
イ
ン
ド
に
興
っ
た
仏
教
が
、
中
国
に
受
容
さ
れ
定
着
す
る
に
至
る
ま
で

に
は
、
二
重
の
意
味
で
の
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
困
難
が
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
何
故
な
ら
、
中
国
人
に
と
っ
て
仏
教
は
な
ん
と
い
っ
て
も
外
来
思

想
で
あ
り
、
加
え
て
受
け
入
れ
る
側
の
中
国
人
は
一
般
に
諸
子
百
家
と
い

わ
れ
よ
う
に
高
度
な
精
神
文
化
を
既
に
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
困
難
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
身
命
を
か
え
り
み
な

い
イ
ン
ド
西
域
の
渡
来
僧
の
護
法
精
神
と
中
国
人
の
篤
い
求
道
心
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
両
者
の
接
点
は
、
仏
典
の
中
国
語
訳
と
い
う
形
で
実
を
結
び
、

翻
訳
さ
れ
た
仏
典
に
よ
っ
て
中
国
人
の
仏
教
理
解
は
進
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
や
西
域
に
お
い
て
は
仏
教
教
理
は
相
当
の
時

間
を
か
け
な
が
ら
必
然
的
な
理
川
に
よ
っ
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
渡

来
僧
は
そ
の
中
の
あ
る
一
面
を
た
ま
た
ま
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
だ

っ
た
。
従
っ
て
中
国
人
は
渡
来
僻
を
通
し
て
様
々
に
展
開
し
た
仏
教
を
無

秩
序
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
事
情
は
、
結
果
的
に
中
国
仏
教
を
非
常
に
特
徴
あ
る
も
の
と
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
無
秩
序
に
紹
介
さ
れ
る
仏
典
を
内
容
的
に

書
評
・
紹
介

中
嶋
隆
蔵
編

『
出
三
蔵
記
集
序
巻
訳
注
』

織

田
顕
祐

整
理
し
よ
う
と
い
う
要
求
は
、
必
然
的
に
経
典
研
究
を
う
な
が
し
、
内

容
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
仏
典
を
体
系
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
要
求
を

生
み
、
そ
れ
は
、
教
相
判
釈
と
い
う
中
国
仏
教
独
自
の
思
想
を
実
現
し
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
仏
教
を
全
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は

最
終
的
に
は
杣
に
な
る
経
典
を
発
見
し
て
「
宗
」
と
よ
ば
れ
る
考
え
方
を

生
み
川
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
あ
る
中
国
仏
教
の
最
初

期
の
様
子
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
が
「
出
三
蔵
記
集
』

で
あ
る
。

「
出
三
蔵
記
集
」
は
、
中
国
南
朝
の
梁
の
僧
祐
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た

現
存
す
る
最
も
古
い
経
録
で
あ
り
、
後
漢
か
ら
梁
代
ま
で
に
翻
訳
さ
れ
た

三
蔵
（
経
・
律
・
論
）
の
目
録
で
あ
る
。
全
体
は
、
経
録
を
作
る
理
由

（
撰
縁
記
）
、
訳
者
別
の
経
名
録
（
詮
名
録
）
、
経
典
の
序
文
集
（
総
経

序
）
、
翻
訳
三
蔵
の
伝
記
集
（
述
列
伝
）
、
の
四
部
で
構
成
さ
れ
一
五
巻
の

分
量
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
当
時
の
中
国
仏
教
あ
る
い
は
西
域
の

仏
教
事
情
な
ど
を
知
る
た
め
の
有
力
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
中
で
も
経
序

は
特
に
中
国
人
の
仏
教
理
解
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
の
多
く
は
、
中
国
の
仏
教
者
が
さ

ま
ざ
ま
な
困
靴
の
中
か
ら
仏
教
を
理
解
し
、
そ
の
理
解
を
中
国
の
古
典
を

存
分
に
ふ
ま
え
た
極
め
て
格
調
高
い
表
現
に
よ
っ
て
著
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
点
で
、
読
解
し
に
く
い
こ
と
こ
の
う
え
な
い
と
い
っ
た
も
の
ば
か

り
で
あ
る
。
筆
者
は
か
っ
て
大
学
院
の
文
献
研
究
で
、
こ
れ
ら
の
一
部
を

横
超
慧
日
先
生
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
筆
舌
に
つ
く
し

が
た
い
経
験
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
『
出
三
蔵
記
集
』
の
経

序
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
文
献
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
も
少

ワウ
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な
か
ら
ぬ
碩
学
に
よ
っ
て
こ
の
中
の
一
部
に
つ
い
て
解
説
が
加
え
ら
れ
た

り
、
現
代
語
訳
が
試
み
ら
れ
た
り
し
て
き
た
が
、
今
回
東
北
大
学
の
中
嶋

隆
蔵
博
士
に
よ
っ
て
全
文
の
訳
注
が
公
刊
さ
れ
た
。
画
期
的
な
こ
と
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
浅
学
を
顧
み
ず
に
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

冒
頭
の
序
に
よ
れ
ば
本
書
は
、
一
九
九
八
年
初
秋
か
ら
一
九
九
○
年
十

二
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
編
者
を
中
心
と
し
た
数
名
の
メ
ン
バ
ー
に
よ

る
輪
読
会
の
結
果
を
整
理
し
て
で
き
上
が
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

「
出
三
蔵
記
集
』
巻
第
六
か
ら
巻
第
十
一
ま
で
に
収
め
ら
れ
る
す
べ
て
の

序
文
・
賊
文
・
後
記
な
ど
に
つ
い
て
、
現
代
語
訳
と
訳
注
を
施
し
た
も
の

で
、
内
容
は
本
文
・
校
勘
・
語
注
・
巻
末
の
人
名
書
名
索
引
か
ら
な
る
。

本
文
は
上
下
二
段
か
ら
な
り
、
原
則
と
し
て
大
正
蔵
経
を
原
文
の
底
本
に

用
い
、
こ
れ
に
対
し
て
高
麗
蔵
経
・
磧
砂
蔵
経
・
嘉
興
蔵
経
・
東
大
東
洋

文
化
研
究
所
所
蔵
江
戸
期
刊
本
に
よ
る
校
勘
と
を
合
わ
せ
て
紙
川
の
上
半

に
掲
げ
、
こ
の
本
文
に
つ
い
て
の
現
代
語
訳
を
下
半
に
記
し
て
い
る
。
な

お
本
文
は
白
文
に
句
点
の
み
を
付
し
た
だ
け
で
あ
り
、
読
点
・
返
り
点
・

送
り
が
な
な
ど
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
語
注
は
、
注
釈
と
い
う
よ
り
も
各

語
の
出
典
を
明
示
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
と
く
に
中
脚
の
古
典

に
つ
い
て
の
調
査
が
精
力
的
に
為
さ
れ
て
お
り
、
禅
益
す
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。
こ
の
語
注
に
引
用
さ
れ
る
漢
文
に
も
返
り
点
・
送
り
が
な
な
ど
は

施
さ
れ
て
い
な
い
。
巻
末
の
書
名
人
名
索
引
は
、
本
文
中
の
当
該
語
を
首

字
の
画
数
ご
と
に
五
十
音
順
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
が
本
書
の
梗
概
で
あ
る
。
難
解
な
『
出
三
蔵
記
集
」
の
経
序
が
、

現
代
日
本
語
に
よ
っ
て
通
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
利
点
は
計
り
知
れ

な
い
。
今
改
め
て
全
体
を
通
し
て
読
ん
で
感
ず
る
こ
と
は
、
初
期
の
中
国

仏
教
者
達
が
ど
の
よ
う
な
点
に
苦
労
し
て
い
た
か
が
手
に
取
る
よ
う
に
分

か
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
困
難
は
一
旦
解
消
さ
れ
る
と
後
か
ら
気
が
つ

く
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
質
を
持
っ
た
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
当

時
の
仏
教
者
に
は
根
本
的
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
に
経
序
の
終
始
を
一
貫
す
る
問
題
は
、
一
般
に
「
文
質
論
議
」
と

い
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ん
と
い
っ
て
も
イ
ン
ド
・
西
域
と
中

国
の
文
化
の
違
い
に
起
因
す
る
経
典
翻
訳
上
の
問
題
で
あ
っ
た
と
言
う
べ

き
で
あ
る
が
、
巻
第
七
の
「
合
首
拐
厳
経
記
」
（
支
敏
度
、
本
書
五
七

ペ
ー
ジ
以
下
）
、
巻
第
八
の
「
摩
訶
鉢
羅
若
波
羅
蜜
経
抄
序
」
（
道
安
、
本

書
八
七
ペ
ー
ジ
以
下
）
、
巻
第
十
の
「
大
智
論
抄
序
」
（
慧
遠
、
本
書
二
九

七
ペ
ー
ジ
以
下
）
等
の
所
説
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
イ
ン
ド
や
西
域
の
文
章
は
修
飾
が
あ
っ
て
も
決
し
て
過
度
に
な

ら
ず
、
表
現
は
簡
潔
で
あ
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
い
る
（
質
）
。
こ
れ
に

対
し
て
中
国
で
は
古
典
に
背
景
を
持
つ
格
調
高
い
言
葉
で
文
章
を
つ
づ
る

こ
と
が
第
一
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
良
い
文
章
は
文
飾
を
用
い
る
こ
と
に

な
る
（
文
）
。
こ
の
よ
う
な
文
化
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
中
国
文
で
表
現

す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
文
質
論
議
の
実
質
で
あ
る
。
事
実
、
現
在
で

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
現
代
語
訳
さ
れ
た
経
典
を
読
む
こ
と
が
で
き

る
が
、
前
の
文
章
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
く
り
返
し
な
が
ら
話
題
が
進
ん

で
い
く
構
造
に
多
少
や
り
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
と
き
が
あ
る
こ
と
は

否
め
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
質
」
を
第
一
と
す
る
立
場
か
ら
は

「
文
」
は
冗
漫
に
感
じ
、
「
文
」
を
第
一
と
す
る
立
場
か
ら
は
「
質
」
は

野
暮
に
写
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
指
標
と
し
て
示
さ
れ
た
の
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が
、
「
摩
訶
鉢
羅
若
波
羅
蜜
経
抄
序
」
に
説
か
れ
る
有
名
な
「
五
失
本
三

不
易
」
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
三
不
易
」
の
主
張
は
、
本
文
を
読

む
限
り
、
ダ
ル
マ
と
し
て
の
「
法
」
は
不
変
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
知
を
は

る
か
に
越
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
自
己
の
関
心
に
よ
っ
て
か
え
て
は
な
ら

さ
ん
ふ
え
き

な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
「
三
不
易
」
と
読
ん

で
「
易
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
注
で

「
容
易
で
は
な
い
と
す
る
の
も
拾
て
が
た
と
（
九
十
ペ
ー
ジ
）
と
す
る

の
は
一
体
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
首
肯
で
き
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
現
在
で
は
全
く
気
付
く
こ
と
の
で
き
な
い
点
で
あ
る
が
、
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
は
、
経
典
の
同
定
す
ら
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
例
え
ば
、
「
菩
薩
善
戒
菩
薩
持
地
二
経

記
」
（
僧
祐
、
本
書
一
七
九
ペ
ー
ジ
以
下
）
の
記
述
等
に
よ
っ
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
一
経
典
の
翻
訳
で
あ
っ
て
も
、
訳
語
が
不
統
一
で
あ
っ

た
り
、
経
典
の
一
部
が
未
翻
訳
で
あ
っ
た
り
し
て
同
じ
経
典
で
あ
る
こ
と

が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
元
の
経
典
が
ど
こ
で
成
立
し
、
ど
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
を
知
る
た
め
に
は
重
要
な
情
報
で

あ
り
、
経
典
目
録
を
編
纂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
の
一
端
を
伺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
に
大
乗
・
小
乗
と
言
っ
た
川
語
を
盛
ん
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
に
対
し
て
当
時
の
人
々
は
厳
密
な
区
別
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
巻
第
九
「
臓
川
出
修
行
方
便
禅
経
統

序
」
（
慧
遠
、
本
書
二
○
Ⅲ
ペ
ー
ジ
以
下
）
の
所
説
な
ど
に
よ
れ
ば
、
如

来
の
教
え
は
無
数
の
方
便
を
通
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
か
ら
小
乗
と

以
上
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
本
書
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
全
く
問
題
が

な
い
わ
け
で
も
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
は
、
細
者
を
中
心
と

し
た
数
名
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
輪
読
会
の
記
録
の
整
理
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
な
内
容
の
輪
読
会
で
あ
っ
た
の
か
筆
者
に
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
全

体
を
通
し
て
講
読
す
る
と
典
籍
に
よ
っ
て
随
分
と
現
代
語
訳
に
違
い
が
あ

る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
非
常
に
こ
な
れ
て
読
み
や
す
い
訳
の
も
の
も
あ

れ
ば
、
現
代
日
本
語
と
し
て
ほ
と
ん
ど
理
解
不
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ

大
乗
の
区
別
も
ど
う
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
言
っ
た
仏
教

観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
後
の
時
代
に

な
っ
て
声
聞
蔵
・
菩
薩
蔵
と
い
う
概
念
が
明
確
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
解

決
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
代
は
用
語
の
み
有
っ
て
内
実
の
未
だ
伴
わ
な

い
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
巻
第
十
「
毘
婆
沙
経
序
」
（
道
挺
、

本
書
二
八
三
ペ
ー
ジ
以
下
）
に
は
「
漢
土
で
は
大
乗
の
教
え
は
す
で
に
備

わ
り
奥
深
い
宗
は
ほ
ぼ
ゆ
き
わ
た
っ
た
。
ま
だ
よ
く
練
ら
れ
て
い
な
い
の

は
三
蔵
九
部
だ
け
だ
」
（
二
八
川
ペ
ー
ジ
）
と
言
っ
た
記
述
が
あ
り
、
ど

の
よ
う
な
理
川
に
よ
っ
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
伝
来
が
遅
れ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
吟
味
す
る
こ
と
で
イ
ン
ド
・
西
域
に
お
け
る
大
乗
小
乗
の
成
立
に
関

す
る
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
諸
点
は
、
本
書
に
よ
っ
て
経
序
を
通
読
し
た
こ
と
か
ら
筆
者
が

思
い
つ
く
中
国
仏
教
成
立
に
関
す
る
要
点
で
あ
る
が
、
読
者
の
関
心
に
よ

っ
て
様
々
な
問
題
が
本
書
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ

う
に
本
書
は
、
読
む
人
の
利
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
限
り
な
い
意
味
が
見
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

弓汀
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れ
る
よ
う
な
訳
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
せ
っ
か
く
語
注
を
施
し
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
の
注
で
あ
る
の
か
意
味
不
明
の
も
の
も
少
な
か
ら
ず

あ
る
。
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
巻
第
十
一
「
中
論
序
」
の
末
後
の
文
の

「
不
滞
於
有
。
則
断
滅
見
息
。
不
存
於
有
。
則
常
等
氷
消
。
寂
此
諸
辺
。

故
名
日
中
」
の
中
の
「
常
等
氷
消
」
を
「
常
住
と
か
正
等
と
か
に
か
た
よ

っ
た
見
解
」
（
三
一
五
ペ
ー
ジ
）
と
訳
し
て
い
る
。
日
本
語
と
し
て
は
意

味
不
明
な
の
で
注
が
付
さ
れ
て
い
る
（
三
一
六
ペ
ー
ジ
、
注
九
）
。
し
か

し
、
こ
の
注
は
般
若
波
羅
蜜
を
「
無
上
正
真
道
」
と
訳
し
た
場
合
に

「
正
」
は
「
等
」
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に

あ
る
よ
う
な
「
か
た
よ
っ
た
見
解
」
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
こ

の
部
分
は
対
句
の
構
造
か
ら
い
っ
て
多
少
読
み
に
く
い
が
、
「
断
滅
見
息
」

と
「
常
等
氷
消
」
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
、
断
滅
見
に
対
す
る
常
住

見
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
解
す
れ
ば
次
ぎ
の
文
「
寂
此
諸
辺

（
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
偏
り
を
か
ら
り
と
解
消
す
る
か
ら
）
」
に
無
理

な
く
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
一
用
語
に
つ
い
て
の
現

代
語
訳
の
混
乱
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
巻
第
十
一

の
「
中
論
序
」
（
僧
叡
）
と
同
「
十
二
門
論
序
」
（
同
）
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ち
な
み
に
「
中
論
序
」
で
は
「
混
二
際
」
を
「
二
つ
の
真
理
の

区
別
を
な
く
す
」
と
訳
し
て
、
「
二
際
」
を
「
二
つ
の
真
理
」
と
解
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
十
二
門
論
序
」
で
は
「
喪
我
於
二
際
」
を
「
主

体
を
（
有
無
）
二
つ
の
際
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
ま
う
」

と
訳
し
て
「
有
無
二
つ
の
際
」
と
解
し
た
上
で
、
注
に
先
の
「
中
論
序
」

の
該
当
個
所
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
見
て
も
不
統
一
の
感

を
免
れ
ず
、
前
者
を
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
輪
読
会
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
仏
教
学
の
専
門
家
が
い
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
単
純
な
間
違
い
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
巻
第

十
一
「
比
丘
尼
戒
本
所
出
本
末
序
」
の
冒
頭
で
「
拘
夷
国
」
に
対
し
て

「
ク
シ
ナ
ガ
ラ
」
と
ル
ビ
を
付
し
非
常
に
丁
寧
な
注
を
施
し
て
い
る
（
三

三
八
ペ
ー
ジ
、
注
二
）
。
と
こ
ろ
が
、
本
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、

こ
の
国
の
重
要
な
寺
が
「
仏
図
舌
弥
」
と
い
う
人
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て

い
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
「
仏
図
舌
弥
」
は
、
次
ぎ
の
「
比
丘
大

戒
序
」
（
道
安
）
の
な
か
に
は
「
丘
慈
Ⅲ
仏
陀
舌
弥
」
（
三
川
二
ペ
ー
ジ
）
、

そ
の
次
ぎ
の
「
大
比
丘
二
Ｗ
六
十
戒
三
部
合
異
序
」
（
竺
曇
無
剛
）
の
中

に
は
「
亀
弦
仏
陀
舌
弥
」
（
三
五
二
ペ
ー
ジ
）
「
脈
慈
尚
徳
沙
門
仏
Ｍ
舌

弥
」
と
い
う
一
連
の
記
述
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
岨
弦
国
」
（
ク
ッ
チ

ャ
）
の
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
「
拘
夷
国
」
は
、
ク
シ
ナ
ガ

ラ
で
は
な
く
て
ク
ッ
チ
ャ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
樅
か
に
ク

ッ
チ
ャ
を
「
拘
夷
国
」
と
音
写
す
る
川
例
が
あ
ま
り
多
く
な
い
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
、
釈
尊
入
滅
の
地
で
あ
る
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
こ
の
時

代
に
仏
教
が
擬
ん
だ
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
も
全
く
Ⅲ
い
た
こ
と
が
な
い
・

同
様
の
例
は
筆
者
が
気
付
い
た
だ
け
で
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
多
少
揚

げ
足
取
り
の
よ
う
な
気
も
す
る
が
二
三
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
経
序
の
文

中
で
人
間
の
分
別
を
表
す
場
合
に
「
名
数
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
場
合

が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
「
数
」
と
い
う
用
語
に
対
し
て
本
書
は
一
貫
し

て
「
こ
と
わ
り
」
と
ル
ビ
を
付
し
て
い
る
。
確
か
に
漢
和
辞
典
な
ど
に
は

こ
の
よ
う
な
用
例
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
果
た
し

て
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
「
数
」
を
「
こ
と
わ
り
」
と
理
解
す

る
態
度
は
一
貫
し
て
お
り
、
例
え
ば
巻
第
十
一
「
抄
成
実
論
序
」
の
冒
頭

５



こ
の
よ
う
に
仏
教
学
の
視
点
か
ら
本
書
を
見
た
場
合
に
多
少
の
問
迦
が

な
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
点
は
、
編
者
自
ら
「
不
明
の
ま
ま
残
し
た
と

こ
ろ
も
き
わ
め
て
多
い
し
、
誤
読
や
誤
解
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
」

（
六
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
に
よ

っ
て
本
書
の
価
値
が
大
幅
に
低
下
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
毛
頭
無
い
。

｜
般
に
、
こ
う
し
た
質
の
高
い
文
章
に
対
す
る
訳
注
を
公
に
す
る
こ
と
は

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
た
め
ら
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
質
の
高
い

文
章
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
訳
注
者
の
理
解
の
至
ら
な
い
点
が
必
ず
あ
る
は

ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
活
字
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
必
ず
誤
釈
や
誤

訳
と
い
っ
た
不
備
を
指
摘
さ
れ
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理

由
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
る
訳
注
書
は
、
自
ら
墓
穴
を
掘
る
こ
と
の
な
い
可

も
な
く
不
可
も
な
い
も
の
と
な
り
が
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景

の
「
尋
夫
数
論
之
為
作
也
」
の
「
数
論
」
ま
で
「
こ
と
わ
り
に
対
す
る

論
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
、
こ
こ

で
の
「
数
論
」
と
い
う
言
葉
は
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
（
阿
毘
曇
）
」
と
い
っ
た

意
味
な
の
で
あ
る
。
「
抄
成
実
論
序
」
も
そ
の
後
に
言
う
よ
う
に
、
ア
ビ

ダ
ル
マ
仏
教
で
は
諸
法
を
細
か
く
分
析
し
て
真
理
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
場
合
、
諸
法
と
は
、
内
容
的
に
は
言
葉
に
よ
っ
て
他
と
区
別
さ
れ
た

物
事
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
存
在
的
に
は
一
つ
二
つ
と
数
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
個
々
の
事
物
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
前
者
を
「
名
」
、

後
者
を
「
数
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
数
」
は
こ
と
わ
り
と

い
う
よ
り
は
、
こ
と
わ
り
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
個
々
の
事
物
を
把
握

す
る
こ
と
と
い
っ
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
中
で
本
書
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
実
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
本
書
は

決
し
て
完
壁
な
も
の
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
に
よ
っ
て

「
出
三
蔵
記
集
』
の
経
序
全
体
を
手
近
に
通
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
通
読
す
る
た
め
に
非
常
な
困
難
を
伴
っ
た
の
で
、

「
出
三
蔵
記
集
』
な
ど
を
基
盤
と
し
て
初
期
中
国
仏
教
を
研
究
で
き
る
の

は
一
握
り
の
大
家
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ひ
と

ま
ず
経
序
を
理
解
し
て
い
く
た
め
の
手
引
き
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
本

耆
を
基
盤
と
し
て
、
更
に
深
く
内
容
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
本
書
は
こ
れ
か
ら
の
初
期
中
国
仏
教
の
研
究
に
貢
献

す
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。
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