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創
価
学
会
に
お
け
る
教
義
条
項
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て

水

　谷

　進

　良

一
、
は
じ
め
に

　

創
価
学
会
は
、
平
成
三
年
に
日
蓮
正
宗
よ
り
破
門
通
告
（
学
会
内
で
は
「
魂
の
独
立
」
と
い
う
）
を
受
け
て
か
ら
、
今
年
で
三
十
一
年

が
経
過
し
て
い
る
。
破
門
以
降
の
学
会
の
動
向
を
見
て
み
る
と
、
過
去
の
よ
う
な
邪
教
撲
滅
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
折
伏
活
動
は
お
も

て
立
っ
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
日
蓮
宗
寺
院
へ
折
伏
に
く
る
の
も
、
も
っ
ぱ
ら
顕
正
会
員
と
法
華
講
員
が
中
心
で
、
学
会
員
が
折
伏
に

来
た
と
い
う
話
を
聞
く
こ
と
は
ほ
ぼ
無
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
彼
ら
の
折
伏
論
が
今
で
は
、

　
　

�「
折
伏
＝
折
り
伏
せ
る
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
、
相
手
の
言
い
分
を
強
く
論
破
す
る
の
が
折
伏
で
あ
る
か

の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
池
田
先
生
は
「
折
伏
と
は
真
実
を
語
る
こ
と
で
す
」「
法
華
経
の
真
髄
で

あ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
り
、
広
げ
て
い
く
行
動
は
、
全
部
、
折
伏
で
す
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

大
聖
人
の
仏
法
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
ん
だ
と
語
っ
て
い
く
こ
と
が
す
べ
て
折
伏
に
な
る
の
で
す
。（
創
価
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　

と
い
う
説
明
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
過
去
「
師
子
王
の
力
を
も
っ
て
屈
服
せ
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（『
折

伏
経
典
』
二
五
六
頁
）
と
説
明
し
て
い
た
よ
う
な
攻
撃
的
な
折
伏
活
動
は
も
は
や
推
奨
さ
れ
ず
、
仏
法
対
話
と
い
う
軟
化
路
線
に
シ
フ
ト
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し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
一
昨
年
、
週
刊
『A

ERA

』
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
を
持
つ
佐
藤
優
氏
（
作
家
・
元
外
交
官
）
に
よ
っ
て
、「
池
田
大

作
研
究
」
と
題
す
る
コ
ラ
ム
が
全
四
十
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
て
い
た
（
後
に
朝
日
新
聞
出
版
よ
り
書
籍
化
）。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス

ト
教
と
学
会
思
想
の
親
和
性
等
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
『
聖
教
新
聞
』・『
創
価
新
報
』
等
の
公
の
機
関
誌
で
会
員
に
宣

伝
す
る
。
以
前
の
学
会
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
観
念
の
邪
義
」「
低
俗
な
宗
教
」（『
折
伏
経
典
』
四
〇
五
頁
）
と
指
導
し
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
今
で
は
そ
れ
を
容
認
す
る
一
面
さ
え
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
態
度
の
変
化
に
は
、
日
蓮
正
宗
と
の
決
別
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。

　

破
門
の
い
き
さ
つ
は
、
正
宗
が
学
会
へ
送
付
し
た
『
解
散
通
告
書
』
と
『
破
門
通
告
書
』
に
詳
し
い
。
こ
の
二
書
の
趣
意
を
端
的
に
述

べ
れ
ば
、
第
二
代
戸
田
城
聖
が
正
宗
外
護
と
折
伏
活
動
の
便
宜
上
、
学
会
が
宗
教
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
正
宗
側
が
提
示
し

た
条
件
で
あ
る
、
①
折
伏
し
た
人
は
信
徒
と
し
て
各
寺
院
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
、
②
当
山
の
教
義
を
守
る
こ
と
、
③
三
宝
（
仏
法
僧
）
を

守
る
こ
と
。
こ
の
三
原
則
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

　
　

�

将
来
、
も
し
学
会
が
大
き
く
な
っ
て
、
宗
門
に
圧
力
を
か
け
た
り
、
あ
る
い
は
内
政
干
渉
を
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
い
つ

で
も
解
散
を
お
命
じ
く
だ
さ
い
。�
（
昭
和
三
十
一
年
八
月
十
日
の
岡
山
妙
霑
寺
の
落
慶
入
仏
式
に
於
て
）

　

と
い
う
戸
田
の
発
言
に
則
り
、
破
門
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
が
示
さ
れ
る
。
勿
論
こ
れ
は
正
宗
側
の
一
方
的
な
言
い
分
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
正
宗
教
学
と
は
唯
受
一
人
血
脈
相
承
と
本
門
戒
壇
本
尊
の
二
つ
の
信
仰
を
旗
印
と
す
る
家
元
制
の
教
学
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
蓮
聖
人
は
日
興
上
人
に
の
み
、
日
興
上
人
は
日
目
上
人
に
の
み
と
、
以
来
現
董
法
主
に
至
る
ま
で
、
そ
の
法

門
は
唯
受
一
人
の
形
態
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
他
門
は
例
え
興
門
に
属
す
る
と
い
え
ど
も
傍
系
で
あ
る
と
い
う
、
徹
底
し
た
正
嫡
思
想
。
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そ
し
て
、
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
に
日
蓮
聖
人
が
図
顕
さ
れ
た
と
主
張
す
る
、
楠
で
で
き
た
本
門
戒
壇
本
尊
（
通
称
板
曼
荼
羅
）
へ
の
絶

対
的
な
帰
依
。
日
蓮
正
宗
は
こ
の
二
つ
を
も
っ
て
自
門
の
正
嫡
・
教
学
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
、
大
石
寺
か
ら
離
脱
し
て
の
信
仰
は

教
義
上
成
立
し
な
い
と
い
う
特
殊
的
構
造
を
持
つ
。

　

創
価
学
会
も
そ
の
信
徒
団
体
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
教
義
を
印
籠
に
他
宗
教
を
侵
略
す
る
折
伏
活
動
を
展
開
し
て
き
た

の
で
あ
る
が
、
日
蓮
正
宗
か
ら
の
破
門
通
告
は
、
そ
の
権
威
を
用
い
て
の
宗
教
活
動
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な

中
学
会
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
動
き
と
し
て
、
平
成
二
十
六
年
に
「
創
価
学
会
会
則
教
義
条
項
」
の
改
正
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
学
会

は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
破
門
以
降
曖
昧
に
し
て
い
た
戒
壇
本
尊
の
扱
い
に
つ
い
て
、
正
式
に
「
受
持
の
対
象
に
は
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
表
明

し
、
ま
た
現
今
の
大
石
寺
教
学
を
体
系
化
し
た
、
二
十
六
世
法
主
堅
樹
院
日
寛
教
学
を
見
直
す
と
い
う
立
場
を
発
表
す
る
な
ど
、
正
宗
教

学
に
依
存
し
な
い
新
た
な
学
会
教
学
の
策
定
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
本
発
表
に
お
い
て
は
、
か
か
る
教
義
条
項
の
改
正
点
に
つ
い
て
少
し

く
確
認
し
て
み
た
い
。

二
、
創
価
学
会
教
義
条
項
の
改
正

⑴

　教
義
条
項
改
正
の
経
緯

　

教
義
条
項
の
改
正
は
、『
聖
教
新
聞
』
平
成
二
十
六
年
十
一
月
八
日
号
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
。
次
い
で
、
翌
二
十
七
年
一
月
二
十
九

日
号
・
三
十
日
号
に
続
け
て
補
足
説
明
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
営
発
表
の
正
資
料
と
な
る
。
ま
ず
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
見
て
お
き

た
い
。

　
　

�

平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
日
蓮
正
宗
宗
門
が
創
価
学
会
を
破
門
し
、
広
宣
流
布
を
阻
む
魔
の
本
性
を
現
し
た
際
に
、
先
生
が
そ
の

時
を
と
ら
え
て
「
魂
の
独
立
」
を
宣
言
さ
れ
た
こ
と
が
、
重
要
な
分
岐
点
で
し
た
。
そ
の
魂
の
独
立
か
ら
二
十
三
年
。
先
生
の
指
導
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通
り
、
世
界
広
布
の
歩
み
は
日
本
に
お
い
て
著
し
く
進
展
し
た
だ
け
で
な
く
、
世
界
一
九
二
カ
国
・
地
域
に
ま
で
広
が
る
大
発
展
を

遂
げ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
宗
門
と
決
別
し
て
か
ら
入
会
し
た
会
員
も
多
く
、
後
継
の
青
年
部
も
た
く
ま
し
く
成
長
し
、
前
進
を
続
け

て
い
ま
す
。
明
年
は
創
価
学
会
創
立
八
十
五
周
年
、
池
田
先
生
の
会
長
就
任
五
十
五
周
年
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
発
足
四
十
周
年
の
佳
節
で
あ
り
、

学
会
は
、
い
よ
い
よ
世
界
宗
教
と
し
て
、
新
た
な
段
階
へ
飛
翔
す
る
時
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
回
、
こ
う
し
た
経
緯
と
世
界

教
団
と
し
て
の
発
展
の
状
況
に
鑑
み
、
学
会
の
会
則
の
第
一
章
第
二
条
の
教
義
条
項
を
、
創
価
学
会
の
宗
教
的
独
自
性
を
よ
り
明
確

に
し
、
世
界
広
布
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
創
価
学
会
の
信
仰
の
実
践
・
実
態
に
即
し
た
文
言
に
す

る
た
め
に
、
改
正
い
た
し
ま
し
た
。�

（『
聖
教
新
聞
』
平
成
二
十
六
年
十
一
月
八
日
）

　

こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
で
は
次
い
で
、
か
か
る
教
義
条
項
の
改
正
点
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

⑵

　教
義
条
項
の
変
更
点

　①

　昭
和
五
十
四
年
（
制
定
）
～
平
成
十
四
年
ま
で

　

�　

こ
の
会
は
、
日
蓮
正
宗
の
教
義
に
基
づ
き
、
日
蓮
大
聖
人
を
末
法
の
御
本
仏
と
仰
ぎ
、
日
蓮
正
宗
総
本
山
大
石
寺
に
安
置
せ
ら
れ
て

い
る
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
の
本
門
戒
壇
の
大
御
本
尊
を
根
本
と
す
る
。

�

（『
─
新
興
宗
教
創
価
学
会
─
「
会
則
」
改
変
の
欺
瞞
を
糾
す
』
二
十
五
頁
）

　②

　平
成
十
四
年
～
平
成
二
十
六
年
ま
で

　

�　

こ
の
会
は
、
日
蓮
大
聖
人
を
末
法
の
御
本
仏
と
仰
ぎ
、
一
閻
浮
提
総
与
・
三
大
秘
法
の
大
御
本
尊
を
信
受
し
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
書

を
根
本
と
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
遺
命
た
る
一
閻
浮
提
広
宣
流
布
を
実
現
す
る
こ
と
を
大
願
と
す
る
。

�
（『
聖
教
新
聞
』
平
成
二
十
六
年
年
十
一
月
八
日
）
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　③

　平
成
二
十
六
年
～
現
在

　

�　

こ
の
会
は
、
日
蓮
大
聖
人
を
末
法
の
御
本
仏
と
仰
ぎ
、
根
本
の
法
で
あ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
具
現
さ
れ
た
三
大
秘
法
を
信
じ
、
御

本
尊
に
自
行
化
他
に
わ
た
る
題
目
を
唱
え
、
御
書
根
本
に
、
各
人
が
人
間
革
命
を
成
就
し
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
遺
命
で
あ
る
世
界
広
宣

流
布
を
実
現
す
る
こ
と
を
大
願
と
す
る
。�

（
右
同
）

　

ま
ず
破
門
後
十
一
年
後
に
行
わ
れ
た
平
成
十
四
年
の
改
正
で
は
、
①
の
は
じ
め
に
あ
る
「
日
蓮
正
宗
の
教
義
に
基
づ
き
」
と
い
う
文
面

を
削
除
し
、「
本
門
戒
壇
の
大
御
本
尊
を
根
本
と
す
る
」
か
ら
「
日
蓮
大
聖
人
の
御
書
を
根
本
と
し
て
」
と
い
う
文
に
変
更
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
平
成
二
十
六
年
以
前
よ
り
、
根
本
と
す
る
対
象
を
戒
壇
本
尊
か
ら
、
門
下
共
通
の
信
仰
的
財
産
で
あ
る
日
蓮
聖
人
遺
文
へ
と
変
え

て
お
り
、
戒
壇
本
尊
は
信
受
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
表
現
に
収
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
戒
壇
本
尊
に
対
し
て

「
日
蓮
正
宗
総
本
山
大
石
寺
に
安
置
せ
ら
れ
て
い
る
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
の
本
門
戒
壇
の
大
御
本
尊
」
と
い
う
具
体
的
表
現
か
ら
「
一

閻
浮
提
総
与
・
三
大
秘
法
の
大
御
本
尊
」
と
い
う
表
現
へ
と
変
更
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
正
宗
側
は
、

　
　

�

こ
の
「
一
閻
浮
提
総
与
」
を
、
単
に
「
す
べ
て
の
衆
生
す
な
わ
ち
創
価
学
会
員
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
解

釈
し
て
い
る
。�
（『
─
新
興
宗
教
創
価
学
会
─
「
会
則
」
改
変
の
欺
瞞
を
糾
す
』
二
十
四
頁
）

　

と
、
当
時
の
秋
谷
会
長
、
斉
藤
教
学
部
長
に
よ
る
改
正
を
批
難
し
て
い
る
。
つ
ま
り
正
宗
側
の
言
い
分
と
し
て
は
、
戒
壇
本
尊
を
一
閻

浮
提
総
与
と
す
る
表
現
は
、
法
主
の
唯
受
一
人
の
允
可
と
併
せ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
血
脈
相
承
が
日
顕
の
代
で
断
絶
し

た
と
い
う
立
場
を
標
榜
す
る
学
会
が
、
い
く
ら
そ
れ
を
主
張
し
て
も
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
表
現
は
抽
象
化
し
た

も
の
の
、
文
章
的
に
は
戒
壇
本
尊
そ
の
も
の
へ
の
信
仰
は
ま
だ
捨
て
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
原
田
会
長
は
、
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�

宗
門
と
の
僧
俗
和
合
時
代
に
信
仰
実
践
に
励
ん
で
き
た
会
員
の
皆
さ
ま
の
感
情
や
歴
史
的
な
経
過
を
踏
ま
え
、
こ
の
「
一
閻
浮
提
総

与
・
三
大
秘
法
の
大
御
本
尊
」
に
つ
い
て
は
「
弘
安
二
年
の
大
御
本
尊
」
を
指
す
と
の
説
明
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

�

（『
聖
教
新
聞
』
平
成
二
十
六
年
十
一
月
八
日
）

　

と
、
戒
壇
本
尊
を
今
ま
で
信
奉
し
て
き
た
会
員
へ
の
信
仰
的
配
慮
か
ら
、
表
現
は
抽
象
化
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
戒
壇
本
尊
を
意
味
す

る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
大
き
な
転
換
を
迎
え
た
の
が
、
平
成
二
十
六
年
の
改
正
で
あ
る
。
③
を
一
見
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
「
一
閻
浮
提
総
与
・
三
大

秘
法
の
大
御
本
尊
」
の
文
言
を
一
掃
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
か
わ
っ
て
「
各
人
が
人
間
革
命
を
成
就
し
」
と
い
う
、
人
間
革
命
を
目

標
と
し
て
定
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

人
間
革
命
と
は
「
自
分
自
身
の
生
命
や
境
涯
を
よ
り
よ
く
変
革
し
、
人
間
と
し
て
成
長
・
向
上
し
て
い
く
こ
と
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て

い
る
が
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
人
生
に
お
い
て
困
難
や
苦
難
が
あ
っ
た
と
て
、
日
蓮
聖
人
も
自
己
が

被
る
受
難
を
正
法
弘
通
者
の
根
拠
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
も
自
分
達
に
課
さ
れ
た
難
で
あ
る
と
前
向
き
に
捉
え
受
容
し
て
い

く
。
こ
う
い
う
自
己
肯
定
思
想
で
あ
り
、
ま
た
学
会
の
信
仰
に
よ
っ
て
新
し
い
自
分
に
生
ま
れ
変
わ
る
（=

宿
命
転
換
）
と
い
う
意
味
な

ど
、
多
角
的
な
義
を
持
つ
、
創
価
学
会
哲
学
の
一
つ
で
あ
る
。
正
宗
教
学
最
大
の
旗
印
た
る
戒
壇
本
尊
を
削
除
し
、
代
替
と
し
て
人
間
革

命
を
正
式
な
教
義
と
し
て
組
み
込
ん
だ
こ
と
が
、
こ
の
改
正
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。。

　

し
か
し
戒
壇
本
尊
へ
の
信
仰
は
、
正
宗
教
学
の
最
大
の
肝
所
で
あ
る
。
過
去
学
会
自
身
が
編
み
、
ま
た
折
伏
の
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
用
い

て
い
た
『
折
伏
教
典
』
で
は
、

　
　

�

現
段
階
は
題
目
は
す
で
に
流
布
さ
れ
本
尊
雑
乱
の
時
で
あ
り
、
一
日
も
早
く
富
士
大
石
寺
の
一
閻
浮
提
総
与
の
大
御
本
尊
に
統
一
さ
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
御
本
尊
に
直
結
し
た
御
曼
荼
羅
を
拝
む
信
仰
で
な
け
れ
ば
、
絶
対
に
功
徳
も

無
い
。（
中
略
）

　
　

�
電
灯
に
例
え
て
考
え
て
み
る
と
、
ヒ
ュ
ー
ズ
が
流
れ
て
き
て
い
な
い
電
灯
は
、
電
球
が
切
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
い
く
ら
つ

け
て
も
明
る
い
光
を
発
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
電
球
が
本
物
で
あ
っ
て
も
電
流
が
流
れ
て
こ
な
け
れ
ば
光
が
出
な
い
の
で
あ
る
。

御
本
尊
が
大
聖
人
の
御
真
筆
で
あ
っ
て
も
、
大
御
本
尊
に
直
結
し
な
け
れ
ば
何
の
功
徳
も
な
い
の
で
あ
る
。
富
士
大
石
寺
の
大
御
本

尊
を
拝
ま
な
い
も
の
は
す
べ
て
謗
法
で
あ
る
。�

（『
折
伏
教
典
』
三
二
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
創
価
学
会
が
唯
一
無
二
、
創
価
学
会
の
御
題
目
で
な
け
れ
ば
成
仏
し
な
い
と
い
う
論
理
は
、
こ
の
戒
壇
本
尊
を
担
保
に

主
張
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
信
仰
対
象
と
し
な
い
と
い
う
発
表
は
、
学
会
内
外
に
お
い
て
大
き
な
波
紋
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
例
え
ば
日
蓮
宗
で
は
「
創
価
学
会
の
唱
え
る
御
題
目
と
日
蓮
宗
の
唱
え
る
御
題
目
は
何
が
違
う
の
か
」
と
い
う
問
題
が
よ
く

提
起
さ
れ
る
。
答
え
が
あ
る
よ
う
で
無
い
、
信
仰
が
問
わ
れ
る
設
問
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
正
宗
界
隈
で
は
、
例

え
日
蓮
聖
人
御
真
筆
で
あ
っ
て
も
、
戒
壇
本
尊
に
縁
し
な
い
御
本
尊
に
唱
え
る
御
題
目
は
む
し
ろ
謗
法
で
あ
る
、
と
い
う
答
え
が
用
意
さ

れ
て
い
た
。
顕
正
会
も
大
石
寺
か
ら
破
門
さ
れ
て
い
る
た
め
、
か
か
る
戒
壇
本
尊
の
内
拝
は
で
き
な
い
が
、
彼
ら
は
そ
の
信
仰
を
捨
て
て

い
な
い
た
め
、
自
宅
か
ら
大
石
寺
の
方
向
へ
向
か
っ
て
行
う
、
遥
拝
勤
行
と
い
う
形
で
そ
の
信
行
を
実
践
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
蓮
正
宗
圏
に
お
け
る
日
蓮
本
仏
論
と
は
、
こ
の
戒
壇
本
尊
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
言
う
な
ら
ば
戒
壇
本
尊
＝
日
蓮

聖
人
の
当
体
と
見
る
信
仰
と
も
言
え
、
そ
の
存
在
は
彼
ら
に
と
っ
て
の
根
幹
部
分
な
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様
の
指
導
は
、
戸
田
城
聖
・
池

田
大
作
に
も
多
数
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
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　戸
田
城
聖

　
　

�
わ
が
宗
祖
、「
余
は
二
十
七
年
な
り
」
と
お
お
せ
あ
そ
ば
さ
れ
て
、
立
宗
以
来
二
十
七
年
に
し
て
、
弘
安
二
年
に
出
世
の
御
本
懐
を

お
と
げ
あ
そ
ば
き
れ
た
と
お
お
せ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
い
っ
た
い
何
を
御
建
立
あ
そ
ば
し
て
、
ま
た
何
を
お
説
き
あ
そ
ば
し
て
、

出
世
の
本
懐
と
お
お
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
中
略
）

　
　

�

邪
宗
の
や
か
ら
が
こ
の
御
書
を
読
み
き
れ
な
い
の
は
、
こ
の
点
に
あ
る
。「
余
は
二
十
七
年
な
り
」
と
。
さ
て
、
い
か
な
る
説
が
説

か
れ
、
い
か
な
る
も
の
が
建
立
さ
れ
た
か
と
、
不
思
議
が
っ
て
こ
そ
、
こ
の
御
書
を
読
む
資
格
が
あ
る
の
で
あ
る
。
忠
実
に
大
聖
人

の
教
え
を
う
け
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
こ
の
不
思
議
を
解
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
不
思
議
は
、
す
な
わ
ち
、
一
閻
浮
提
総
与
の
大
御
本

尊
の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
御
本
尊
に
は
「
本
門
戒
壇
也
」
と
、
は
っ
き
り
お
し
た
た
め
あ
そ
ば
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
御
本
尊
こ
そ
、

戒
壇
の
御
本
尊
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る�

（『
戸
田
城
聖
全
集
』
一
巻
四
八
五
頁
）

　池
田
大
作

　
　

�

日
蓮
正
宗
創
価
学
会
の
根
本
中
の
根
本
は
、
一
閻
浮
提
総
与
の
本
門
戒
壇
の
大
御
本
尊
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も

そ
の
大
御
本
尊
は
、
日
蓮
正
宗
に
厳
然
と
お
わ
し
ま
す
。
そ
し
て
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
よ
り
第
二
祖
日
興
上
人
、
第
三
祖
日
目
上
人
と

代
々
の
御
法
主
上
人
猊
下
が
法
水
瀉
瓶
・
血
脈
相
承
さ
れ
、
現
在
は
、
第
六
十
七
世
日
顕
上
人
猊
下
に
、
い
っ
さ
い
受
け
継
が
れ
て

い
る
で
あ
る
。
ゆ
え
に
私
ど
も
は
、
日
顕
上
人
猊
下
の
御
指
南
を
拝
し
つ
つ
、
正
宗
の
伝
統
と
法
義
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
勇
ん
で
そ

れ
ぞ
れ
の
国
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
信
心
向
上
の
た
め
の
教
学
を
研
鑽
し
、
お
お
い
に
広
宣
流
布
に
邁
進
し
て
い
た
だ
き
た
い

�

（『
広
布
と
人
生
を
語
る
』
一
巻
一
三
一
頁
）�

　

学
会
の
教
義
改
正
に
あ
た
っ
て
一
番
問
題
と
な
る
の
が
こ
の
よ
う
な
「
過
去
の
指
導
が
通
用
し
な
い
」
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
も
ち
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ろ
ん
教
義
に
は
随
方
毘
尼
と
し
て
時
代
に
応
じ
柔
軟
に
対
応
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
学
会
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、

　
　

�
三
代
会
長
の
指
導
は
全
て
私
た
ち
に
御
本
尊
の
本
義
と
信
心
を
教
え
て
下
さ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
俗
和
合
時
代
の
歴
史
的
文
脈

で
言
わ
れ
た
発
言
も
、
そ
の
本
質
は
大
聖
人
の
教
え
、
精
神
と
私
た
ち
を
結
び
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
真
意
を
正
し
く
捉
え
て

い
く
の
は
弟
子
の
責
務
で
あ
る
。�

（『
聖
教
新
聞
』
平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日
）

　

と
し
て
、
肯
定
も
否
定
も
せ
ず
、
解
釈
の
下
駄
を
会
員
に
預
け
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
の
学
会
員
と
話
を
し
て
も

「
戒
壇
本
尊
は
後
世
の
偽
物
で
あ
る
」
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、「
本
物
で
あ
る
が
大
石
寺
と
い
う
謗
法
の
山
に
あ
る
た
め
我
々
は
信
受
し
な

い
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
と
ま
り
が
な
い
の
も
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。

三
、
お
わ
り
に

　

創
価
学
会
は
今
、
第
六
代
で
あ
る
原
田
稔
が
会
長
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
組
織
の
代
表
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
会
員
の
精
神
的

な
指
導
者
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
精
神
指
導
者
は
、
二
〇
一
七
年
制
定
の
「
創
価
学
会
会
憲
」
に
、

　
　

�

牧
口
先
生
、
戸
田
先
生
、
池
田
先
生
の
「
三
代
会
長
」
は
、
大
聖
人
の
御
遺
命
で
あ
る
世
界
広
宣
流
布
を
実
現
す
る
使
命
を
担
っ
て

出
現
さ
れ
た
広
宣
流
布
の
永
遠
の
師
匠
で
あ
る
。�

（
創
価
学
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　

と
明
記
し
、
三
代
会
長
を
永
遠
の
師
匠
と
位
置
づ
け
た
が
、
こ
の
中
で
存
命
な
の
は
池
田
大
作
の
み
で
あ
る
。
彼
は
昭
和
三
年
生
ま
れ

な
の
で
、
今
年
（
二
〇
二
二
年
）
で
九
十
四
歳
を
迎
え
て
い
る
。
表
舞
台
に
顔
を
出
さ
な
く
な
っ
て
か
ら
は
十
三
年
（
平
成
二
十
二
年
五
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月
十
三
日
の
本
部
幹
部
会
が
最
後
）
が
経
つ
が
、
聖
教
新
聞
に
は
今
も
時
折
、
池
田
先
生
は
お
元
気
で
す
と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
る
。

本
人
の
写
真
も
な
く
、
ま
た
九
十
四
歳
と
い
う
高
齢
の
た
め
、
そ
の
信
憑
性
は
疑
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
今
後
十
年
二
十
年
生
き

る
と
い
う
こ
と
は
現
実
有
り
得
な
い
。
つ
ま
り
近
い
う
ち
に
Ｘ
デ
ー
が
来
る
の
は
明
ら
か
で
、
ま
た
そ
れ
は
顕
正
会
も
同
じ
で
あ
る
（
浅

井
昭
衛
は
昭
和
六
年
生
ま
れ
な
の
で
今
年
九
十
一
歳
。）

　

こ
の
両
教
団
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
精
神
指
導
者
と
目
さ
れ
る
人
物
が
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
会
長
職
の
任
を
継
ぐ
人
は
い

て
も
、
そ
こ
に
指
導
者
と
し
て
、
多
く
の
会
員
を
惹
き
つ
け
る
求
心
力
や
存
在
感
は
継
承
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
創
価
学
会
が
、
第
四
代
北

条
浩
、
第
五
代
秋
谷
栄
之
助
、
そ
し
て
第
六
代
原
田
稔
と
歴
任
し
て
も
、
会
員
と
し
て
は
雇
わ
れ
会
長
く
ら
い
の
認
識
で
、
い
ま
だ
池
田

先
生
、
池
田
先
生
と
仰
い
で
い
る
現
状
か
ら
も
容
易
に
推
察
で
き
る
。
精
神
的
支
柱
を
失
え
ば
、
迎
え
る
の
は
内
部
分
裂
で
あ
ろ
う
。
現

に
今
の
時
点
で
も
「
今
の
創
価
学
会
に
は
池
田
先
生
の
教
え
は
な
い
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
池
田
原
理
主
義
者
が
創
価
学
会
を
離
れ
、
い

く
つ
か
の
派
閥
を
作
り
独
自
に
活
動
し
て
い
る
。

　

教
義
条
項
の
改
正
も
、
池
田
大
作
に
よ
る
補
足
説
明
が
あ
れ
ば
現
場
が
混
乱
す
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
「
あ
れ
は
池
田
先
生
の
意
思
に
背
い
た
現
執
行
部
の
暴
乱
で
あ
る
」
と
い
う
人
も
、
活
動
家
に
さ
え
い
る
。
顕
正
会
に
そ
れ
が
な
い
の

は
、
浅
井
昭
衛
が
い
ま
だ
現
場
で
指
揮
を
と
り
、
そ
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
会
員
の
目
か
ら
見
て
も
明
ら
か
な
た
め
で
あ
ろ

う
。

　

創
価
学
会
は
、
池
田
大
作
が
現
場
へ
出
な
く
な
っ
て
か
ら
の
求
心
力
低
下
が
著
し
い
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
池
田
没
後
、
さ
ら
に
加
速
す

る
と
思
わ
れ
る
。
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