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経
』
に
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一　
問
題
の
所
在

二
　
『
法
華
経
』
に
お
け
る
授
記
の
諸
相

　
一
般
的
に
授
記
（
v
y
A
k
a
r
a
n
a
）
と
言
え
ば
、
未
来
の
こ
と
を
預
言

（pr
o
p
h
e
c
y
）
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
天
眼
通
を

得
て

い

る
者
も
先
の
こ
と
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
未
来
学
の
学
者
た
ち

も
未
来
の
こ
と
を
予
測
し
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
法
華
経
』

に

お
け
る
授
記
の
事
例
を
検
討
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
教
学
的
に
も
、
ま
た
修

行
論
的
に
も
よ
り
深
き
意
味
を
含
蓄
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
は

『
法
華
経
』
に
お
け
る
授
記
の
意
義
を
考
察
し
、
そ
の
現
代
的
な
解
釈
を
試
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
法

華
経
』
に
お
け
る
授
記
の
意
義
（
崔
）

　

a
）
声
聞
弟
子
に

対
す

る
授
記

　
釈
迦
牟
尼
仏
が
霊
山
会
上
に
お
い
て
、
声
聞
の
弟
子
た
ち
に
対
し
て
行
っ
た

具
体
的
な
授
記
は
、
「
警
喩
品
」
第
三
、
「
授
記
品
」
第
六
、
「
五
百
弟
子
受
記

品
」
第
八
、
「
授
学
無
学
人
記
品
」
第
九
、
「
提
婆
達
多
品
」
第
十
二
、
「
勧
持

品
」
第
十
三
に
お
い
て
都
合
八
千
五
百
十
二
人
を
対
象
に
⊥
ハ
回
に
亘
っ
て
行
わ

れ

る
。
こ
の
な
か
で
名
前
が
明
か
さ
れ
た
人
物
は
、
舎
利
弗
な
ど
二
十
三
人
で

あ
る
。

　
彼
ら
に
授
記
が
与
え
ら
れ
る
内
容
を
み
る
と
、
受
記
者
が
成
仏
す
る
時
の
①

仏
の

名
号
（
仏
名
）
、
②
時
代
の
名
（
劫
名
）
、
③
国
の
名
称
（
国
名
）
、
④
国

土
の

美
し
さ
（
国
土
荘
厳
）
、
⑤
弟
子
た
ち
の
数
と
種
類
（
成
就
衆
生
）
、
⑥
如

来
の
寿
命
、
⑦
法
の
存
続
す
る
期
間
（
正
法
と
像
法
）
な
ど
の
記
述
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
1
つ
や
二
つ
が
省
略
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
概
ね
類
似
の
形
式
を

一LL
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整
え

て

い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
三
百
万
億
仏
（
摩
詞
迦
葉
）
、
三

百
万
億
那
由
他
仏
（
須
菩
提
）
、
八
千
億
仏
と
二
万
億
仏
（
大
迦
栴
延
）
、
八
千

仏

と
二
百
万
億
仏
（
大
目
腱
連
）
な
ど
、
す
べ
て
が
天
文
学
的
数
字
で
は
あ
る

が
、
一
定
の
数
の
仏
に
見
え
、
法
を
聞
き
、
供
養
し
た
後
に
は
成
仏
す
る
こ
と

が

で

き
る
と
明
か
し
て
い
る
。

　

（
二
）
授
記
の
条
件
と
し
て
の
歓
喜
心

　
法
会
の
参
列
者
の
な
か
で
、
具
体
的
な
内
容
を
以
て
授
記
さ
れ
る
者
は
、
す

べ
て

が

比
丘
や

比
丘
尼

な
ど
出
家
の
大
衆
に
限
ら
れ
る
。
果
た
し
て
彼
ら
は
い

か

に

し
て
優
先
的
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
に
授
記
を
受
け
た
舎
利

弗
の
事
例
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
時
、
舎
利
弗
は
お
ど
り
あ
が
っ
て
喜
ん
で
、
す
ぐ
さ
ま
起
ち
あ
が
っ

て

合
掌
し
、
…
（
中
略
）
…
今
、
仏
よ
り
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い

未
曽
有
の
法
を
聞
き
、
す
べ
て
の
疑
心
や
後
悔
を
断
ち
、
身
も
こ
こ
ろ
も

泰
然
と
し
て
、
快
く
安
穏
な
る
こ
と
を
得
ま
し
た

　

こ
こ
で
舎
利
弗
は
、
自
身
も
仏
の
無
量
の
智
慧
と
能
力
と
を
成
就
す
る
こ
と

が

で

き
る
と
い
う
説
法
を
聞
き
、
大
き
な
喜
び
を
得
て
、
す
べ
て
の
疑
心
と
後

悔

と
が
消
え
去
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
。
以
後
に
も
授
記
を
受
け
た
者
の
ほ
と

ん

ど
が
未
曽
有
の
法
を
得
て
、
大
き
な
喜
び
を
表
し
て
い
る
。

八

・

摩
詞
迦
葉
ら
四
人
（
「
信
解
品
」
第
四
）

発
希
有
心
。
歓
喜
踊
躍
（
大
正
蔵
九
・
一
六
中
）

・

富
棲
那
ほ
か
五
百
阿
羅
漢
（
「
五
百
弟
子
受
記
品
」
第
八
）

得

未
曽
有
。
心
浄
踊
躍
…
（
中
略
）
…
我
等
歓
喜
。
得
未
曽
有

　
（
大
正
蔵
九
・
二
七
中
）

・

阿
難
、
羅
喉
羅
、
1
1
千
人
の
弟
子
（
「
授
学
無
学
人
記
品
」
第
九
）

設
得
受

記
。
不
亦
快
乎
（
大
正
蔵
九
・
二
九
中
）

　
彼
ら
は
み
な
自
分
た
ち
の
成
仏
の
可
能
性
を
悟
り
、
大
き
な
喜
び
を
表
し
た

後
、
仏
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
も
授
記
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
希
望
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
比
丘
た
ち
の
疑
い
な
き
喜
び
に
比
し
て
、
比
丘
尼
た
ち
は
少
し

変

わ
っ
た
様
子
を
見
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
摩
詞
波
閣
波
提
と
六
千
人
の
比

丘
尼
、
そ
し
て
耶
輸
陀
羅
が
授
記
を
受
け
る
前
の
こ
こ
ろ
の
状
態
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

座

よ
り
起
っ
て
一
心
に
合
掌
し
て
、
世
尊
の
顔
を
じ
っ
と
仰
ぎ
見
て
、
し

ば
し
の
間
も
そ
の
目
を
そ
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
に
、
世
尊
は

橋
曇
弥
に
告
け
ら
れ
た
。
「
ど
う
し
て
憂
い
に
み
ち
た
顔
で
じ
っ
と
如
来

を
視
て
い
る
の
か
」



　
す

べ
て

の

衆
生
が
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
説
法
を
聞
き
、
喜
び
の

こ
こ
ろ
が
生
じ
た
が
、
一
方
で
は
心
配
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ

う
な
憂
い
は
、
女
性
の
身
分
で
も
果
た
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
心
配
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
も
授
記
を

受
け
た
い
と
い
う
一
心
で
座
よ
り
起
っ
て
、
世
尊
に
合
掌
し
て
目
を
そ
ら
さ
な

い

で
い

る
。
そ
こ
で
世
尊
は
彼
女
た
ち
に
も
授
記
を
与
え
て
い
る
。
授
記
を
受

け
た
後
は
、
「
み
な
大
い
に
歓
喜
」
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
授
記
を

受

け
た
こ
と
で
、
女
性
も
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
よ
う
や
く
確
信
が
持
て

た

よ
う
で
あ
る
。
女
性
の
場
合
、
わ
ず
か
な
が
ら
時
間
の
差
は
あ
っ
た
も
の
の
、

比
丘
と
比
丘
尼
と
が
成
仏
に
対
す
る
確
信
を
得
て
、
大
き
な
喜
び
を
表
し
て
い

る
状
況
の
描
写
は
同
様
で
あ
る
。

　

（1

11）
提
婆
達
多
に
対
す
る
授
記

　
特
異
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
事
例
は
、
提
婆
達
多
に
対
し
て
授
記
が
与
え
ら

れ
る
場
面
で
あ
る
。
世
尊
は
自
身
が
提
婆
達
多
よ
り
『
法
華
経
』
を
聞
い
た
過

去
の

因
縁
を
話
し
た
後
に
、
提
婆
達
多
が
天
王
仏
と
し
て
成
仏
す
る
で
あ
ろ
う

と
し
、
ま
さ
に
こ
の
品
を
聞
い
て
疑
心
を
起
こ
さ
ぬ
者
は
、
大
き
な
功
徳
を
う

る
で
あ
ろ
う
と
説
示
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
提
婆
達
多
に
授
記
が
与
え
ら
れ

る
場
面
で
は
、
当
の
提
婆
達
多
が
授
記
を
受
け
る
前
と
受
け
た
後
の
反
応
に
つ

い

て

は
、
歓
喜
は
お
ろ
か
な
ん
の
描
写
も
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
提
婆
達
多
は
別
の
僧
団
を
設
け
よ
う
と
し
て
は
失
敗
し
、
つ

［一
法
華
経
」
に
お
け
る
授
記
の
意
義
戸
崔
〉

い

に

は

仏

を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
悪
人
で
あ
っ
た
。
数
回
に
及
ん
だ
殺
害
の
企

図
が
無
為
に
終
わ
る
や
、
最
終
的
に
は
爪
に
浸
け
た
毒
薬
を
以
て
如
来
を
殺
害

し
よ
う
と
す
る
が
、
如
来
の
居
所
の
前
に
到
っ
て
は
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま
う
。

そ

の

瞬
間
、
提
婆
達
多
は
改
心
し
て
r
南
無
仏
」
を
と
な
え
よ
う
と
す
る
が
、

す

べ
て

を
口
に
す
る
こ
と
な
く
、
F
南
無
」
と
だ
け
を
言
い
残
し
、
地
獄
に
堕

ち
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
こ
こ
ろ
を
痛
め
た
阿
難
が
提
婆
達
多
の
未
来

の

こ
と
を
仏
に
尋
ね
る
と
、
地
獄
で
一
劫
を
過
ご
し
た
後
、
天
上
界
に
生
ま
れ

て
、
さ
ら
に
六
十
劫
が
過
ぎ
た
後
に
「
南
無
仏
」
と
い
う
名
号
の
辟
支
仏
に
な

る
と
記
別
さ
れ
た
。

　
こ

こ

で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
提
婆
達
多
が
「
悦
び
の
こ
こ
ろ
（
和
悦
心
）
」

で

「
南
無
」
と
と
な
え
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
仏
は
彼
が
死
を
前
に
し
て
、

こ
こ
ろ
を
込
め
た
「
悦
び
の
こ
こ
ろ
」
で
仏
に
帰
依
し
た
因
縁
に
よ
っ
て
、
辟

支
仏
ま
で
は
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
授
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
大
罪

を
犯
し
た
と
し
て
も
、
仏
に
対
し
て
こ
こ
ろ
を
込
め
た
悦
び
の
こ
こ
ろ
で
帰
依

を
す
れ
ば
、
そ
の
因
縁
は
な
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
六
十
劫
を
経
た
後
に
そ
の

果
報
は
必
ず
結
ば
れ
る
と
示
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
提
婆
達
多
が
仏

に

対
し
て
こ
こ
ろ
を
込
め
て
帰
依
し
、
歓
喜
心
を
発
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
果

報
が
辟
支
仏
ま
で
と
し
か
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
見
え
た
仏
が
蔵
教

の

仏
、
す
な
わ
ち
寿
命
や
智
慧
が
有
限
で
あ
る
仏
に
し
て
、
た
だ
自
身
よ
り
は

は
る
か
に
偉
大
な
方
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
方
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

1
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こ
れ
に
対
し
て
円
教
説
法
で
あ
る
『
法
華
経
』
に
お
い
て
は
、
因
縁
を
作
る

時
期
を
提
婆
達
多
が
釈
迦
牟
尼
仏
の
前
身
に
対
し
て
『
法
華
経
』
を
説
く
「
過

去
無
量
劫
」
に
遡
ら
せ
、
果
報
を
結
ぷ
時
期
も
「
過
無
量
劫
」
と
拡
張
さ
せ
て
、

時
期
に

幅
を
持
た
せ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
無
量
の
智
慧
と
寿
命
と
を
成
就
さ

れ

た

円
教
の
仏
が
説
か
れ
た
円
教
説
法
を
受
持
し
た
因
縁
に
よ
っ
て
、
確
か
に

過
去
に

お
い
て
悪
業
を
作
っ
て
は
い
る
が
、
最
終
的
に
は
天
王
仏
と
し
て
成
仏

す

る
こ
と
が
で
き
る
と
授
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
法
華
経
」
に
お

い

て

提
婆
達
多
に
授
記
が
与
え
ら
れ
る
時
の
彼
の
反
応
に
つ
い
て
、
な
に
も
言

及

さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
が
す
で
に
生
涯
を
終
え
た
後
に
『
法
華
経
』

が

説
か

れ
、
『
阿
含
経
』
に
お
い
て
彼
に
辟
支
仏
に
な
る
と
の
授
記
が
与
え
ら

れ

る
場
面
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
が
そ
の
場
に
居
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
み
れ

ば
、
十
分
に
納
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

111　r
法
華
経
』
の
授
記
に
対
し
て
の
諸
々
の
解
釈

　

（
D
受
記
人
に
関
連
す
る
解
釈

　
世
親
は
『
法
華
論
』
に
お
い
て
、
決
定
声
聞
・
増
上
慢
声
聞
・
退
菩
提
心
声

聞
・
応
化
声
聞
の
四
種
声
聞
の
う
ち
、
退
菩
提
心
声
聞
と
応
化
声
聞
に
は
、
仏

が

授
記

を
与
え
、
決
定
声
聞
と
増
上
慢
声
聞
に
は
授
記
を
与
え
な
い
と
し
て
い

る
が
☆
『
法
華
経
』
に
お
い
て
授
記
が
与
え
ら
れ
た
者
は
、
果
た
し
て
ど
の
部

類
に

属
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

四
⌒

　
世

尊
は
舎
利
弗
に
授
記
を
与
え
な
が
ら
、
「
本
願
に
よ
っ
て
修
行
し
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ら
ザ

道

を
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
大
乗
経
を
説
く
の
で
あ
る
」
と

い

う
前
提
を
設
け
て
い
る
。
本
願
と
は
、
阿
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
を
得
よ
う
と

す

る
誓
願
を
指
し
て
い
る
た
め
、
舎
利
弗
は
大
乗
よ
り
退
歩
し
た
声
聞
で
あ
る

こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
阿
難
に
つ
い
て
も
、
過
去
に
空
王
仏
の
と
こ
ろ

に

お
い
て
阿
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
を
発
し
て
お
り
、
「
そ
の
本
願
は
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ロ

な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
こ
の
授
記
を
獲
た
の
で
あ
る
」
と
説
示
さ
れ
て

い

る
た
め
、
阿
難
も
な
お
退
菩
提
心
声
聞
の
一
部
類
と
し
て
授
記
を
受
け
た
も

の

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
遠
い
過
去
の
大
通
智
勝
仏
の
時
代
に
、
そ
の
仏

の

出
家
す
る
前
の
息
子
で
あ
っ
た
十
六
人
の
菩
薩
沙
弥
の
な
か
で
、
釈
迦
牟
尼

仏
の

前
身
で
あ
る
第
十
六
番
目
の
沙
弥
が
「
阿
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
の
法
を
以

て

衆
生
た
ち
を
教
化
」
し
、
そ
の
時
に
教
化
さ
れ
た
多
く
の
声
聞
た
ち
が
現
在
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

声

聞
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
会
中
の
大
衆
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
言
及
を
想
起

す

れ

ば
、
彼
ら
も
退
菩
提
心
声
聞
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
智
顕
は
こ
の
経
文
を
注
釈
し
て
、
現
在
声
聞
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
者
は
、

「
（
三
菩
提
心
よ
り
）
退
転
し
て
、
今
、
声
聞
（
地
）
に
住
す
る
者
」
と
論
じ
て

い

る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
霊
山
会
上
に
お
い
て
釈
迦
牟
尼
仏

よ
り
成
仏
の
授
記
を
受
け
た
声
聞
た
ち
は
、
す
べ
て
退
菩
提
心
声
聞
に
し
て
、

自
分
た
ち
の
遠
い
昔
に
立
て
た
本
願
を
思
い
起
こ
し
て
、
再
び
歓
喜
し
、
新
た

に

菩
提
心
を
発
し
直
し
た
場
合
に
あ
た
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
た

だ
一
人
、
歓
喜
心
を
発
す
状
況
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
か
さ
れ
て
い
な
い



提
婆
達
多
に
対
す
る
端
緒
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
経
文
が
注
目
さ
れ
る
。
す

な

わ

ち
、
迦
葉
菩
薩
が
釈
迦
牟
尼
仏
に
提
婆
達
多
の
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、

釈
迦
牟
尼
仏
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

提
婆
達
多
は
…
（
中
略
）
…
僧
伽
を
破
壊
す
る
こ
と
も
、
仏
身
よ
り
血
を

出
だ
す
こ
と
も
し
て
い
な
い
…
（
中
略
）
…
一
閨
提
で
も
な
く
、
ま
た
声

聞
や
辟
支
仏
で
も
な
い
。
善
男
子
よ
、
提
婆
達
多
は
、
実
に
声
聞
や
縁
覚

の

境
界

で
は

な
く
、
た
だ
諸
仏
の
み
知
見
す
る
境
界
に
あ
る

　
引
用
文
の
趣
旨
は
、
提
婆
達
多
が
行
っ
た
悪
行
は
方
便
で
あ
っ
て
、
真
に
悪

い

こ
こ
ろ
で
行
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

か

ら
、
声
聞
や
辟
支
仏
で
は
な
い
と
い
う
の
も
、
提
婆
達
多
は
実
は
菩
薩
で
あ

る
が
、
方
便
と
し
て
声
聞
比
丘
の
姿
を
現
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
提
婆
達
多
菩
薩
は
方
便
と
し
て
示
現
し
た
応
化
声
聞
に

し
て
、
遠
い
過
去
に
『
法
華
経
』
を
受
持
し
た
功
徳
が
い
か
に
大
き
い
も
の
か

を
表
さ
ん
が
た
め
に
、
授
記
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

（
二
）
修
行
の
段
階
に
関
す
る
解
釈

　
提
婆
達
多
を
除
き
、
授
記
を
受
け
た
す
べ
て
の
者
は
、
一
様
に
仏
の
説
法
を

聞
い
て
お
ど
り
あ
が
っ
て
喜
ぶ
ほ
ど
、
大
き
な
歓
喜
心
（
歓
喜
踊
躍
）
を
発
し

」
法
華
経
』
に
お
け
る
授
記
の
意
義
（
崔
）

て

い

る
。
歓
喜
心
と
は
、
「
わ
た
く
し
の
こ
こ
ろ
は
大
き
く
歓
喜
し
、
疑
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

後
悔

は
永
く
尽
き
ま
し
た
」
と
い
う
舎
利
弗
の
告
白
の
よ
う
に
、
疑
心
と
後
悔

と
が
完
全
に
断
ち
切
ら
れ
た
時
に
生
じ
る
喜
び
で
あ
る
。
こ
の
時
の
疑
心
と
後

悔
と
は
、
果
た
し
て
な
に
に
対
す
る
疑
心
と
後
悔
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

F方
便
品
」
に
お
い
て
説
か
れ
た
内
容
を
通
じ
て
、
弟
子
た
ち
は
無
問
自
説

で
行

わ
れ
た
仏
智
慧
を
聞
い
て
、
仏
の
成
就
さ
れ
た
能
力
と
智
慧
に
対
す
る
疑

心

を
、
そ
し
て
一
大
事
因
縁
と
会
三
帰
一
の
説
法
を
聞
い
て
、
自
分
た
ち
が
果

た

し
て
仏
の
よ
う
に
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
一
抹
の
疑

心

さ
え
も
、
完
全
に
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
に

対
す

る
理
解
（
解
）
と
、
仏
と
自
分
た
ち
の
成
仏
に
対
す
る
信
頼
（
信
）
と
が

生

じ
た
こ
と
を
「
疑
心
が
尽
き
た
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
後

悔

と
は
、
自
分
た
ち
は
か
つ
て
菩
薩
道
に
つ
い
て
の
説
法
を
聞
い
て
い
た
が
、

そ
れ
は
自
分
た
ち
の
本
分
で
は
な
い
と
思
い
込
ん
で
、
そ
の
よ
う
に
実
践
し
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
後
悔
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
深
き
理
解
と
信
心
に
基
づ
い
て
い
る
歓
喜
は
、
ま
さ
し
く
阿
褥

多
羅
三
窺
三
菩
提
を
得
ん
が
た
め
の
発
菩
提
心
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
『
大
乗

起

信
論
』
に
よ
る
と
、
「
信
成
就
発
心
、
解
行
発
心
、
証
発
心
」
と
三
種
類
の

発
心
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
元
暁
は
、
信
成
就
発
心
と
は
、

十
信
を
満
た
し
て
初
住
位
に
入
る
時
の
こ
と
を
い
い
、
舎
利
弗
な
ど
が
こ
れ
に

該
当
す
る
と
注
釈
し
て
い
る
。
と
く
に
舎
利
弗
は
、
不
退
地
で
あ
る
第
七
住
ま

で
に

は
い
ま
だ
達
し
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
間
に
退
菩
提
心
を
発
し

四
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て

し
ま
っ
た
と
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
、
舎
利
弗
が
退
菩
提
心
声
聞

で

あ
っ
た
た
め
に
授
記
を
受
け
た
と
い
う
事
例
と
も
符
合
し
て
い
る
．

　

発
菩
提
心
を
発
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
菩
薩
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
五
十
二
位
の
菩
薩
階
位
に
よ
る
と
、
初
信
よ
り
第
十
信
ま

で

は
仮
名
菩
薩
と
い
い
、
菩
提
心
を
発
し
て
初
発
心
住
に
達
し
た
菩
薩
で
あ
れ

ば

こ
そ
真
の
菩
薩
（
実
義
菩
薩
）
で
あ
る
と
い
・
万
し
た
が
っ
て
、
舎
利
弗
と

須
菩
提
な
ど
の
声
聞
た
ち
は
、
説
法
を
聞
い
て
大
き
な
歓
喜
心
を
発
し
て
初
住

位
に

達

し
て
い
る
た
め
、
真
の
菩
薩
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
初
住
位
を
別
に
歓
喜
住
と
も
い
う
の
は
、
こ
の
歓
喜
心
と
関
連
し
て
い
る
。

智
顕
も
彼
ら
が
「
初
住
の
無
生
得
記
の
位
に
入
る
こ
と
を
知
る
」
と
論
じ
て
い

る
。
迦
葉
三
兄
弟
を
は
じ
め
、
五
百
人
の
阿
羅
漢
は
、
「
わ
た
く
し
た
ち
は
、

今
、
実
に
「
菩
薩
」
で
あ
り
、
阿
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
の
授
記
を
得
る
こ
と
が

で

き
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
因
縁
に
よ
っ
て
、
甚
だ
歓
喜
し
て
、

未
曽
有
を
得
ま
し
た
」
と
仏
に
告
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
た
ち
が
菩
薩
に
な
っ

た

こ
と
で
、
授
記
を
受
け
る
こ
と
で
き
、
そ
の
た
め
に
大
い
に
歓
喜
し
て
い
る

こ
と
を
直
接
的
に
表
現
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

　

（1

il）　
z
z
記
の
三
口
語
的
解
釈

　
授
記
の
梵
語
は
語
源
的
に
く
寸
甲
へ
｝
∧
慧
と
分
析
さ
れ
る
v
y
a
k
a
r
a
n
a
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
〈
k
v
a
　
（
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
）
」
、
F
区
a
s
　
（
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
）
」
、
「
判
別

（di
scri
m
i
n
a
t
i
o
n
）
」
、
r
説
明
（
㊦
×
三
〇
コ
o
ご
o
づ
）
」
な
ど
と
翻
訳
さ
れ
、
『
法

四
．

華
・
経
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
「
預
言
（
℃
苫
合
o
ご
o
臣
、
p
r
o
p
h
e
c
y
）
」

と
解
釈
さ
れ
る
の
が
1
般
的
で
あ
る
。
ビ
ヤ
ー
カ
ラ
ナ
を
漢
訳
す
る
に
際
し
て

用
い
ら
れ
た
用
語
と
し
て
は
、
「
記
」
、
r
決
」
、
f
別
（
前
）
」
な
ど
が
あ
る
。
初

期
の
訳
経
家
と
し
て
、
、
丁
聞
出
身
で
あ
る
無
羅
叉
は
、
コ
別
」
と
「
記
」
の
両

方
を
用
い
た
し
、
北
印
度
出
身
の
僧
伽
提
婆
（
O
Q
a
日
g
h
a
d
e
v
a
）
と
、
月
支
が

故
郷
で
あ
る
竺
法
護
（
D
h
a
r
m
a
r
a
k
S
a
）
は
、
主
に
「
決
」
を
用
い
な
が
ら
、

時
に
「
前
」
を
も
訳
語
と
し
て
用
い
て
い
た
。
「
別
」
と
表
記
さ
れ
る
用
例
も

多
数
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
前
」
と
混
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
慧
琳

は
コ
別
」
の
ほ
う
が
正
し
く
、
r
別
」
を
用
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し

て

い
る
。

　

F決
」
に
は
、
「
（
堤
防
が
）
決
壊
す
る
」
、
r
決
断
す
る
」
、
「
確
定
す
る
」
な

ど
の
意
味
が
あ
り
、
「
記
」
に
は
、
「
記
録
す
る
」
、
F
記
憶
す
る
」
、
「
印
章
」
な

ど
の
意
味
が
あ
る
。
印
章
と
は
、
あ
る
物
の
所
有
主
を
表
示
す
る
な
り
、
文
書

の

権

威
を
確
定
す
る
に
際
し
て
主
に
用
い
ら
れ
る
。
「
確
定
す
る
」
と
い
う
の

は
決
の
意
味
に
類
似
し
て
お
り
、
「
区
別
」
、
r
判
別
」
と
い
う
ビ
ヤ
ー
カ
ラ
ナ

の

意
味

と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
無
記
は
善
性
と
も
悪
性
と
も
「
確
定
」
で

き
な
い
」
と
い
う
場
合
の
「
確
定
」
と
ま
さ
し
く
同
じ
よ
う
な
脈
絡
で
あ
る
。

　
次
に

注

目
す
べ
き
は
「
前
」
で
あ
る
。
儒
家
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い

こ
の
文
字
は
、
「
苗
木
を
移
植
す
る
」
、
F
符
節
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
苗
木

を
移
植
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
種
か
ら
芽
が
萌
え
出
た
幼
い
植
物
を
畑
に
植
え

る
こ
と
で
あ
る
。
種
の
状
態
で
は
芽
生
え
る
か
ど
う
か
も
、
い
つ
芽
生
え
て
く



る
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
す
で
に
芽
生
え
て
畑
に
植
え
つ
け
れ
ば
、
特
別
な
異

変
が
な

い
限

り
ど
の
よ
う
に
成
長
す
る
か
は
、
ほ
ぼ
確
定
的
に
予
測
す
る
こ
と

が

で

き
る
。
「
符
節
」
は
身
分
の
証
票
と
し
て
使
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
印
章

と
類
似
し
た
用
途
で
使
わ
れ
、
そ
れ
が
有
す
る
意
味
も
な
お
「
確
定
」
と
脈
絡

が
通

じ
て
い
る
。
よ
く
種
子
に
讐
え
ら
れ
る
仏
性
は
、
種
子
の
状
態
の
ま
ま
で

は
、
い
つ
芽
生
え
て
花
を
咲
か
せ
る
か
が
分
か
ら
な
い
が
、
芽
生
え
た
も
の
は

畑
に

植
え

つ
け
さ
え
す
れ
ば
、
今
後
実
っ
て
く
る
こ
と
が
予
測
で
き
る
よ
う
に
、

菩
提
心
を
発
せ
ば
、
成
仏
の
時
期
や
様
子
を
「
確
定
的
に
分
別
す
る
」
言
質
を

以
て
、
授
記
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
符
節
と
い
う
言
葉
の

意
味
を
取
れ
ば
、
授
記
と
は
、
「
（
成
仏
を
）
証
明
す
る
信
標
」
を
与
え
る
こ
と

と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

　
結
論
　
ー
授
記
の
意
義
ー

　

『
法
華
経
』
に
は
成
仏
授
記
の
事
例
が
具
体
的
に
か
つ
多
様
に
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
授
記
は
大
き
く
、
一
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
『
法
華
経
』
を

聴

聞
し
た
す
べ
て
の
者
が
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
一
般
的
な
授
記
で

あ
り
、
二
つ
目
は
、
時
期
や
名
号
な
ど
が
具
体
的
に
説
示
さ
れ
る
個
別
的
な
授

記
で

あ
っ
て
、
智
顕
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
通
途
記
と
別
与
記
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

『
法
華
経
』
の
前
半
部
、
す
な
わ
ち
　
門
で
説
か
れ
る
核
心
は
、
三
諦
円
融

せ

る
諸
法
実
相
を
普
く
知
見
す
る
仏
の
智
慧
と
、
一
切
の
衆
生
を
こ
の
智
慧
へ

＝
法

華
経
』
に
お
け
る
授
記
の
意
義
（
崔
）

と
導
こ
う
と
す
る
仏
の
一
大
事
因
縁
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
説
法
の
す
べ
て
が

成

仏
へ
と
引
導
せ
ん
と
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
声
聞
乗
や
縁
覚
乗
な
ど
の
教
え
は
方
便
に
過
ぎ
ず
、
一
切
は

仏

乗
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
会
三
帰
一
を
通
じ
て
、
実
質
的
に
は
小
乗
な
ど
存

在
し
な
い
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
法
が
理
解
で
き
れ

ば
、
す
べ
て
の
修
行
者
は
大
乗
の
教
え
を
実
践
す
る
菩
薩
と
な
る
。
彼
ら
に
対

し
て
仏
は
成
仏
の
授
記
を
授
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
授
記
と
い
う
の

は
、
そ
の
対
象
も
明
確
に
さ
れ
ず
、
時
期
や
名
号
な
ど
も
明
か
さ
れ
な
い
一
般

的
な
授
記
な
の
で
あ
る
。
授
記
を
受
け
た
菩
薩
も
な
お
仮
名
菩
薩
に
過
ぎ
ず
、

真
に

利
他
行
を

以
て
菩
薩
道
を

遂
行
す

る
者
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
舎
利
弗
な
ど
そ
の
名
が
明
か
さ
れ
た
二
十
三
人
を
は
じ
め
、

都
合
六

回
に
亘
っ
て
八
千
五
百
十
二
人
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
授
記
は
、
成
仏

の

時
期
や
名
号
な
ど
が
具
体
的
に
適
示
さ
れ
た
授
記
で
あ
る
。
彼
ら
の
共
通
点

は
、
説
法
を
聴
い
た
後
、
大
い
な
る
信
心
と
理
解
に
基
づ
い
た
歓
喜
心
と
が
生

じ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
阿
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
を
成
ぜ

ん

と
す
る
菩
提
心
を
発
し
た
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
菩
提
心
を
発
し
た
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
言
う
な
れ
ば
、
二
切
衆
生

を
済
度
せ
ん
と
す
る
こ
と
」
と
「
す
べ
て
の
煩
悩
を
断
じ
尽
さ
ん
と
す
る
こ
と
」
、

そ
し
て
F
諸
々
の
法
門
を
知
り
尽
さ
ん
と
す
る
こ
と
」
と
「
無
上
の
仏
道
を
行

じ
成
就
せ
ん
と
す
る
こ
と
」
と
い
う
四
弘
誓
願
で
あ
る
。
智
顕
は
菩
薩
の
誓
願

を
こ
の
四
つ
の
項
目
に
ま
と
め
あ
げ
、
前
の
二
つ
を
大
悲
の
誓
願
と
し
、
後
の

四

三
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11つ
を
大
慈
の
誓
願
と
し
た
。
こ
れ
は
修
行
の
段
階
か
ら
み
れ
ば
、
少
な
く
と

も
初
住
位
、
す
な
わ
ち
発
心
住
に
達
し
た
菩
薩
の
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
菩
薩
に
対
し
て
、
仏
は
成
仏
の
授
記
を
与
え
た
。
こ
れ
は
あ
た

か

も
種
子
の
状
態
で
あ
っ
た
仏
性
が
芽
生
え
て
良
く
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、

そ
の
未
来
を
確
定
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
「
成
仏
す
る

こ
と
を
確
定
的
に
分
別
」
す
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
授
記
と
は
、

仮

名
菩
薩
で
は
な
く
、
真
の
菩
薩
地
に
達
し
た
時
に
そ
の
「
信
標
」
と
し
て
与

え
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
智
顕
に
よ
れ
ば
、
菩
薩
に
授
記
を
与
え
る
も
う
1
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
大
菩
薩
よ
り
退
転
し
て
小
菩
薩
に
入
ら
ん
と
す
る
欲
求
を
破
さ
ん
が
た
め

で

あ
る
。
『
大
智
度
論
』
で
は
、
小
菩
薩
と
は
柔
順
忍
を
学
ぷ
者
と
す
る
が
、

柔
順
忍
と
は
性
地
、
す
な
わ
ち
十
信
位
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
菩
提
心

を
発
し
て
い
な
い
仮
名
菩
薩
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
こ
の
段
階
で
の
退
堕

と
は
、
大
乗
菩
薩
よ
り
退
転
し
て
小
乗
声
聞
地
に
退
く
こ
と
を
い
う
が
、
開
三

顕
一
の
説
法
を
通
じ
て
、
す
で
に
小
乗
と
い
う
者
は
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
智

顕
は
小
菩
薩
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、

『
法
華
経
』
に
お
い
て
、
法
会
に
参
列
し
た
菩
薩
に
対
し
て
、
授
記
が
与
え
ら

れ
な
か
っ
た
理
由
が
説
明
で
き
よ
う
。

　

『
法
華
経
』
に
お
い
て
個
別
的
に
授
記
が
与
え
ら
れ
た
者
は
、
世
親
の
四
衆

声

聞
の
分
類
か
ら
す
れ
ば
、
退
菩
提
心
声
聞
、
す
な
わ
ち
菩
提
心
を
発
し
た
が

退
転

し
て
し
ま
っ
た
声
聞
で
あ
っ
て
、
歓
喜
心
を
発
す
る
な
ど
の
様
子
が
見
受

＝

r
　
＝
r

け
ら
れ
な
い
提
婆
達
多
の
場
合
は
応
化
声
聞
に
し
て
、
す
で
に
生
を
終
え
て
い

る
た
め
、
霊
山
会
上
に
参
列
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
小
乗
よ
り

大

乗
へ
と
、
声
聞
よ
り
菩
薩
へ
と
転
換
し
た
修
行
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
修
行
の

目
標
を
、
も
は
や
輪
廻
を
し
な
い
と
い
う
消
極
的
な
浬
繋
で
あ
る
灰
身
滅
智
よ

り
、
究
寛
の
仏
智
で
あ
る
阿
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
を
求
め
る
こ
と
に
拡
張
し
た

者
た
ち
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
の
が
成
仏
の
授
記
な
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に

お
い
て
衆
生
を
済
度
せ
ん
と
す
る
菩
薩
行
が
必
須
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

　
実
に
『
法
華
経
』
の
説
法
を
聞
い
て
大
い
な
る
信
心
を
起
こ
す
こ
と
は
非
常

に

難
し
い
も
の
で
あ
る
。
十
信
の
段
階
で
み
る
よ
う
に
、
願
を
立
て
て
固
く
戒

を
守
る
、
修
行
の
実
践
が
伴
っ
て
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
確
た
る
菩
提
心
を
発
し
た
時
に
、
仏
よ
り
成
仏
の
授
記
が
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
真
の
菩
薩
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
確
定
的
な
証

明
と
、
再
び
菩
提
心
よ
り
退
転
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
激
励
の
意
味
が
含
ま

れ

て

い
る
。
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踊
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。
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仏
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仮
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華
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。

（
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縁
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。
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。
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。
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若
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。
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。
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