
観
史
多
天
考

(
伴

戸
)

観

史

多

天

考

伴

戸

昇

空

観
史
多
天
よ
り
此
界
に
降
誕
さ
れ
た
と
い
う
釈
尊
の
誕
生
に
ま

つ
わ

る
伝
説
は
、
そ
の
入
滅
後
相
当
早
い
時
期
に
成
立
し
て
い
た
ら
し
く
、

既
に
最
古
層
の
文
献
の

三
つ
で
あ
る
S
u
t
t
a
n
i
p
a
t
a
 
9
5
5

偶
に
も
、
そ

(
1
)

れ
に
関
説
す
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
見
出
だ
せ
る
。
し
か
し
、

こ
の
偶

に
対
し
て
M
a
n
i
i
d
d
e
s
a

(p
.
 
4
4
7
)

は
柳
か
不
可
解

な
釈
を
示
し
、

そ
こ
に
言

う

け
t
u
s
i
t
a

と
は
、
観
史
多
天
界

の
事
で
あ
る
と
も
、
或
は

(
2
)

阿
羅
漢
達

の
事
で
あ
る
と
も
解
し
得
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

体
、
t
u
s
i
t
a

と
は
何
を
表
わ
す
語
で
あ

っ
た
の
か
、
又
、
何
故
に
釈
尊

は
そ
こ
か
ら
来
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
に
至

っ
た
の
か
。
そ
れ
が
本
稿
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。

t
u
s
i
t
a
 

(P
a
.
 
t
u
s
i
t
a
)

の
語
根
は
t
u
s
 (
P
a
.
 
t
u
s
)

で
あ

る
と
言
わ

れ
て
い
る
。

こ
の
t
u
s

か
ら
派
生
し
た
諸
語
は

「
満
足

・
喜
悦
」
の

心
的
状
態

を
表
わ
す
と
解
さ
れ
る
事
が
多

い
が
、
そ
れ

は

く
t
u
sに

t
o
 
b
e
 
s
a
t
i
s
f
i
e
d
,
 
c
o
n
t
e
n
t
,
 
p
l
e
a
s
e
d

と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
か
ら
で

(
3
)

あ
る
。
故

に
、
T
u
ki
t
a
-
d
e
v
a

も

「
知
足
天

・
喜
足
天
」
等

と
訳
さ
れ

る
場
合
が
あ
る
。
「
満
足
」
と
は
、
何
ら
か
の
欲
求
が
満
た
さ
れ
た
際

の
、
或
は
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合

の
心
的
状
態
を
言
う
で
あ
ろ
う
。
欲

求
の
成
就
に
は
大
き
な
悦
楽
が
伴
う
場
合
も
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
こ
か

ら

「喜
悦
」
と
い
う
意
味
も
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
t
u
s

は
第

一
義
的

に
は

8

b
t
o
 
b
e
c
o
m
e
c
a
l
m
,

(4
)

si
l
e
n
t

け
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
て
、
「満
足
」
と
言

っ
て
も
、

そ
れ
は

本
来
歓
喜
除
躍
す
る
が
如
き
状
態
を
言
う
の
で
は
な
く
、
欲
求

の
鎮
静

し
た
状
態
を
意
味
す
る
と
見
て
よ
い
。
V
e
d
i
c
 
S
a
n
s
k
r
i
t

で
は
、
t
u
s

は
t
o
 
b
e
 
s
a
t
i
s
f
i
e
d
 
s
a
t
i
s
f
y
,
 
a
p
p
e
a
s
e

(5
)

b
e
c
o
m
e
 
q
u
i
e
t
 

を
意
味
し
、
明
ら
か
に
そ

こ
に

は

「鎮
静
」
と

い
う

趣
き
が
強
か
っ
た
と
言
え
る
。
又
、
I
n
d
o
-
G
e
r
m
a
n
i
c

の
語
源
に
ま
で

潮
れ
ば
、
t
u
s

は
t
au
s
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
t
a
u
sは
s
t
i
l
l
,
 
s
c
h
-

(
6
)

w
ei
g
e
n
d
,
 
z
u
f
r
i
e
d
e
n

の
意
味
を
持

つ
。
従

っ
て
、
t
u
s

は
、
鎮
静

も
し
く
は
静
穏
な
沈
黙
の
状
態
を
そ
の
基
調
と
し
て
表
わ
す
語
根
な
の

で
あ
る
。
v
e
d
i
c
に
は
無
か

っ
た
t
o
 
b
e
 
p
l
e
a
s
e
d
,
 
h
a
p
p
y

と
い
う
意

味
が
く
引釧

に
附
加
さ
れ
る
の
は
C
l
a
s
s
i
c
a
l
S
a
n
s
k
r
i
t

に
な

っ
て
か

ら
で
あ
る
。
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一
方

P
S
財

の

く
副

に

於

て

は
、

v
e
di
c
の
t
u
s

に
有

っ
た
t
o

b
e
c
o
m
e
 
q
u
i
e
t

等

の
鎮
静
を
表
わ
す
用
法
は
消
失
し
、
代
り
に

C
l
a
s
-
i
c
a
l
 
S
a
n
s
k
r
i
t

の
如
く
t
o
 
b
e
 
p
l
e
a
s
e
d
,
 
h
a
p
p
y
,
 
j
o
y
f
u
l

等

の
意
味

(7
)

｝

が
加
わ

っ
て
く
る
。
P
a
l
iのt
u
s

に
は
、
後
に
成
る
程

「喜
悦
」

の

(8
)

意
味
合
い
が
強
ま
っ
て
来
る
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
P
S財
聖
典
中
の
古

い
偶
に
は
、
し
ば
し
ば
B
r
a
h
m
a
n
a
や
U
p
a
n
i
s
a
d
に
も
殆
ど
見
ら

れ
な
い

v
e
d
i
c
の
古

い
語
形
が
見
出
だ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
仏
教

の
最

初
期
に
用

い
ら
れ
て
い
た
言
語
や
古
い
P
a
l
iは
、
C
l
a
s
s
i
c
a
l
 
S
a
n
s
k
r
i
t

(9
)

よ
り
も
む
し
ろ

V
e
d
i
c
 
S
a
n
s
k
r
i
t

に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
様
で
あ
る
。

語
形

の
類
似
と
意
味

の
類
似
と
は
必
ず
し
も
同
列
に
置
い
て
論
ず
る
訳

に
は
い
か
な
い
が
、
教
理
と
直
接
関
わ
り

の
無

い
様
な
語

の
場
合
に

は
、
仏
教

の
初
期
に
於
て
は
未
だ
V
e
d
i
c的
意
味
を
保
存
し
て

い
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
故

に
、
P
a
l
i
聖
典
の
古
い
偶
諦
等
に

見
ら
れ
る

叶
t
u
s
i
t
a
 

(
t
i
s
)
も
、
v
e
d
i
cの

く
刷

の
意
味

に
近
く
、

「欲
求
の
鎮
静
」
を
宗
教
的
理
想
と
見
て
、
解
脱
者
の
心
境
を
表
わ
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

P
a
l
i
の
t
u
s
i
t
a
は
t
u
t
t
h
a
と
と
も
に
t
u
s
s
a
t
i

(
t
u
s
)
の
過
去
受

(10
)

動
分
詞
形

(pp
)
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
比
較
的
古
い
文

献
の
中
に
は
、
天
名
と
し
て
で
は
な
く
、
形
容
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
t
u
s
i
t
a
も
し
く
は
接
頭
辞
s
a
m
-
を
冠
し
た
s
a
n
t
u
s
i
t
a

の
例
が
い

く

つ
か
見
出
だ
さ
れ
る
。
U
p
a
l
i
s
u
t
t
a

の
偶

(M
.
 
I
.
 
p
.
 
3
8
6
)
、
D
h
a

m
-

m
a
p
a
d
a
 
3
6
2

偶
、
T
h
e
r
a
g
a
t
h
a
 
5
,
 
6
,
 
8
,
 
9
8
1

偶
、

そ
し
て
S
a
n
g
i
t
i
-

s
u
t
t
a
n
t
a
 

(
D
.
 
I
I
I
,
 
p
.
 
2
1
8
)

に
見

ら
れ

る
そ
れ

で
あ

る
。
U
p
a
l
i
s
u
t
t
a

の
偶
は
W
a
r
d
e
rの
韻
律
か
ら
の
研
究

に
よ
り
紀
元
前
三
百
年
以
前

の
成
立
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
S
u
t
t
a
n
i
p
a
t
a

の
最
古
層
に
接
続
す
る

(
11
)

時
期
で
あ
る
。
残
り
の
諸
偶
も
、
そ
の
内
容

の
素
朴
さ
か
ら
見
て
、
相

当
早
い
時
期
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

こ
れ
ら
韻
文
中
に
見

ら
れ
る
t
u
s
i
t
a
,
 
s
a
n
t
u
s
i
t
a

は
仏
陀
や
阿
羅
漢
達

の
心
的
状
態
を
形
容

す
る
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
解
脱
者
の
心
境
を
表
わ

し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
。
又
、
漸
遅
れ

て
S
a
n
g
i
t
t
a
n
t
a
に

見
ら
れ
る
散
文
中
の
そ
れ
は
、
第
三
静
慮
と
結

び
付
け
ら
れ

る
あ
た

り
、
解
脱
よ
り
少
し
く
外
れ
た
感
が
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
三
昧
よ
り
生

(
12
)

ず
る
高
度
に
非
世
俗
的
な
、
喜
悦
を
も
離
れ
た
満
足
感
を
表
わ
し
て
い

る
点
で
韻
文
中
の
用
法
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
確
か
に
、

P
S甥
、聖
典
の
古
層
に
見
ら
れ
る

け
t
u
s
i
t
a

は
V
e
d
i
c的
意
味
合
い
を
保

存
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
と
思
う
。

ニ
カ
ー
ヤ
の
古
層
に
於
て
は
、

さ
t
u
s
i
t
a

は
迷

い
の
世
界
か
ら
解
脱
し

た
阿
羅
漢
達
-

仏
陀
も
そ
の

一
人
で
あ

っ
た
ー

の
心
境
を
表
現
す

(13
)

る
語
で
あ

っ
た
。

そ
れ
が
浬
繋
の
同
義
語
と
し
て
登
録
さ
れ
な
か

っ
た

の
は
、
余
程
早
い
時
期
に
天
界
の
名
と
し
て
固
有
名
詞
化
し
て
し
ま

っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
t
u
s
s
a
t
i

の

p
p
.と
し
て
形
容
詞
的
に
用

い
ら

れ
て
い
た

け
t
u
s
i
t
a

と
天
名
の
T
u
s
i
t
a
と
は
軌
を

一
に
し
て
、
全
く
同

(14
)

様
に
t
u
t
t
h
a
で
換
言
解
釈
さ
れ
る
の
が
註
釈
時
代

の
通
例
で
あ

っ
た

か
ら
、
恐
ら
く
天
名
の
T
u
s
i
t
a
は
こ
の
t
u
s
s
a
t
i

の

p
p

か
ら

の
転

親
史
多
天
考

(伴

戸
)
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槻
史
多
天
考

(伴

戸
)

用
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
S
a
n
s
k
r
i
t

の
T
u
s
i
t
a

も
本
来
は
t
u
s
y
a
t
i

(
t
u
s
)
の

p
p

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い

(
15
)

る
。
し
か
し
実
際
に
そ
れ
が

P
a
l
iのt
u
s
i
t
a
の
如
く
形
容
詞
的
に
用

(1
6)

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ー

仏
典
梵
文
中
に
見
出
だ
せ
る
僅
か
の
例
を

除
い
て
は

全
く
無
い
と
言

っ
て
よ
い
。
さ
す
れ
ば
、
t
u
s
i
t
a

に
形

容
詞
的
用
法

の
無
い
S
a
n
s
k
r
i
t

語
世
界
に

で
は
な
ぐ
、
P
a
l
i
語
世
界

即
ち
仏
教
内
に
観
史
多
天
の
起
源
を
想
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

T
u
s
i
t
a
と
い
う
天
名
が
現
わ
れ
る
の
は
仏
教
文
献
だ
け
で
は
無
い
。

J
a
i
n
a
教

の
諸
聖
典
、
y
o
g
a
b
h
a
s
y
a
 
I
I
I
-
2
6
 
P
u
r
a
n
a

類
、
M
a
h
a
b
h
a
-

r
a
t
a
,
 
H
a
r
i
v
a
m
s
a
,
 
V
i
s
n
u
-
s
m
r
t
i
 
9
8
-
4

7
等
に
も
そ
れ
は
見
出
だ

せ

(
17
)

る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
外
教
の
諸
文
献
に
は
S
u
t
t
a
n
i
p
a
t
a
 
9

55
偶

よ
り
明
ら
か
に
古

い
も
の
は
見
出
だ
せ
な

い
と
言

っ
て
よ
い
。
例
え

ば
、
成
立
年
代
の
確
定
し
難
い
M
a
h
a
b
h
a
r
a
t
a

の
様
な
場
合

で
も
、

T
u
s
i
t
a

と

い
う
名
が
現
わ
れ
る
の
は
最
も
成
立
の
新
し
い
第
十
二
章

・

第
十
三
章

の
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
恐
ら
く
紀
元
後
に
属
す
る
で
あ

ろ
う
。
他

の
諸
文
献
に
於
て
も
、
概
ね
成
立

の
新

し

い
部
分

に
し
か

T
u
k
i
t
a
と
い
う
名
は
出
て
来
な
い
。
も

っ
と
も
、
J
a
i
n
a
教

の
A
n
g
a

聖
典
の
資
料
に
は
S
u
g
n
ip

と
同
じ
位
古
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い

(18
)

る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
S
u
t
t
a
n
i
p
a
t
a

の
T
u
s
i
t
a
と
J
a
i
n
a
の

T
u
s
i
t
a

と

の
前
後
関
係
に
は
全
く
問
題
が
無

い
訳

で
は
な

い
。
し
か

し
、
J
a
i
n
a
教
を
含
め
て
外
教
で
は
総
じ
て
T
u
k
i
t
a
に
附
随
的
な
役
割

し
か
与
え

て
い
な
い
の
に
比
し
て
、
仏
教
で
は
開
祖
の
誕
生
と
結
び
付

け
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
仏
教
内
成
立
で
あ
る
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
開
祖
が
そ
こ
か
ら
降
誕
さ
れ
た
と
言
わ

れ
る
特
別
意
味
深
い
天
の
名
に
、
外
教

の
天
名
を
借
用
し
て
そ
れ
に
充

て
た
と
は
如
何
に
も
考
え
難

い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
親
史
多
天

は
、
釈
尊
が
神
格
化
さ
れ
て
行
く
過
程
に
、
仏
教
内
で
成
立
し
た
天
で

あ
る
と
言

っ
て
よ
い
と
思
う
。

本
来
は
解
脱
者
の
心
境
を
表

わ
し
て

い
た
t
u
s
i
t
a
(
pp
〈
t
u
s
s
a
t
i
,

t
u
s
)が
、
解
脱
者
釈
尊
の
神
格
化
を
通
し
て
天
界
に
持
ち
上
げ
ら
れ
、

固
有
名
詞
と
し
て
の
用
法
が
生
ず
る
に
到
る
。

そ
し
て
、
そ
の
新
し
い

用
法
が
固
定
す
る
に
従

っ
て
、
恐
ら
く
は
混
乱
を
避
け
る
為
に
、
嘗
。
t
u
s
i
t
a

に
は
形
容
詞
的
な
用
法
が
無
く
な

っ
て
行

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

或
は
又
、
t
u
s
s
a
t
i

の

pp

と
し
て
は

讐
#
訂

よ
り
t
u
s
i
t
a
の
方
が

古
形
で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
S
a
n
s
k
r
i
t

け
の
t
u
s
t
a
 

(p
p

(19
)

〈
t
u
s
y
a
t
i
,
 
t
u
s
)

の
影
響
を
受
け
て
、
t
u
t
t
h
a
の
方
が
多
用
さ
れ
る
様

に
な
り
、
v
e
d
i
c
的
な
意
味
を
保
存
し
て
い
た

け
t
u
s
i
t
a

は
姿
を
消

し

て
行
き
、
固
有
名
詞
化
し
て
い
た
も
の
だ
け
が
残

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
何
れ
に
し
て
も
、
t
u
s
i
t
a

は
t
u
t
t
h
a
で
換

言
解
釈
さ
れ
て
い
る

に
対
し
、
そ
の
逆
、
即
ち
、
t
u
t
t
h
a
を
t
u
s
i
t
a
で
説
明
す
る
例
は
見

出
だ
せ
な
い
点
が
暗
示
的
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
釈
尊
は
何
故
に
T
u
s
i
t
a
よ
り
来
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る

様
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
の
出
家

の
動
機
も
ー

後

の
仏
伝

が
説
く
如
く
衆
生
の
救
済
に
あ

っ
た
の
で
は
な
く
ー

自
己
自
身
の
解
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脱
に
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
釈
尊
は
解
脱
を
求
め
て
辛
苦
の
後
、
終

に
そ
の
究
極
の
境
地
に
至
ら
れ
た
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
自
己
の
解

脱
を
求
め
て
精
進
し
、
行
き
着
い
た
所
が
s
u
s
i
t
a
(解
脱
者
の
境
地
)
で

あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
t
u
s
i
t
a

は
「自
己
の
解
脱
に
満
足
す
る
」

と
い
う
心
境
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
釈
尊
は
こ

の
自
己
の
解
脱
の
満
足
に
と
ど
ま
り
、
沈
黙
し
、
寂
滅
し
て
し
ま
わ
れ

た
訳
で
鳳
な
か

っ
た
。
暫
し
の
躊
躇
い
の
後
、
猛
然
と
法
輪
を
転
じ
始

め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
思
う
に
こ
の
積
極
的
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
解
脱
者

一
般
に
所
有
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
辟
支
仏
の
如
く
寂
静
な
る
満
足

に
と
ど
ま

る
解
脱
者
も
居
た
か
ら
で
あ
る
。
寂
静
な
満
足

(
t
u
s
i
t
a
)

に

と
ど
ま
る
限
り
、
そ
れ
は
衆
生
に
益
す
る
所
無
く
、
個
人
的
な
解
脱
の

域
を
出
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
そ
こ
か
ら
衆
生
の
教
化

へ
と
歩
み

出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ

の
意
味

で
、
釈
尊
は
、
t
u
s
i
t
a
-
自
己
の

解
脱
を
以
て
満
足
と
す
る
境
地
ー

よ
り
踏
み
出
さ
れ
た
方
だ
と
言
え

よ
う
。
、そ
れ
は
、
衆
生
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
に

「
釈
尊
は
t
u
s
i
t
a

よ
り
来
ら
れ
た
方
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

般
浬
榮
さ
れ
て
程
無
く
、
徐

々
に
釈
尊

の
神
格
化
が
始
ま

っ
た
。

そ

の
様
子
は
諸
経
典
よ
り
窺
い
知

ら
れ
る
。
最

も
素
朴
な
仏
伝
資
料

で

は
、
未
だ
、
釈
尊
が
天
界
か
ら
降
誕
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な

(20
)

い
。
そ
れ
が
、
釈
尊

の
如
き
偉
大
な
人
格
が

一
般
人
と
同
じ
様
な
出
生

を
受
け
ら
れ
た
は
ず
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
様
に
な
り
、
終
に
は
、
天

界
か
ら
生
ま
れ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
で
あ
ろ
う
。

天
界
か
ら
生
ま
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
に
は
そ
の
天
の
位

置
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
仏
教

の
最
初
期
に
は
、
独
自

の
世
界
形
態
論
を
立
て
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な

い
か
ら
、

そ
れ
は
当
時

の
常
識
的
世
界
形
態
観
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

仏
陀
当
時
は
、
R
g
-
v
e
d
a
の
主
要
な
る
神
格
I
n
d
r
aは
、
未
だ
神

々
の

王
d
e
v
a
r
a
j
a

・
d
e
v
a
n
a
m
 
i
n
d
r
a

と
い
う
呼
称
は
維
持
し
て
い
た
も
の

の
、
既
に
往
時

の
勢
力
は
無
く
須
弥
山
上
に
住
ま
う
地
居
天
と
な
り
、

世
界

の
最
上
位
は
梵
天
B
r
a
h
m
aに
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
い
た

と
考

(
21
)

え
ら
れ
る
。
即
ち
、
当
時
の
学
術
的
常
識
に
従
え
ば
、
天
界
は
梵
天
を

究
ま
り
と
し
、
須
弥
山
よ
り
下
は
帝
釈
の
支
配
下
に
あ

っ
た
と
言

っ
て

よ
か
ろ
う
。
故
に
T
u
s
i
t
a
天
を

一
世
界
内
に
配
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
帝
釈

の
支
配
を
避
け
る
意
味

で
須
弥
山
よ
り
上
方
で
あ
る
こ

と
が
相
応
し
く
、
具

つ
、
世
界

の
上
限
で
あ
る
梵
天
界
よ
り
は
下
方
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
観
史
多
天
が
天
界
に
組

み
込
ま

れ
た
時
期
は
、
明
ら
か
に
梵
天
界
よ
り
上
の
色
界

・
無
色
界
諸
天
が
成

立
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
釈
尊
と
観
史
多
天
と
の
本
来
的
関
係
に
明
確
な
解
釈
を
与
え

(
22
)

得
な
か

っ
た
婆
沙
論
等

の
諸
論
師
も
気
付

い
て
い
た
様
で
あ
る
。
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