
淨

土

佛

身

論

考

序

説

森

本

眞

順

佛
身
論
は
、
普
通
佛
陀
論
ε
混
同
せ
ら
れ
る
も
、
こ
の
二
つ
の
思
想
は
嚴
密
に
言
ふ
ε
當
然
區
別
し
て
見
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
、

佛
身
論

は
佛
陀
論
の

一
分
科
・こ
?jll�
ふ
べ
く
、
あ
る
時
期
を
經
過
す
る
間
に
、
思
想
的
な
發
逹
變
遷
を
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、

從
て
佛
敏
々

理
井

に
思
想
の
發
逹
變
遷
も
充
分
に
窺
知
さ
れ
る
程
の
重
要
性
を
有
す
る
、丶」言

へ
る
q
吾
人
は
今
此
處
で
は
む
し
ろ
傳
統
的
立
瘍

に
立
つ
て

廣
汎

に
渡
る
佛
陀
觀
よ
り
佛
身
觀
の
發
逹
を
概
觀
し
、
そ
の
中
特
に
淨
土
數
的
佛
身
觀
な
る
報
身
思
想
の
吟
味
考
察

に
歩
を
進
め

て
そ
の
眞

實
義
を
把
握
し
、
以
て
生
き
る
淨
土
教
の
眞
面
目
を
明
瞭
に
せ
ん
ε
し
た
る
も
、
い
さ

」
か
序
論
概
觀
の
冗
長
に
渡

つ
て
滿
足
な
る

本
論
に

及
ん
で

ゐ
な
い
憾
を
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
、
併
し
本
読
は
ほ
ん
の
序
読
ε
し
て
次
の
機
會
に
更
に
淨
土
數
佛
身
觀

の
詮
顯
に

つ
ε
め
る
で

あ
ろ

う
し
?
こ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

抑

々
、
佛
教
の
法
身
及
び
如
來
・こ
云
ふ
考
は
概
念
分
柝
は
困
難
で
あ
る
が
、
佛
教
の
中
心
觀
念
-こ
し
て
佛
數
信
仰
の
橿
機
を

握

つ
て
ゐ
る

こ
,こ
は
事
實
で
あ
る
、
帥
ち
佛
教
は
佛
陀
の
教
読
で
あ
り
、
佛
陀
を
中
心
ご
し
て
發
逹
變
遷
が
考

へ
ら
れ
理
解
考
察
が
さ
れ
る
、

が
併
し
宇

井
博
士
も
指
摘
し
て
教
阻
・こ
し
て
の
佛
陀
ε
そ
の
究
竟
標
識

S
し
て
の
佛
陀
は
區
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
,こ
云
ふ
て
ゐ
ら
れ
る
が
、

(印
哲
研

究
僚
四
碁
劇
以
下
參
照
)
佛
身
觀
は
此
處
に
發
逹
の
萠
芽
を
藏
し
て
ゐ
る
S
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
之
を
根
本
佛
教
に
見

る
に
、

一
方
に
は
、
純

　



粹
な
る
歴
史
的
人
物
ε
し
て
生
活
の
事
實
相
く二

生
の
經
歴
を
有
し
て
ゐ
旗
の
で
あ
ゐ
、
そ
れ
ε
同
時
に
、

次
に
は
最
早
歴
史
的
存
在
以
上

の
理
想
態
ε
し
て
考

へ
ら
れ
、
之
を
原
始
佛
敏
に
見
る
に
、
歴
史
的
佛
陀
よ
り
も
理
想
的
の
佛
陀
が
表
面
化
し
て

教

主
ε
し
て
の
佛
陀
が
確

立
す
る
に
至
つ
た
。

こ
れ
よ
り
以
後
の
所
謂
小
乘
佛
教
に
於
て
は
固
定
さ
れ
た
る

小
乘
佛
教
特
有
の
佛
陀
觀
に
絡
始

し
思
想
的
に
も
發
逹
の

飛
躍
を
碍
げ
た
、
然
る
に
後
大
乘
佛
教
興
起
に
當
つ
て
は
、
發
逹
著
し
く
佛
敏
思
想
の
中
樞
、こ
し
て
の
佛
身
觀
の
考
察

ε
成
り
、

或
は
傳
統

的
に
或
は
紳
秘
的
に
、
若
し
く
は
思
索
上
の
佛
陀
觀
が
佛
身
-こ
し
て
現
は
れ
佛
教
の
思
想
分
野
を
開
拓
せ
る
も
の
は

蓋
し
非
常
の
も
の
で
あ

つ
た
。

先
づ
、
佛
陀
在
世
に
於
け
る
生
佛
關
係
を
見
る
に
、
か
の
根
本
教
詮
ε
云
は
れ
て
ゐ
る
、
四
諦
、

八
聖
道
な
さ
の
日
常
の
實
踐
法
は
全
く
純

粹
世
聞

道
に
し
て
、
釋
尊
は
こ
の
道
に
よ
つ
て
佛
陀
ε
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
佛
陀
は
絶
對
完
全
位
の
人
格
の
體
現
者
ご
い
ふ
こ
・こ
に
な
る
。

從

て
、
佛

陀
在
世
中
の
弟
子
逹
は
、
法
-こ
入
格
ε
が
、
完
全
に

輔
致
し
た
佛
陀
に
接
し
て
ゐ
る
か
ら
佛
陀
を
離
れ
て
法
を

見
る
要
な
く
、

彼
等

は
佛
陀

の
人
格
の
上
に
具
軆
化
せ
る
法
を
認
め
て
生
き
、
法
の
具
現
者
た
る
佛
陀
を
以
て
歸
依
の
中
心
-こ
し
た
こ
ーこ
は
疑
無
い
、

此
に
於
て

弟
子
逹
は
、
露
命
の
師
表
S
し
て
の
入
を
見
、
そ
の
中
に
法
の
究
竟
し
た
も
の
を
仰

い
で
如
來
・こ
稱
し
て
ゐ
る
。

こ
の
如
來
の
内
容
は
最
早

一
個
の
歴
史
的
佛
陀
の
考
察
に
止
ま
ら
す
し
て
歴
史
的
以
上
の
も
の
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
ーこ
を
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、

が
併
し
佛
陀

在
世
に
於
て
は
、
佛
陀
は
人
間
の
絶
對
的
標
本
で
あ
り
、
成
佛
す
る
も
の
は
斯
く
の
如
く
な
ら
ざ

る
べ
か
ら
す
・こ
し

て
佛
數
の
中
心
を
な
し

江
、
是

れ
佛
陀
の
所
謂
己
成
現
在
の
黄
金
的
時
代
觀
念
で
あ

つ
た
く」言
ひ
得
ら
れ
る
。

然
る
に
、
佛
陀
八
十
年
の
入
滅
に
會
ふ
や
、

一
大
打
撃
を
受
け
、
や
る
せ
な
き
悲
し
み
に
攻
め
ら
れ
宛
も
太
陽
の
沒

し
て

黒
暗

々
な
り
し

に
も
比
す
べ
く
、
大
浬
槃
經
第

一
(大
正
藏
+
二
窃
ど
等
の
關
係
諸
經
典
に
見
て
も
思
牛
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
つ
だ
、
-こ
同
時
に
こ
れ
が
佛
陀

論
に
大
變
動
を
惹
き
起
す
直
接
の
契
機
・こ
成
つ
た
の
で
あ
る
、
佛
陀
入
滅
後
の
弟
子
逹
は
か
瓦
る
法
の
具
現
者
た
る
佛

陀
を
失
ふ
て

專
ら
法

2



そ
の
も

の
を
歸
依
の
樹
象
ε
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
、
こ
の
こ
ε
は
佛
陀
も
入
滅

に
際
し
て
か
の
二
燈
明
に
歸
依
の

遺
訓
を
垂
れ
ら

れ
自
己

-こ
法
、こ
を
燈
明
,こ
し
、
歸
依
處
-こ
し
て
佳
し
、
他
の
依
處
を
求
む
べ
か
ら
す
ーこ
云
ふ
て
ゐ
ゐ
。

(長
阿
含
第
二
、
大
正
藏
一
辰
等
)
斯
く

て
佛
陀

肉
身
の
淌
滅

、こ
い
ふ
眼
前
の
事
實
に
遺
さ
れ
し
も
の
は
、
悲
化
-こ
法
敏
で
あ

つ
た
、
從
て
入
滅
後
は
こ
の
悲

化
、こ
法
教
・こ
が

思
索
の

對
象
-こ
成
り
、
こ
れ
が
、
あ
る
時
間
を
經
過
す
る
・こ
共
に
信
奉
L
思
想
的
に
變
邏
・こ
發
逹
を
將
來
す
る
に
至
つ
む
の
で
あ
る
。

佛
陀

浬
槃
を
契
機
・こ
し
て
起
つ
た
佛
陀
觀
は
生
身
法
身
の
二
佛
身
觀
で
あ

る
、
此
の
浬
槃
後
に
起
つ
た
佛
身
觀
も
始
め
幼
稚
な
る

形
態

よ

り
漸
次
發
展
し
池
も
の
で
あ
り
、
叉
法
身
の
意
義
も
多
樣
に
考
察
さ
れ
た
事
は
見
過
し
得
な

い
、
中
に
就
て
、
普
通

に
は
佛
陀
の
遺
歡
を
法

身
ε
し
、
之
を
滅
後
の
大
師
、こ
し
て
佛
教
徒
の
修
行
規
範
・こ
さ
れ
て
ゐ
る
。

佛

遺
教
經
に

「
汝
等
比
丘
、
於
昌
我
滅
後
一當
レ奪
識重
珍
コ敬
波
羅
提
木
叉
一當
レ
知
此
則
是
汝
大
師
若
我
佳
レ
世
無
レ
異
レ
此
也

、」

(
大
正
藏

=
J'
389
}

ε
の
佛
陀
歡
法
の
實
踐
に
よ
り
浬
槃
に
逹
す
る
こ
,こ
が
出
來
る
ーこ
い
ふ
教
法
法
身
の
読
が
現
は
れ
て
當
時
の
人
心
を
慰
め
て
ゐ
巽
、

此
の
法

歡
法
身

は
次
第
に
學
風
開
展
の
影
響
に
ょ
り
唯
言
読
、こ
し
て
の
法
教
で
な
く
、
佛
陀
體
得
の
證
法
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
、こ
云
ふ
読
が

興
起
し

て
來
た
、
帥
ち
か
の
阿
毘
逹
磨
の
研
究
が
發
逹
し
て
読

一
切
有
部
の
如
く
、
十
八
不
共
法
等
を
以
て
佛
陀
特
有
の
功

徳
法
ε
し

之
を
如
來
の

法
身
の
體
-こ
し
て
読
き
明
し
て
來
た
如
き
で
あ
る
。
斯
樣
な
功
徳
法
身
読
は
そ
の
詭
述

一
樣
で
な
く
、舍
利
弗
阿
毘
曇

第
八

(大
正
藏
二
八
、⇔。。叭)

に
は
、
三
十
二
相
を
具
し
、
最
勝
の
知
見
、
十
力
四
無
畏
及
び
大
慈
等
を
成
就
し
て
ゐ
る
ε
述
べ
、
成
實
論
第

一

(
大
正
藏
三
二
、
鎗
O
)
に
は

如
來
に
五
分
法
身
、
十
力
、
四
無
畏
、
十
號
、
三
十
二
相
の
相
好
の
功
徳
あ
り
ーこ
言
ゆ
て
ゐ
る
が
、
所
謂
十
八
不
共

法
の

功
徳
を
以
て
如
來

　



の
法
身

ご
唱

へ
出
し
た
の
は
読

一
切
有
部
で
、
之
を
法
供
養
を
受
け
な
い
法
身
-こ
し
、
生
身
あ
り
て
他
よ
り

財
供
養
を
受
け
る
ーこ
言
ひ
、
叉

前
者
に
は
衰
邊
が
な
く
、
後
者
に
ぱ
襄
退
あ
り
S
言
ひ
、
大
論
第
二
十
九

(大
正
藏
二
-}-
五
X73
)
に
は
、
生
身
の
故
に
三
十
二
相
-こ
読
き
、
法

身
の
故
に
無
相

,こ
論
く
.三
言
ひ
、
叉
十
佳
毘
婆
娑
論
第
十

(
大
正
藏
二
六
'
2
71)
に
は
、
三
十
二
相
、
八
十
種

好
を
以
て
佛
の
生
身
を
念
じ
己

ら
ば
、
今
應
に
佛
の
諸
の
功
徳
法
を
念
す
べ
し
、
諸
佛
は
是
れ
法
身
に
し
て
但
だ
肉
身
の
み
で
は
な

い
か
ら
・こ
読

い
て
あ
る
の
も

亦
佛
陀
の

肉
身
、こ
功
徳
法
身
を
匠
別
し
た
も
の
で
、
帥
ち
諡

一
切
有
部
の
二
身
論
を
受
け
た
も
の
・こ
認
め
ら
れ
る
、

併
し
読

一
切
有
部
で
云
ふ
生
法
二

身
に
就
て
見
る
に
、
法
身
は
生
身
の
上
に
具
す
る
も
の
で
あ
る
、こ
い
ふ
相
對
的
見
解
は
幼
稚
な
考
察
-こ
い
ふ
べ
き
で
あ

る
、

果
し
て
此
の
生

法
二
身

ぱ
漸

次
展
開
發
達
の
跡
を
淺
し
て
、
法
身
は
法
性
の
理
法
を
指
す
、こ
い
ふ
所
謂
人
格
化
の
傾
向

・こ
成
て
現
は
れ
た
。

大
般
浬
槃
經
第
三
十
四
に

,
「
如
來
身
凡
有
コニ
種
一、

一
者
生
身
、
二
者
法
身
、
言
ぬ生
身
↓
即
是
方
便
應
化
之
身
,
如
是
身
、
可
レ
得
レ
言
笥
是
生
老
、
病
死
長
短
黒

白
↓

是
此
是
彼
是
學
無
學

、

法
身
郎
是
常
樂
我
淨
、

永
離
二
一
切
生
老
病
死
↓

非
自
非
黒
非
長
非
短
、

非
此
非
彼
、

非
學
、

非

無
學
、
若
佛
出
世
及
不
レ
出
、
常
佳
不
動
、
無
レ
有
昌變
易
一」
(
大
正
藏

一
二
'
Sb7
)

唱こ
言
ふ
て
ゐ
る
。

望
月
博
士
は
、
此
の
涅
槃
經
に
読
く
常
樂
我
淨
に
し
て
永
く

一
切
の
生
老
病
死
を
離
れ
常
佳
不
變
に
し
て

變
易
な

し
、こ
い
ふ
法
身
常
住
論

は
、
雜
阿
含
經
第
十
二

(大
正
藏
二
、
o。榔
)
に
縁
起
の
法
は
我
が
所
作
に
非
す
、
而
も
如
來
は
世
に
出
つ
る
も
出
で
ざ
る
も

法
界
常
住
な
り
、

從
て
如

來
の
成
等
正
覺
を
以
て
法
界
常
住
の
縁
起
の
法
を
覺

さ
れ
た
・こ
云
ふ
意
を
更
に
明
か
に
し
た
も
の
ーこ
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ーこ
推
斷

さ
れ
て
ゐ
る
の
は
首
肯
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

(
淨
土
教
の
起
源
及
發
逹
。。
。。刈以
下
參
隔邯)
唯
だ
縁
生
の

理
法
・こ
し
て
ゐ
る
も
の
が

形
而
ヒ
學
的
實

在
・こ
同
樣
な
考
に
展
開
し
た
も
の
三

誠
ふ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

4



こ
の
歡
圭
-、』し
て
の
佛
陀

に
も
必
然
的
に
歡
阻

こ
し
て
の
佛
陀
が
隨
從
し
て
ゐ
る
こ
ご
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、

此
に
過
去
佛
思
想
が
考

へ

ら
れ
る
、
(
淨
土
教
の
起
源
及
發
逹
3
92
以
下
參
照
)
過
去
佛
を
數

へ
立
て
る
こ
ーこ
は
單
な
る
物
語
り
で
は
な
い
、

遣
懶
な

い
思
ひ
の
せ
め
て
の
慰

め
ε
し

て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
併
し
淋
し
さ
は
更
に
淌

え
る
べ
く
も
な
く
、
茲
に

一
躍
し
て

未
來
佛
を
豫
想

す
る
こ
ーこ
に
成
つ
た
。

増

一
阿
含

第
四
十
五
、

(大
正
藏
二
'
79U)
賢
劫
經
第
七

(
大
正
義
+
四
、
一〇)
よ
り
下
つ
て

婆
須
蜜
所
集
諭
序

(大
正
藏
二
八
、
誌
冖)
等
現
は

る
も
の

は
過
去
佛
出
現
詭

ご
關
聯
し
て
起
り
し
も
の
で
あ
ら
う
が
要
は
過
去
の
淋

さ
は
諦
め
て
未
來
の
希
望
に

生
き

ん
、こ
し
た
の
で
あ
る
、

然
る
に
、
佛
歡
は
現
實
に
於
て
、
人
間
が
入
問
・こ
し
て
眞
實
に
生
き
行
く
こ
ε
を
教
ふ
る
の
に
、

そ
れ
を
捨
て

瓦
徒

ら
に
當
來
の
出
世
を
待

ち
あ
ぐ
む
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
是
れ
佛
敏
徒
が
佛
陀
在
世
に
會
な
か
つ
た
こ
・こ
を
悲
し
む
人
情
の
極
み
か
ら
で
あ
る
。

更
に
そ
れ
も
待
ち

遠
く
て
他
方
世
界
の
現
在
佛
信
仰
を
生
起
し
て
こ
れ
に
落
付
い
て
紀
元
後
五

・
六
世
紀
に
も
流
行
し
た
も
の
で
、

此
の
現
在
多
佛
出
現
の
読

は
大
乘

思
想
に
影
響
さ
れ
て
獨
特
の
も
の
、こ
成
り
、
而
も
佛
陀
の
報
身
的
展
開
の
現
れ
・こ
成
つ
た
。
(
淨
土
教
の
起
源
及
發
　)936
�c下
參
照
)

蓋
ん

、
歡
法
は
元
、
何
等
の
人
格
的
情
味
の
掬
す
べ
き
も
の
な
く
、
之
を
如
來
の
法
身
-こ
仰
い
で
も
遺
弟
等
の
心
中
に

潜
在
し
て
ゐ
る
寂

寥
の
感
を
慰
す
る
に
甚
だ
物
足
の
な
さ
が
あ
つ
池
、
そ
こ
で
生
身
帥
法

身
読
起
り
、
佛

の
生
身
は
金
剛
不
穢
の
體
で
、

そ
の
身
共
儘
が
法
身

で
あ
る
、こ
思
念
さ
る
玉
や
う
に
成
つ
た
、
(
壇

一
阿
含
第
二
、
大
正
藏
二
、
歌縫
)
斯
く

一
方
に
は
釋
尊
を
通
じ
て
諸
佛
思
想
が
起
る
、こ
向

時
に
叉

他
方
に
於
て
の
諸
佛
を

}
貫
せ
る
不
滅
の
法
身
を
發
見
せ
ん
ε
す
る
努
力
が
持
續
せ
ら
れ
て
そ
の
結
果
翼
應
二
身
読
を
産
出
す
る
に

至
つ
☆

の
で
あ

ら
う
、
彼
の
首
楞
嚴
三
昧
經
卷
下
の
佛
壽
七
百
阿
僣
祗
劫
読
の
如
き
そ
の

一
例
で
あ
る
、

印
ち
八
十
歳
入
滅

の
佛
陀
は
衆
生
濟
度
の

爲
め
、
暫
時
人
身
を
此
の
世
界
に
現
さ
れ
九
も
の
で
あ
つ
て
、
其
の
本
身
は
東
方
莊
嚴
世
界
で
照
明
莊
嚴
自
在
王
如
來

・こ
し
て
、

七
百
阿
僣

祗
劫
の
長
壽
を
保

つ
て
ゐ
る
、こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
是
れ
八
十
歳
入
滅
の
生
身
を
以
て
七
百
阿
檎
祗
劫
の
長
壽
を
有
す
る

實
券
の
分
身
的
散
影

に
外
な
ら
ぬ
、こ
す
る
の
で
あ
る
か
ら
佛
陀
は
正
し
く
應
身

(三
§

趨
甲
内
鋤着
)
に
當
る
の
で
あ
る
。
か
の
金
光
明
經

(
大
正
藏
三
九
、
部
α)
華

5



嚴
經
第

二
六

(
;
正
藏

1
c7
'
24
t)
浬
槃
經

第

一
(大
正
藏

一
二
、
。。ま
・
戴
。。
)
に
如
來
壽
量
の

一
品
を
説

い
て

如
來
壽
量
を
中
心
.こ
し
て
不
滅

の
法
身

を
發
見
せ
ん
ー・・し
九
も
の
が
あ

る
が
こ
れ
は
恐
ら
く
五
分
法
身
に
如
來
の
壽
命
長
遠
を
認
め
弛
大
衆
部
の
思
想
が

發
展
し
た
も
の
で

　

あ
ら
う
。
此
の
壽
量
を
中
心
・こ
し
て
法
身
の
考
察
を
深
め
る
ε
同
時
に
、
叉
他
方
に
於
て
光
明
を
主
體

・こ
し
て
法
身
を

詮
顯
せ
ん
,こ
力
め
池

も
の
が

あ
る
。

華
嚴

經
第
二
盧
舍
那
佛
品
に

「放

昌大
光
明
一照
二十
方

一
諸
毛
孔
出
二即化
身
鬱
『

隨
昌衆
生
器
一而
開
化
令
レ得
胤
方
便
清
淨
道
一
(中
略
)
盧
舍
那
佛

大
智
海
、

光
明
曹
照
一

無

レ有
匕
量
、
如
轡貝
齟
禦
察
眞
諦
法
乱
背
照
識
一
切
一諸
法
門
一」

(
大
正
藏
九
、
虧Oα)

ε
云
ふ
、
か
く
て
時
間
的
に
久
遠
ε
共

に
、
室
間
的
に
も
普
遍
で
あ
る
¶こ
思
は
れ
、
佛
の
智
慧
光
明
の
無
量
を
読
き
、

佛
の
内
證
の
智
は
光

明
の
形
に
於
て
客
觀
硯
せ
ら
れ
絡
り
に
筌
間
の
廣
さ
を
想
像
せ
ら
れ
る
に
至
つ
六
の
で
あ
ろ
う
。

6

大
乘
佛
教
の
佛
身
思
想
を
醸
成
展
開
せ
し
め
た
も
の
は
何
・こ
云
ふ
て
も
大
衆
部
の
思
想
系
統
,こ
稱
す
べ
き
も
の
で
あ

り
、

こ
れ
が
や
が
て

悲
化
願
生
の
因
縁
を
齎
す
に
至

つ
て
ゐ
る
、
菩
薩
が
長
期
多
生
の
因
行
の
完
成
の
た
め
に
か

曳
る
惑
業
は
斷
盡
せ
ら
れ
て

因
行
に
報
酬
せ
ら

れ
て
來

る
故
に
無
漏
の
身
で
あ
る
が
濟
度
の
方
便
上
に
修
行
成
道
の
型
を
示
し
た
の
み
ε
な
る
、
故
に
化
身
た
る
佛
陀

は
八
十
年
に
し
て
入

滅
せ
る
も
是
れ
方
便
で
あ
り
、
人
間
救
濟
に
あ

つ
九
か
ら
人
間
的
形
相
を
取
つ
た
の
で
あ
る
、
こ
の
化
身
に
對
し
て

實
身
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
理
か
ら
そ
の
實
身
を
考

へ
て
報
身
を
認
め
る
、
而
し
て
そ
の
本
質
は
大
悲
大
智
の
そ
れ
で
あ
る
、
斯
樣
に
大
衆
部
系
統

で
は

從
來
の
佛
陀

觀
を
更
に
發
展
せ
し
め
て
佛
陀
に
二
身
を
立
て
化
身
ε
報
身
の
こ
佛
身
・こ
し
て
ゐ
る
、

こ
の
報
身
は
理
法
の
佛
陀

の
發

逹
せ
る
も
の
に
し
て



報
身
の
中
に
理
法
佛
を
考

へ
純
粹
な
る
理
法
.こ
し
て
の
佛
陀
が
認
め
ら
れ
る
の
は
必
然
に
し
て
こ
れ
が
後
世
の
純
粹

の
意
昧
の

法
身
,こ
成
る

の
で
あ

る
。
こ
の
理
法
は
專
ら
大
乘
佛
敏
思
想
の
中
軸

-こ
し
て
發
逹
變
遷
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、

早
く
龍
樹
以
前
に
於
て
既
に
般
若
經
、
法

華
經
、
華
嚴
經
等
の
重
要
な
る
大
乘
經
典
に
相
當
に
發
逹
し
た
佛
陀
が
読
か
れ
、
或
は
報
身
、
或
は
化
身
、

或
は
化
佛
-こ
し
て
読
逑
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

報
身

は
、
史
的
に
は
部
派
佛
敏
時
代
よ
り
漸
次
豫
想
さ
れ
た
超
人
的
紳
格
が
明
確
に
發
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

蓋
し
佛
教
の
傳
統
的

の
根
本

原
理
で
あ
る
が
、

一
般
的

に
あ
る
働
が
作
用
す
る
・こ
そ
れ
が
業
作
用
ご
し
て
永
遠
に
生
き
殘
る
ミ
云
ふ
考
方
か
ら

報
身
思
想
は
誘
發

さ
れ
て
ゐ
る
、
業
作
用
は
法
身
に
も
應
身
に
も
出
で
す
報
身

-こ
し
て
表
現
さ
れ
る
、
阿
彌
陀
佛

は
過
去
無
數
劫
の
因

行
に
酬

ふ
た

佛
陀
の
果

報
身
、こ
い
ふ
こ
ーこ
に
成
る
か
ら
法
身
の
具
體
化
で
あ
り
叉
生
身
の
理
想
化
で
も
あ
る
、
從
て
人
格
も
壽
量
も
あ
る
筈

で
あ
る
、

人
格
及
び
壽

量
は
報
身
そ
の
も
の
曳
中
心
觀
念
で
あ
り
、
佳
處
-こ
し
て
の
淨
土
の
必
す
拌

ふ
も
叉
必
然
で
あ
る
。
(法
華
經
第
五
如
來
毒
量
口印、
金
光
明
經
第
一

壽
量
品
)そ
れ
は
何
處
で
成
就
さ
れ
る
か
ーこ
云
ふ
に
此
世
界
で
な
く
、
此
の
世
の
界
を
離
れ
た
超
栃
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
こ
に
報

S
a
m
b
ho
ga
の
意
味
が
明
瞭
.こ
成
り
'
V
ip
　,k
a
,　
ち

異
熟
の
義
が
出
て
來
る
、

(谷
大
麌
報
第
九
卷
第
四
號
參
照
)
龍
樹
歡
學
に
は
明
了
で
な

い
が
、
見
ら
る
玉
如
く
之
を
法
性
身
-こ
名
付
け
て
そ
の
身
に
相
好
光
明
及
び
音
聲
が
あ
る
ε
し
人
格
的
佛
陀
た
る
こ

ε
を
認
め
て
ゐ
る
。

鈴

木
博
士
は
楞
伽
經
に
現
は
れ
る
報
身
佛
は

N
isy
an
da-B
n
3
db
a
で
あ
る
yこ
.J
'

N
isya
n
da
ε
は
流
れ
る
「こ
云
ふ
意
義
で

法
身
よ
り
流
れ
出

た
佛
、

或
は
法
の
報
、こ
し
て
出
て
來
た
等
ε
解
し
て
淨
土
宗
、・眞
宗
等
で
報
身
佛
・こ
し
て

救
濟
佛
身
觀
を
判
定
し
て

ゐ
る
は
注
目
す
べ
き
な

り
・、二
試
ふ
て
ゐ
ら
れ
る
。
故
に
、
報
身
は
無
量
無
邊
の
功
徳
力
用
を
具
足
す
る
瀞
話
的
光
景
に
過
ぎ
な
い
か
の
如
く
成
つ
て
ゐ
る
が
、
决
し

て
し
か

る
べ
き
も
の
で
な
く
し
て
必
然
に
し
か
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
點
に
基

い
て
邇
べ
ら
れ
て
ゐ
る
、
叉
同
時
に
、

報
身
を
利
他
赴
機
の
現
は

れ
の
方
面
-こ
見
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
は
そ
れ
の
基
た
る
貫
身
佛
陀
の
自
徳
が
豫
想
さ
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、

是
れ
が
報
身
の
根
基
的

7



の
も
の

転
如
く
に
云
は
れ
て
ゐ
る
、
是
れ
他
受
用
身
に
對
す
る
自
受
用
身
を
分
つ
所
由
で
あ
る
、

報
身
の
根
基
的
た

る
眞
佛
理
體
が
報
身
・こ

匿
別
的

に
考

へ
ら
れ
て
來
る
。
否
な
貫
佛
理
髑

の
あ
れ
ば
こ
そ
自
受
用
身
、
他
受
用
身
更
に
應
化
の
身
が
あ
り
得
る
の

で
あ
る
、

こ
の
間
の

實
義
を
最
も
明
了
に
示
し
て
ゐ
る
も
の
は
か
の
龍
樹
の
佛
身
觀

ε
思
ふ
。
故
に
龍
樹
の
佛
身
觀
を
吟
味
し
そ
れ
が
如
何

に
展
開
し
て

淨
土
敏

的
佛
身
觀
が
確
立
し
、
そ
の
確
立
せ
る
佛
身
觀
を
更
に
吟
味
す
る
こ
ーこ
に
す
る
。

　

四

初
期
大
乘
經
典
に
存
す
る
佛
身
觀
の
組
織
を
與

へ
て
そ
の
形
態
を
提
示
し
た
も
の
は
龍
樹
で
あ
ら
う
、
龍
樹
に
先
立
ち
、

馬
鳴
の
佛
身
觀

を
見
る
の
に
、
そ
の
所
読
よ
り
推
し
て
二
身
觀
で
あ
る
か
、
三
身
觀
で
あ

る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

少
く
ーこ
も
勝
義
諦

に
よ
る
不
生
不
滅
の

眞
如
自
體
た
る
法
身
ε
、
世
俗
諦
に
よ
る
生
滅
有
限
の
應
身

こ
の
二
身
を
立
て
た
に
相
違
な
く
、

而
し
て
彼
が
大
衆
部

の
思
想
を
繼
承
せ
る

こ
ε
、
及
び
佛
の
輻
徳
不
可
量
に
し
て
智
慧
威
光
の
無
限
な
る
こ
ご
、
怨
親
李
等
に
し
て
大
慈
悲
無
限
な
る
こ
ご
を
讃
歎
し
、

叉
佛
の
因
行

遠
き
こ
ーこ
を
読
け
る
邊
よ
り
推
定
せ
ば
、
或
は
報
身
佛
の
思
想
を
有
し
た
・こ
見
る
べ
き
で
、
例
令

へ
ま
だ
明
確
に
三
身
を
立
て
な
い
ま
で
も

彷
彿
・こ
し
て
三
身
觀
を
有
し
て
ゐ
た
も

の
唱こ
見
る
の
が
至
當
で
あ
ら
う
。

龍
樹

に
至
て
は
、

大
論
等
に
法
身

(
B
h
arm
a-K
�
ya
)
生
身

(N
irutt甲
叔
y
a)
を
立
て

或
は
法
身
、
色
身

(
第
九
九
眷
)
法
性
身
、
父
母
生

身

(
第
+
卷
)
翼
身
、
化
身

(第
三
三
)
法
性
生
身
、
隨
世
間
身

(第
三
三
)
等
に
相
對
的
に
呼
稱
し
而
も
中
に
就
て
眞
の
佛
は

法
身
で
あ
る
ーこ

い
ふ
、

法
身
ε
は
法
性
生
身
の
略
稱
ε
も
見
得
る
も
の
で
、
大
悲
大
智
の
功
徳
威
力
を
表
は
し
て
ゐ
る
佛
身
で
あ
る
、

こ
の
思
想

は
増

一
阿

含
經
序

品

(
大
正
藏
二
'
b49)
に
去
ふ
、

「
釋
師
出
世
壽
極
短
肉
體
雖
レ逝
法
身
在
」
の
思
想

よ
り
發
し
て
、

部
派
の
進

ル
思
想
を
經
て

開
展

し
た
も

の
ーこ
見
ら
れ
、
而
も
こ
の
佛
身
は
因
行
に
報
は
れ
た
も
の
ーこ
せ
ら
れ
る
か
ら
所
謂
開
眞
合
應
の
佛
身
で
あ
る
。

思
ふ
に
龍
樹
の
思
想



根
底
は
諸
法
實
相
、
般
若
皆
室
、
法
性
等
の
實
義
を
法
身
佛
陀
・こ
見
て
ゐ
る
故
に
、
龍
樹
の
云
ふ
法
身
の
概
念
は
、

法
報
二
身
を
含
み
そ
の

本
體
は
吾
人
の

一
切
の
認
識
を
超
越
し
た
る
無
相
佛
で
あ
る
ε
同
時

に
有
相
無
量
佛
の
無
相
で
あ
る
ε
い
ふ
。

大
智
度
論
第
三
十
に

「佛
眞
身
者
、
遍
ユ
於
虚
室

一、
光
明
遍
照
十
方
、
設
法
昔
聲
、
亦
遍
コ
十
方
無
量
恒
河
沙
等
世
界
一、
滿
レ
中
大

衆
皆
共
聽
レ法
、

読
法

不
レ
息
、

一
時
之
頃
各
隨
瓢所
聞
一而
得
解
レ
悟
レ
」

(
大
正
藏
二
五
、
培
。。
)

、こ
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
、
從
て
法
身
を
そ
の
本
質
よ
り
見
れ
ば
、
明
に
自
受
用
法
樂
の
報
身
が
含
ま
れ
、

而
も
そ
の
諡
明
は
他
受
用
應
現

の
報
身

に
於
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
、
故
に
龍
樹
の
法
身
読
は
大
衆
部
系
統
の
論
を
受
け
て
之
を
發
逹
せ
し
め
た
こ
ε
が
首
肯
さ
れ
る
、

生
身
,こ

は
、
父
母
生
身
ε
か
色
身
ε
か
稱
し
、
人
聞
法
則
に
從
ふ
て
相
好
莊
嚴
を
有
し
且
つ
読
法
教
化
し
た
も
の
ε
な
す
か
ら
、

直
接
の
意
味
は
明

に
曾
て
生
存
し
た
歴
皮
上
の
佛
陀
を
指
し
た
も
の
な
る
こ
ε
疑
な
し
。

大
論
第
三
十
に

「
釋
迦
牟
尼
佛

王
宮
受
レ身
現
受
ユ人
法
一、
有
嵩寒
飢
潟
睡
眠
一、
受
識諸
誹
謗
老
病
死
等
一、
杓

心
智
慧
紳
徳
眞
佛
正
覺
無
レ
有
レ
異
」

(大
正
藏
二
蓋
、
等
Q。)

、こ
云
び
、
こ
れ
は
方
便
示
現
・こ
す
る
か
ら
罪
報
等
の
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
ε
も
矛
盾
な
く
理
解
さ
れ
る
。

此
の
故

に
そ
の
根
底
に
は
龍
樹

自
身
の
學
読
に
基
く
も
元
上
座
部
思
想
の
読
を
受
け
、
更
に
大
衆
部
の
思
想
を
以
て
會
通
し
た
も
の
・こ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
龍
樹
の
生
法
二
身
読
の
外
に
法
化
二
身
論
の
あ
る
こ
・こ
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
、
法
身
は
別
異
な
く

化
身

は
理
想
で
あ
ろ
法
身
が

衆
生
救
濟
の
た
め
に
權
化
し
た
も
の
で
そ
の
ま

玉
法
身
佛
を
豫
想
せ
す
に
は
ゐ
ら
れ
な

い
§
言
ふ
、

こ
の
龍
樹
教
學

に
於
け
る
佛
身
観
の
二

樣
觀
は
如
何
な
る
經
異
を
認
め
る
か
、
そ
の
眞
義
は
充
分
に
把
握
し
得
ざ
る
も
.
鈴
木
宗
忠
氏
の
指
摘
し
て
ゐ
る
や
う
に

經
典
の
依
據
に
二

9



樣
の
意
義
を
發
見
し
た
結
果
で
あ
ら
う
か
、

龍
樹
の
佛
身
論
は
法
身
詮
を
中
心
ε
し
て
ゐ
た
事
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
、
佛
身
思
想
の
發
展
過

程
を
辿
る
ーこ
、
當
然
般
若
緇
に
基
く

生
身
思
想
よ
り
進
展
し
て
法
身
思
想
に
到
逹
し
、
更
に
還
相
的
に
化
身
思
想
を
生
起
し
て
來
た
の
で
あ

ろ
う
、

從
て
龍
樹
の
佛
身
觀
は
初
め
生
法
二
身
論
で
あ
つ
た
も
の
が
後
に
法
化
二
身
詮
-こ
成
つ
た
の
で
あ
る
ε
推
斷
さ
れ
る
、
少
く
,こ
も
、

彼
以
後

に
は
生
法
二
身
読
は
最
早
亡
く
な

り
獨
り
法
化
二
身
読
の
み
行
は
れ
る
に
至

つ
た
の
は
事
實
で
あ
る
。

龍
樹

に
於
て
は
、
前
逋
の
如
く
生
法
二
身
論
を
主
張
す
る
も
、
决
し
て
單
純
に
歴
史
的
佛
陀
を
生
身
・こ
し

其
他
に
法
身
を
立
て
た
に
過
ぎ

ぬ
か
の
如
く
解
せ
ら
れ
る
も
然
ら
す
、
龍
樹
は
、
般
若
經
井
に
そ
の
系
統
の
經
を
重
覗
す
る
上
に
、
華
嚴
經
、
法
華
經

、

無
量
壽
經
、
密
迹

經
等
を
重
要
靦
し
#
る
を
以
て
佛
身
觀
も
法
身
、
自
受
用
報
身
、
他
受
用
報
身
、
應
身
、
化
身
の
四
身
、

若
し
く
は

五
身
を
考

へ
て
ゐ
て
而

も
そ
れ
を
化
佛
の
考

へ
で
補

ふ
た

玉
め
に
複
雜
な
る
内
容

の
詮
に
成
り
得
る
ε
言

へ
る
。

之
に
よ
り
て
龍
樹
は

一
方
に
は
從
來
の
佛
身
論
を

凡
て
統
括
し
、
他
方

に
は
佛
身
論
・こ
し
て
の
殆
ん
さ
總
て
の
點
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
,こ
を
知
る
の
で
あ
る
。
徇
ほ
注
意
す

べ
き
は
、

多
佛
の
思

想
で
あ

る
、
彼
以
前
の
佛
教
に
於
て
は
大
衆
部
の
如
く
、
報
身
的
な
る
佛
身
を
有
す
る
も
の
も
馬
鳴
等
の

過
渡
時
代

の
者
も
餘
り
張
調
せ
ざ

り
し
多
方
多
佛
の
存
在
を
認
め
る
こ
ーこ
に
成
つ
て
佛
身
觀
上
の

一
大
飛
躍
を
示
す
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
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五

龍
樹
の
二
身
読
よ
り
如
何
な
る
經
過
を
經
て
三
身
読
・こ
成
つ
た
で
あ

ら
う
か
、
蓋
し
、

世
親
は

一
方
に
於
て
彌
勒

の
論
書
を
註
釋
し
て
そ

の
詮
を
認
め
る
ε
同
時
に
無
着
の
敏
學
思
想
に
大

い
に
影
響
さ
れ
て
そ
の
設
を
奉
じ
た
事
が
察

せ

ら

れ

る
。
世
親
の
著
、

金
剛
般
若
波
羅

蜜
經
論

に

「
佛
有
三
種
、

一
者
法
身
佛

、
二
者
報
佛
、
三
者
化
佛
」

云
々

(大
正
藏
二
五
、
認
吟)
・こ
云
ひ
、

叉
妙
法
蓮
華
經
優
婆
提
舍
卷
下
に

は

コ

者
化
佛
、
二
者
報
佛
、
三
者
法
佛
」
蒙
々

(大
正
藏
二
六
、
一一)
-こ
云
ふ
て
、
報
身
思
想
を
法
化
二
身
に
入
れ
て
三
身
を
立
て
、
而
も
報



佛
中
心
の
三
身
読
を
強
調
し
て
ゐ
る
か
ら
龍
樹
の
法
身
詮
に
樹
し
て
報
身
読
・こ
稱
す
る
こ
ーこ
が
出
來
る
、
世
親
は
報
身

的
要
素
を

凡
て
龍
樹

の
所
謂
法
身
よ
の
奪

ふ
た
形
で
あ
る
、
邸
ち
何
を
以
て
自
性
を
法
身
,こ
な
す
や
、

一
切
の
障
を
滅
す
る
が
故
に
、

叉

一
切
の
臼
法
圓
滿
す
る

が
故
に
唯
眞
如
及
び
眞
智
あ
り
て
獨
の
存
す
る
が
故
に
・こ
云
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
、
こ
の
意
昧
の
法
身
は
勿
論

U
冨
§

㌣
冨
巻

で
あ
り
、
報

身
の
原
語
は

≦
冨
冨
氏
鋤旨

で
あ
り
、
化
身
は

N
irm
a
rta-k
�y
a
で
あ
る
こ
ーこ
は
前
述
の
金
剛
般
若
論
や
法
華
論
の
明
示
す
る

所
で
あ
る
、

か
の
眞
諦
は
佛
性
論
第
四
に
、
(大
正
藏
三
一
'
310
)

法
身
.
應
身
、
化
身
を
し
て
ゐ
る
も
、
そ
の
用
語
思
想
別
に
矛
盾
が
あ
る
の
で
な

い
。

應

,こ
報

・こ
は
應
報
・こ
し
て
の
意
味
で
使
用
さ
れ
、
又
應

・こ
化
,こ
は
同
樣
に
應
化
,こ
し
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
字
義
の

差
異

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
〇三

身

思
想
中
、
何
、こ
云
ふ
て
も
重
要
な
も
の
は
報
身
で
あ
る
。
報
身
は
因
果
思
想
に
立
脚
し
、
多
劫
の
大
願
行
に
よ
り
て
完
成
さ
れ
た
る

人
格
佛
に
し
て
、

一
面
法
身
を
體
現
す

る
・こ
同
時
に
更
に
他
面
に
於
て
應
身
を
示
現
す
る
本
體
佛

で
あ
る
、

此
の
大

乘
佛
教
佛
身
觀
の
中
心

を
な
す
報
身
佛
は
本
來
凡
夫
な
り
し
も
の
が
、
大
願
行
に
ょ
り
て
完

成
せ
る
も
の
な
る
が
故
に
有
始
な
る
も
、

成
佛

以
來
法
身
の
理
を
體
現

し
、
そ
σ
内
容
ε
し
て
永
遠
に
活
動
し
て
止
ま
ざ
る
點
に
於
て
無
絡
で
あ
る
、
法
身
の
側
よ
り
見
る
に
、

一
切
有
情
に
先
天
的
に
遍
在
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
因
位
に
滅
せ
す
果
位
に
檜
さ
す
、
不
檜
不
減
無
始
無
絡
常
住

一
味
の
法
體
で
あ
り
、
こ
れ
を
體
現
す
れ
ば
報
身
-こ

成
り
そ

の
作
用
が
應
身
で
あ
る
、
應
身
の
側
よ
り
す
れ
ば
、
單
な
る
生
身
思
想
-こ
全
く
趣
を
異
に
す
る
も
の
、

抑

々
釋
尊
の
死
生
は
共
に
事
實
な
る

も
、
こ
れ
を
こ
の
三
身
思
想
の
立
瘍
よ
り
す
れ
ば
そ
れ
は
死
生
に
非
す
し
て
絶
對
人
格
の
示
現
に
外
な
ら
ぬ
・こ
見
る
の
で
あ
る
。

か
の
眞
諦

玄
弉
の
三
身
の
二
譯
は
自
性
身
、
受
用
身
、
變
化
身
の
原
語
で
あ
ら
う
、
中
に
就
て
自
性
身
・こ
は
法
身
に
し
て

法
性

で
あ
り
理
ε
し
て
の
眞

如
で
あ

ゐ
、
最
も
普
遍
的
な
る
根
本
實
在
ε
し
て
の
法
身
で
あ
る
か
ら
開
眞
合
應
の
意
義
を
持

つ
も
の
、

受
用
身
・こ
は
法
性
を
體
得
し
た
諸

佛

を

指

す

も
の
で
、
絶
謝
に
人
格
的
な
り
ε
圭
張
す
る
故
に
淨
土
を
持

つ
、
佛
身
、こ
し
て
の
理
邊
よ
り
考
察
す
れ
ば

む
し
ろ
化
身
に
近
い
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も
の
で
あ
る
、
こ
の
受
用
身
は
如
何
に
純
化
さ
れ
て
も
眞
如
な
る
自
性
身
に
樹
し
て
圭
觀
で

あ

つ

て

决
し
て

理
ε
な
る

こ

,こ
は

な
い
、

所
謂
轉
識
得
智
し
て
吾
人
の
意
識
は
八
識
に
區
別
さ
れ
、
こ
れ
が
最
高
の
境
地
に
到
逹
し

た

・こ
き

は
識
が
智
に
變

す
る
も
、

そ
の
間
本
體

的
に
は
何
等
の
相
異
も
來
す
こ
、こ
な
く
、
飽
く
ま
で
第
八
識
は
時
室
の
因
果
申
に
す
る
有
爲
法
で
あ
る
か
ら
如
何
に
純
化
さ
れ
て
も

矢
張
り

有
爲
法
で
あ
り
、
從
て
報
身
佛
は
四
智
を
體

・こ
し
て
ゐ
る
以
上
、
有
爲
法
に
し
て
無
爲
の
理
體
,こ
な

る

こ

ε
は
絶
對

に
な

い
、

是
れ
即

ち

飽
く
ま
で
人
格
的
な
り
ε
圭
張
さ
れ
る
所
也
、
こ
の
受
用
身
は
自
性
身
を
以
て
所
依
,こ
し
、
廣
大
の
因
行
に
よ
つ
て

感
得
せ
る
佛
陀
自
證
の

境
界
た
る
自
受
用
身
で
、
利
他
的
に
は
諸
の
大
菩
薩
の
た
め
に
微
妙
の
身
を
現
じ
て
読
法
歡
化
す
る
他
受
用
身
が
あ
る

、
即
ち
.

一
は
自
受

用
身

Sv
asa
m
b
b
oga-K
aya
で
あ
り
、
他
受
用
身

P
arasa,in
b
h
oga-K
　ya
で
あ

つ
て
後
者
は
所
謂
勝
應
身
で
開
應
合
翼
読
に
於
け
る
化
身
の

一
種
で
あ
る
ε
云

へ
る
。
世
親
の
三
身
読
が
大
體
開
應

合
貫
読
に
基
い
て
ゐ
る
が
、
必
す
し
も
そ
れ
の
み
で
な
く
開
眞
合
應
の
読
も

見
受
け

ら
れ
る
開
應
合
眞
設
は
、
報
身
を
化
身
・こ
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
法
身
を
智
慧
、こ
し
理
想
ε
す
る

思
想
が
存
在
す
る
、こ
考

へ
ら
れ
る
が

こ
れ
は
唯
識
思
想
に
導
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。

蓋
し
、
思
ふ
に
、
佛
身
觀
ぼ

、
印
度
支
那
の
各
學
匠
に
よ
り
て
立
読
せ
ら
れ
、
各
の
異
な
れ
る
立
瘍
よ
り
述
べ
ら
れ
て
殆
さ

無
際
限
で
あ

ら
う
が

、
要
約
せ
ば
大
體
以
上
の
考
察
に
攝
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
、
か
の
天
台
の
三
身
差
別
門
に
於
け
る
法
報
應

三
身
詮
は

開
眞
合
應
諡
の

代
表
的
の
も
の
で
龍
樹
世
親
に
胚
胎
し
發
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ
ε
が
首
肯
さ
れ
る
如
き
で
あ
る
。

12

亠ノ
、

 

}
般
佛
歡
思
想
發
展
の
過
程
に
俘
ふ
佛
身
觀
の
究
極
は
結
局
詮
す
る
所

一
身
觀

に
蠱
く
る
。

所
謂

】
佛
身
・こ
し
て
法
身
若
く
は
報
身
中
心

が
そ
れ
で
あ
る
、
二
身
、
三
身
、
四
身
或
は
十
身
等

ご
説
く
も
そ
の
根
本
觀
念
は

一
佛
の
全
的
力
用
た
る
も
の
で
あ
る
。

か
の
鸞
師
の
論
註



に
論
じ
盡
さ
れ
て
る
法
性
法
身
、
方
便
法
身
の
二
法
身
の
立
論
の
如
く
、

(
淨
全

一
ト5賑
以
下
參
蠣
)
唯

に
こ
の

一
法
身
は
報
應
三

身
に
相
對
す

る
も
の
で
な
く
是
等
を
統
合
組
成
せ
る
、
二
身
乃
至
の
諸
身
觀
を
止
揚
せ
る
唯

一
最
高
の
靈
體
に
し
て
、
單
な
る
理
佛
で
も
な
く

人
格
性
を

具
備
し
且
つ
實
體
的
で
あ
る
・こ
同
時
に
復
無
限
に
活
動
す
る
力
用
で
あ
る
。

か
㌧
る

一
佛
身
は
論
理
的
立
瘍
よ
り
見

れ
ば
汎
紳
的
で
あ
る
け

れ
さ
も
同
時
に
宗
教
的
信
仰
の
立
瘍
よ
り
は
瞭

に

一
棘
歡
的
に
現
は
れ
て
來
る
、
此
の
意
味
に
於
て
淨
土
教
の
力
諡

よ
り

全
分
他
受
用
の
彌

陀
報
身
觀
を
吟
味
す
る
要
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
佛
身
觀
を
考
察
す
る
に
當
て
、

一
歩
を
進
め
吾
々
の
立
つ
べ
き

佛
身
觀
は
如
何
-こ
云

ふ
に
、
極
言
し
て
言

へ
ば
人
聞
個
々
に
以
上
の
三
身
を
顯
現
す
る
こ
ε
で
あ
る
、
そ
こ
に
他
の
宗
敏
に
鬼
る
を
得
な

い
佛
教
の

一
大
特
色
が

あ

る
、
歴
史
上
の
佛
陀
を
過
去
に
回
想
す
る
ーこ
共

に
現
實
の
自
我
の
上
に
そ
の
佛
陀
を
思
念
す
る
こ
れ
が
生
身
佛

で

あ

り
、

そ

の
現
實

の

自
我
の
無
限
に
向
上
發
展
し
て
最
高
價
値
に
到
逹
し
、
自
我
の
不
斷
の
純
化
に
よ
り
無
限
の
靈
格
を
創
造
す

る

ーこ
見

る
の
が

報
身
佛
で
あ

り
、
再
び
宗
敏
的
信
念
よ
の
歴
史
的
自
我
に
立
ち
歸
つ
て
こ
れ
を
見
る
即
ち
道
總
的
見
地
よ
り
自
我
の
無
限
の
就
會

的
、

對
他
的
奉
仕
を
應

身
の
そ
れ
、こ
見
る
、
佛
身
論
の
極
意
は
、
現
實
の
自
我
が
絶
え
す
向
上
し
創
造
し
て
行
く
所
に
あ
る
の
で
要
は
成
佛

ご
は

决
し
て
單
な
る
理

論
の
み
で
は
な
い
眞
個
の
宗
教
的
到
逹
點
に
立

つ
て
見
る
時
、
淨
土
數
の
全
分
弛
受
用
報
身
の
眞
實
義
の
重
要
性
が

要

請

さ

れ

ろ
次
第
で

あ
る
o

導
師

は
、
曇
鸞
の
読
を
受
け
て
佛

の
本
願
力
を
重
ん
じ
、
そ
の
願
力
に
由
る
が
故
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
も
報
身
報
土
に

入
る
こ
、こ
が
出
來

る
ーこ
読

い
た
、
蓋
し
、
鸞
師
は
直
接
龍
樹
の
易
行
品
に
導
か
れ
た
所
か
ら
、
不
退
の
問
題
を
起
點
-こ
し
て
出
發
せ
ら

れ
た
る
も
、

導
師
は
不

退
の
問
題
に
は
餘
り
觸
れ
す
に
專
ら
往
生
淨
土
を
標
榜
し
、
凡
入
報
土
の
明
瞭
な
る
體
驗
ご
自
覺
を
圭
唱
す
る
に
全

力
を

用
ひ
ら
れ
た
、
凡

入
報
土

の
力
読

せ
ら
れ
し
は
、
陳
隋
以
來
、
攝
論
宗
流
行
し
て
彌
陀
淨
土
は
報
身
報
土
な
る
が
故
に
凡
夫
は
そ
の
中

に
生
れ
る
こ
.こ
が

出
來

ぬ
、
觀
經
等
に
凡
夫
が
十
念
力
を
以
て
往
生
す
る
ε
云
ふ
は
、
所
謂
別
時
意
の
設
で
あ
つ
て
、
順
吹
往
生
の
意
味
で
は
な
い
ーこ
唱

へ
た
こ
ε
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に
樹
抗
す
る
た
め
で
あ
る
、

(淨
土
教
の
研
究
。。髷
以
下
)
の
み
な
ら
す
、
淨
影
、
天
台
、
嘉
群
等
の
諸
師
は
彌
陀
の
身
土
を
以
て
、

或
は
應
身

應
土
、
叉
は
凡
聖
同
居
士
ご
し
て
報
身
土
-こ
し
て
許
さ
ぬ
、
常
沒
の
凡
夫
が

彼
の
淨
土
に
往
生
す
る
こ
・こ
を
認
め
て
居
ら
ぬ
、

そ
こ
で
導
師

は
古
今
槽
定
の
見
地
に
立
て
、
第
十
八
本
願
力
に
由
る
が
故
に
罪
惡
生
死
の
凡
夫
も
直
ち
に
彌
陀

の
報
身
報
土
に
入
る
こ
ーこ
が

出
來
る
・こ
唱

へ
て
淨

土
敏
義
史
上
に

一
時
期
を
書
さ
れ
し
も

の
で
あ
る
。

先
づ

、.
彌
陀
報
身
佛
に
對
す
る
統

一
的
見
解
の
立
塲
を
考

へ
て
見
る
に
、
李
等
觀
の
基
礎
に
立
つ
て
の
諸
佛
統

一
觀
の

阿
彌
陀
佛

は
法
身

で
あ
り
、
法
身
は
眞
如
で
あ

る
、
而
し
て
眞
如
は
宇
宙
の
本
體
萬
有
の
根
源
で
あ
る
か
ら
、
盡
く
の
諸
佛
諸
菩
薩
乃
至

一
切
法
に
報
身
流
現

の
姿
を
な
が
め
事
々
物
々
に
三
身
帥

一
に
在
ま
す
彌
陀
力
用
の
大
慈
悲
を
味
ふ
所
の
、
諸
佛
大
悲
の
總
意
に
於
て
諸
佛
隨

一
の
信
仰
を

確
立

す
る
の
で
あ
る
。
抑
々
、
導
師
の
所
謂
報
身
報
土
の
眞
實
義
を
再
吟
昧
し
以
て
佛
身
論
,こ
し
て
の
彌
陀
報
身
-こ
衆
生

の
生
き

生
か
さ
れ
て
ゐ

る
事
實
相
の
考
察
を
施
す
・こ
一
面
に
は
瞭

か
に
普
門
的
見
解
を
眺
め
る
r
)・/1が
出
來
る
、
帥
ち
散
善
義
に

コ

佛

一
切
所
見
知
見
解
行
證
悟
果
位
大
悲
等
同
、

無
昌少
差
別
一、

是
故

一
佛
所
レ
制
即

一
切
佛
同
制
、

如
下
似
前
佛
制
昌斷
殺
生
十

悪
等
罪

一畢
竟
不
レ
犯
、
即
名
二十
善
十
行
隨
順
六
度
之
義
一、

若
有
二後
佛
出
世
一豈
可
下
改
二
前
十
善
一令

γ行
中
十
悪
上
以
晶
此
道
理
一、

堆
驗
明
知
諸
佛
言
行
不
ユ相
違
一、
縱
令
釋
迦
指
⇒勸

一
切
凡
夫
一、

由鬣
二
此

一
身
一專
念
專
修
捨
命
已
後
定
生
彼
國
者
即
十
方
諸
佛
悉

皆
同
讃
同
勸
同
證
、
何
以
故
同
體
大
悲
故
、

一
佛
所
レ化
帥
是

一
切
佛
化

一
切
佛
化
帥
是

一
佛
所
化
レ
」
(
淨
全
二
、
α
。。)

・こ
あ
り
、
そ
の
善
門
的
見
解
も
禮
讃

に
言
ふ
「
諸
佛
所
證
苹
等
是

一
、
若
以
二願
行
一來
牧
、
非
レ
無
昌因
縁

一然
彌
陀
世
尊

本
發
コ深
重
誓
願

一以
二

光
明
名
號

一攝
二化
十
方
一」
(
淨
全
四
'
3
5G)
y,あ
る
如
く
、
諸
佛
夲
等
な
る
故

に

一
佛
に
よ
る

所
謂
汎
紳
的

一
神
歡

-こ
成
り
、

諸
佛
の
大
悲

は
彌
陀

一
佛
を
通
し
て
唯
今
の
救
濟
,こ
な
る
、
師
ち
佛
は
強
増
上
縁
を
以
て
吾
等
無
縁
の
も
の
を
攝
受
し
給

ふ
、

塵

芥
の
如
き
吾
等
も
阿
彌

陀
佛
の
光
に
照
さ
れ
て
の
み
輝
き
、
諸
佛
李
等
の
大
慈
の
力
は
彌
陀
報
身
の
大
慈
悲
、こ
成
て
現
は
れ
、
彌
陀
報
身
の

大
慈
悲
は
吾
等
の
身
上
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に
現
は
れ
給

ふ
ε
言
ふ
現
代
宗
教
思
想
上
、
最
も
彊
き
要
求
で
あ
り
、
重
要
の
問
題
で
あ
る
汎
紳
的

一
神
歡
思
想
の

中
福
を
な
す
の
に
合
致

す
る
の
を
見
る
。

更
に
定
善
義
に
は

「
西
方
寂
静
無
爲
樂
畢
竟
逍
遙
離
二有
無
匸

(淨
全
1j38
)
y,
言
ひ
、

叉
、

玄
義
分

に
も
、

「
問
日
彌
陀
淨
國
爲
當
是
報

是
化
也

、
答
日
是
報
非
レ
化
云
何
得
レ
知
如
識大
乘
同
性
經
読
一、
西
方
安
樂
阿
彌
陀
佛
是
報
佛
報
土
」

(淨
全
二
、
一〇)

ε
言

へ
る
は
、

指
方
立

相
の
宗
是
な
る
が
、
此
の
思
想
も
報
身
觀
の
明
察
自
證
に
依

り
て
の
み
、
色
心

一
如
の
思
想
の
上
に
立
て
色
相
實
相

な
り
ε
論
じ

得
ら
る
玉

も
の
に

し
て
、
彌
陀
淨
國
は
十
萬
億
刹
の
西
に
あ
り
て
而
も
遠
か
ら
す
眞
生
を
完
う
す
る
此
に
生
き
現
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
帥
ち

序
分
義
に

「
彌
陀
本
國
四
十
八
願
々
々
皆
發
昌増
上
勝
因

一,
依
レ因
起
二於
勝
行
一依
レ
行
感
二
於
勝
果
↓依
レ
果
感
二於
勝
報
↓
依
レ報
感
二
成
極
樂
↓依
レ

樂
顯
一一通
非
化
↓依
二
於
非
化
一顯
鳥開
於
智
慧
之
門
↓然
悲
心
無
レ毳
智
亦
無
レ
窮
、
悲
智
雙
行
帥
廣
開
識
せ
露
一
、

因
レ茲
法
潤
曹
攝
笥群

生
一也
」
(
淨
全
二
、
帥。。
)

-こ
あ
る
が

、
是
れ
四
十
八
願
は
阿
彌
陀
ε
咸
り
、
阿
彌
陀
は
吾
等
の
上
に
悲
化
ε
成
り
悲
ε
な
る
・こ
き
吾
等
の
救
が
あ
る
、

導
師
は
此
の
信

仰
を
全
分
他
受
用
の
報
身
報
土
の
實
用
・こ
せ
ら
る
、
そ
れ
は
三
身
躑

一
體
で
あ
り
、
禮
讃
の
三
身
同
證
で
あ
り
、
般
舟
讃
の

三
身
化
用
で
あ

る
ε
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
淨
影
、
天
台
等
の
諸
師
の
彌
陀
佛
身
觀
・こ
雲
泥
の
相
異
見
解
を
知
る
。
導
師
は
大
經
に
ょ

つ
て

本
阿
彌
陀
佛
が
初

地
ε
い
ふ
菩
薩
修
行
の
位
に
於
て
四
十
八
願
を
建
て
、
酬
報
さ
れ
た
光
壽
無
量
佛
で
明
了
也
ε
論
證
さ
れ
た
、

こ
の
論
證
は
正
し
く
酬
因
を

報
ε
な
す
論
を
應
用
し
て
諸
師
の
迷
謬
を
匡
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
吾
人
の
宗
教
的
衷
心
の
欲
求
を
充
足
す

る
佛
は
何

う
し
て
も
報

身
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
報
身
佛
は
阿
彌
陀
佛
に
於
て
は
常

に
四
十
八
願
攝
受
衆
生
の
成
就
衆
生
相
に
現
は
れ

一
々
誓
願
爲
衆
生
、こ
い
ふ
て

罪
業
深
重
の
凡
夫
の
救
は
る

玉
に
最
も
相
應
し
い
佛

の
本
願
力
は
彌
陀
の
全
分
他
受
用
報
身
を
除

い
て
は
何
處
に
か
見
ら
る
㌧
。

四
十
八
願
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全
體
が
酬
因
之
身
で
あ
り
、
四
十
八
願
莊
嚴
起
で
あ
る
、
四
十
八
願
の
外
に
彌
陀
は
な
い
、
衆
生
濟
度
の
外
に
彌
陀

は
な
い
、

報
身
は
單
な

る
法
身

の
思
想
、
應

身
の
思
想
を
打
破
し
、
報
身
の
渾

一
的
に
生
か
さ
る
曳
相

こ
し
て
意
志
の
上
に
生
活
事
實
の
上
に
゜
現
は
れ
る
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
な

い
。

以
上
、
佛
身
の
考
察
に
當

つ
て
そ
れ
が
特
に
淨
土
歡
的
佛
身
論
に
於
て
は
、
單
位
の
鑽
仰
の
み
で
な
く
、

吾
人
衆
生
が
そ
れ
を
現
實

に
堀

下
げ
て
、
そ
こ
に
は
生
き
る
臼
道
を
展
開
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ーこ
思

ふ
。
樹
ほ
淨
土
教
的
佛
身
觀

に
就
て
は
、

ほ
ん
の

一
警
に
経
て
そ

の
希
求
を
果
さ
な
か
つ
た
嫌
を
痛
感
す
る
も
、
更
に
明
瞭

に
論
及
す
べ
き
史
的
乃
至
思
想
的
考
察
は

次
の
機
會

に
期

し
度

い
ε
思
ふ
。
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