
を
も

っ
て
、
法
華
者
団
そ
の
も
の
の

一

つ
の
活
動
の
実
態
を
表
わ
す
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
■
）。

さ
ら
に
経
に
は
、
こ
の
呼
び
か
け
の
み
を
な
し
て
い
た
常
不
軽
菩
薩
が
臨
終
に
空
中
で
説
か
れ
て
い
る
法
華
経
を
聞
い
た
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
元
来
法
華
経
に
無
関
係
で
あ

っ
た
話
を
法
華
経
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
か
、
こ
の
呼
び
か
け
に

よ

っ
て
得
ら
れ
た
功
徳
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
法
華
経
を
聴
聞
し
た
も
の
が
、
後
に
そ
の
趣
旨
を
と

っ
て

「あ
な
た
が
た
は
菩
薩
行
を
行
じ
な
さ
い
」
と
呼
び
か
け
た
と
い
う
な
ら

ば
と
も
か
く
、
全
く
そ
の
逆
に
、
呼
び
か
け
が
先
に
あ

っ
て
、
後
に
法
華
経
の
聴
聞
が
あ
り
、
次
に
法
華
経
受
持
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
常
不
軽
菩
薩
を
も

っ
て
、
法
華
者
団
そ
の
も
の
の
実
態
の
一

つ
を
示
す
も
の
と
見
る
立
場
か
ら
こ
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
順
序
、
次
第
こ
そ
、
ま
さ
し
く
法
華
者
団
が
展
開
し
た
信
仰
運
動
の
実

践
活
動
そ
の
も
の
の
過
程
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
法
華
者
団
の
新
し
い
仏
教
運
動
は
、
い
き
な
り

「法

華
経
」
と
い
う
経
典
の
製
作
か
ら
出
発
し
た
の
で
は
な
く
て
、
法
華
者
団
が
仏
滅
後
と
い
う
苦
の
自
覚
か
ら
出
発
し
、
そ
の
苦
の
極
限
に

お
い
て

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
絶
待
的
な
信
念
を
獲
得
す
る
に
至
り
、
こ
れ
を
他
の
人
々
に
伝
道
す
べ
く
実
践
活
動
を
展
開
し

大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
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大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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た
の
で
あ

っ
て
、
呼
び
か
け
の
み
を
な
し
て
い
る
常
不
軽
菩
薩

の
姿
は
、
ま
さ
に
こ
の
段
階
の
法
華
者
団
の
実
態
で
あ

っ
た
。
こ
の
運
動

が
決
し
て
容
易
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、　
こ
の
呼
び
か
け
に
対
し
て

四
衆
が
こ
れ
を
虚
偽
と
し
て

排
斥
し
た
と
言
う
所
に
示
さ
れ
て
い
る

が
、
し
か
し
叉

一
方
で
は
、
そ
の
主
張
に
賛
同
じ
法
華
者
団
に
身
を
投
ず
る
も
の
も
出
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
実
践
活
動
を
通
し

て
、
益
々
信
念
を
強
固
に
し
た
法
華
者
団
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
今
後

一
層
広
く
こ
の
信
念
を
主
張
し
伝
道
す
る
た

め
に
、
自
己
の
主
張
と
実
践
を
整
理
し
、
要
約
し
体
系
づ
け
て
、

つ
い
に

「法
華
経
」
と
い
う
経
典
を
産
み
出
す
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

呼
び
か
け
の
み
を
な
し
て
い
た
常
不
軽
菩
薩
が
死
に
臨
ん
で
空
中
よ
り
の
声
で
も

っ
て
法
華
経
を
聞
い
た
と
言
う
の
は
、
法
華
者
団
が
こ

う
し
た
実
践
活
動
の
過
程
で
法
華
経
を
産
み
出
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
常
不
軽
菩
薩
の
聞
い
た
法
華
経
が
先

仏
威
音
王
如
来
の
入
滅
前
に
説
き
残
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
法
華
者
団
が
、
そ
の
産
み
出
し
た
伝
道
文
学
作
品
を
法
華

経
と
い
う

「経
」
即
ち
、
仏
の
金

口
直
説
と
い
う
表
現
形
式
で
表
わ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
叉
、
常
不
軽
菩
薩
が
そ
の
後
寿
命
を
延
長
し
法

華
経
受
持
を
な
し
、
さ
ら
に
生
を
繰
り
返
し
て
法
華
経
受
持
を
な
し
た
と
言
う
の
は
、
こ
の
産
み
出
さ
れ
た
法
華
経
を
中
心
と
し
て
、
今

後
の
運
動
の

一
層
の
発
展
を
目
指
さ
ん
と
す
る
法
華
者
団
の
願
望
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
法
華
経
の
二
、
三
の
点
を
取
り
上
げ
て
、
法
華
者
団
と
い
う
大
乗
教
団
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
の
教
団
が
い
か
な
る
問
題
意
識

の
も
と
に
仏
教
の
真
理
を
追
求
し
、
そ
こ
に
何
を
見
出
し
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
世
間
に
主
張
し
た
か
と
い
う
法
華
者
団
の

活
動
の
実
態
を
窺

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
法
華
者
団
の
見
い
出
し
た
真
理
が

「
一
切
衆
生
悉
皆
菩
薩
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
法
華
者
団
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
た
真
理
は
、
そ
の
内
容
上
か
ら
、
法
華
者
団
に
菩
薩
行
と
し
て
そ
の
真



理
の
伝
道
を
必
然
的
に
要
請
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
背
負

っ
た
法
華
者
団
の
産
み
出
し
た
法
華
経
と
い
う
経
典
は
、

そ
の
原
初
的
形
態
に
お
い
て
、
単
に
真
理
の
表
明
だ
け
に
留
る
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
そ
れ
と
不
可
分
な
る
真
理
の
伝
道
即
ち
菩
薩
行
の

実
践
に
つ
い
て
述
べ
る
所
が
あ

っ
て
当
然
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
法
華
経
自
体
が
法
華
経
の
受
持
を
説
く
と
い
う
こ

と
が
、
従
来
の
法
華
経
研
究
上
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
問
題
点
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
納
得
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
研
究
の

上
で
大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（１
）

平
川
彰

「初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
」、
昭
四
三
、
春
秋
社
、
そ
の
他
。
静
谷
正
雄

「大
乗
教
団
の
成
立
に
つ
い
て
」
ω

・
０

・
０
、
仏
教
史
学

第
十
三
巻
第
三
、
四
号
及
び
第
十
四
巻
第

一
号
。

（２
）

静
谷
、
前
掲
論
文
、
０
、
仏
教
史
学
第
十
四
巻
第

一
号
、
三
九
頁
。

（３
）

静
谷
、
前
掲
論
文
、
ω
、
仏
教
史
学
第
十
三
巻
第

一
号
、
三
〇
頁
。

（４
）

主
た
る
も
の
を
挙
げ
る
と
、
布
施
浩
岳

「法
華
経
成
立
史
」、　
昭
九
、　
大
東
出
版
社
。
紀
野

一
義

「法
華
経
の
探
求
」
昭
三
七
、
平
楽
寺
書

店
。
横
超
憲
日

「法
華
経
序
説
」
昭
三
七
、
法
蔵
館
。

（５
）

紀
野
、
前
掲
書
、
五
〇
―
六
四
頁
。

（６
）

紀
野
、
前
掲
書
、
七
二
頁
以
下
。

（
７

）
　

∽
”
０
ら
ず
”
■
日
”
０
●
●
０
”
ュ
庁
”
り
●
”
【
０
日

ヽ
０

，

げ
ヽ

口

・
ス
ｏ
『
●

”
●
０

”
・
Ｚ
”
●
」
”ｐ

∽
ｒ

”
０
け
ｏ
「
●
げ
ｏ
Ｃ
”
”

Ｈ
ｏ
Ｈ
ド

（
日
等
ｒ

∽
”
し

ｏ
・
卜
ｐ

ド
∞
＞
ヽ
い
ゃ

（８
）

∽
，

や

８
・
お
―
フ

ト
ｐ

，

こ
の
よ
う
な
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
四
仏
知
見
の
本
文
想
定
」
印
仏
研

。
第
十
二
巻

一
号
、　
一
七
〇
と

一
七
三
頁
、
参
照
。

（９
）

拙
稿

「法
華
経
に
お
け
る

一
乗
と
三
乗
」
印
仏
研
、
第
十
三
巻

一
号

一
四
四
―

一
四
五
頁
、
参
照
。

（１０
）
　
∽
り
。
や

、
Ｐ

Ｈｐ

（■
）

∽
”

，

卜
Ｐ

Ｈ一
２
卜

，

い
・

（‐２
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「『法
華
経
』
成
立
史
に
関
す
る

一
見
解
」
古
代
学
、
第
十
三
巻
第
三

。
四
号
、　
一
四
五
―

一
五
七
頁
、　
で
論
じ

一
一
五

大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）



大
乗
教
団
と
し
て
の
法
華
者
団

（苅
谷
定
彦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

た
所
で
あ
る
。

（・３
）

∽
”

や
∞館
）
８
・

（‐４
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「永
遠
仏
に
つ
い
て
―
法
華
経
と
浄
土
経
―
」
印
仏
研
、
第
十
九
巻
二
号
、
三
六
四
―
三
六
八
頁
、
参
照
。

（・５
）

注
（１３
）
の
梵
文
に
対
す
る
羅
什
訳

「妙
法
華
」
の
文
で
あ
る
。
大
正
九
、
四
三
頁
中
。

（‐６
）

∽
，

も
・
鶴
Ｐ
い
２
”

（・７
）

り
，

ｐ
鶴
ｐ
や

こ
の
語
に
対
す
る
解
釈
は
種
々
で
あ
る
（正
法
華

「常
被
軽
慢
」
大
正
九
、　
〓
〓
二
頁
上
、　
一
例
と
し
て
、
渡
辺
照
宏

「法

華
経
物
語
」
含
一十
二
）、
大
法
輪
、
昭
四
八
年
五
月
号
、
九
七
頁
）
が
、
こ
の
菩
薩
の
呼
び
か
け
の
中
に

，
・０
営
』０

，
摯
”
と
あ
り
、
そ
れ
を
取
っ
て

名
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

「常
に

『
（あ
な
た
が
た
は
）軽
蔑
さ
れ
な
い
（人
々
だ
と

と
云
っ
て
ま
わ
っ
た
（も
の
ご

と
解
す
べ
き
で
あ
る

が
、
以
下
は
慣
用
上
、
妙
法
華
の
訳
語
を
使
用
し
て

「常
不
軽
」
と
す
る
。

（・８
）

渡
辺
照
宏
博
士
の
前
掲
論
文
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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