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八
〇

サ

ー

ン
チ

ー
遺
跡

の
起

源

に

つ
い
て

(1
)

宇

治

谷

顕

サ
ー
ソ
チ
ー

(san
chi
)遺
跡
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
先
学
に
よ
り

幾
多
の
研
究
業
績
が
紹
介
さ
れ
、
多
く
の
論
義
を
生
み
出
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
究
の
中
心
課
題
は
美
術
的
見
地
か
ら
の
考
察

で
あ
り
、
塔
門
レ
リ
ー
フ
の
主
題
比
定
や
構
造
上

の
問
題
な
ど
が
主
流

に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
究
仁
較
ベ
サ
ー
ソ
チ
ー
の
歴

史

的

考

察
、
及
び
そ
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て
は
考
古
学
的
調
査
の
報
告
が
主
で

あ
り
、
未
だ
検
討
を
要
す
る
疑
問
が
山
積
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

現
在
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
考
古
学
的
調
査
、
及
び
研
究
資
料
を
再
吟

味
し
、
ま
た
仏
伝
文
献
等

の
相
当
箇
処
を
探
り
な
が
ら
サ
ー
ソ
チ
ー
遺

跡
の
歴
史
的
過
程
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡
の
論

究
の
た
め

の
基
礎
的
資
料
は

一
八
五
四
年
に
報
告
さ
れ
た
カ
ニ
ソ
ガ
ム

(1
)

氏
の
調
査
報
告
資
料
、
及
び

一
九

一
二
年
か
ら

一
九
年
に
か
け
て
実
施

さ
れ
た

マ
ー
シ
ャ
ル
氏
等
に
よ
る
調
査
報
告
で
あ
り
、

一
九
四
〇
年
に

(2
)

発
刊
さ
れ
た
三
冊
の
報
告
書
で
あ
る
。
ま
た

一
九
五
六
年
、

マ
ー
シ
ャ

ル
氏
個
人
に
よ

っ
て
発
刊
さ
れ
た
サ
ー
ン
チ
ー
遺
跡
の
手
引
書
と
い
う

(3
)

べ
き

『A
 
G
u
i
d
e
 
t
o
 
S
a
n
c
h
i
』

も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

基
礎
資
料
を
基
に
サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡
の
初
源
的
様
相
、
及
び
そ
の
起
源

に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
考
古
学
的
資
料
は
未
だ
乏
し
く
、

ま
た
仏
伝

文
献
等

の
伝
承
に
も
か
な
り
の
創
作
的
部
分
を
含
ん
で
お
り
、
多
分
に

推
測
の
域
を
出
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡
の
現
存
す
る
位
置
を
仏
教
興
起
時
代
に
比
定
す
れ

ば
ア
ヴ
ァ
ソ
テ
ー
(
A
v
a
n
t
i
)

国
内
で
あ
り
、
都

ウ
ジ

ェ
ー
ニ
ー

(
U
j
j
e
n
i
,

U
jjain
)
の
東
方
ヴ
ィ
デ
ー
シ
ャ
(V
id
isa
)に
近
接
し
て
い
た
。
こ
の
仏

教
興
起
時
代
を
第

一
期
と
し
、
試
作
的
に
時
代
区
分
け
を
し
て
考
察
す

る
。
ま
ず
第

一
期
は
仏
教
興
起
時
代
、
第
二
期
は
釈
尊
滅
後

一
〇
〇
年

頃
、
第
二
結
集
が
開
催
さ
れ
た
時
代
、
第
三
期

は
そ
の
後
、

ア
シ
ョ
ー

カ
王
が
サ
ー
ソ
チ
ー
に
小
仏
塔
を
建
立
し
、
そ

の
傍
ら
仁
小
石
柱
を
残

し
た
時
代
、
第
四
期
は
紀
元
前
二
世
紀
シ

ュ
ソ
ガ

(
S
u
n
g
a
)

王
朝
期
仁

ス
ト
ゥ
ー
パ

(
s
t
u
p
a
)

が
拡
張
さ
れ
、

ほ
ぼ
現
存
す
る
遺
構
を
な
し
た

時
代
と
す
る
。

ま
ず
仏
教
興
起
時
代
、
釈
尊
の
教
え
は
各
階
層
、
民
族
な
ど

の
枠
を

越
え
自
由
に
、か
っ
平
等
に
わ
け

へ
だ
て
な
く
説
か
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
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さ
ら
に
仏
伝

の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
中
で
も
商
工
業
層
の

帰
依
者
が
多

い
こ
と
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
釈
尊

の
支
持
母
体
は
商
工

業
者
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
釈
尊
滅
後
、

仏
教

宣
教
活
動
の
社
会
的
基
盤
を
支
え
て
い
た

の
は
商
工
業
者

で
あ
り
、

そ
れ
ら

の
人
々
の
活
躍
な
く
し
て
仏
教

の
地
方
流
伝
は
あ
り
得
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
中
村
元
先
生
は
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
る
。
「
マ
ゥ
リ
ャ
王
朝
時
代

の
仏
教
、
少
な
く
と
も
考
古
学
的
遺
品
に

関
し
て
見
る
限
り
、
後

の
時
代
に
お
い
て
も
教
団
の
盛
衰
消
長
は

一
に

(4
)

商
工
業
者
の
運
命
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
。
こ
の
見
解
は
大

い

に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
サ
ー
ソ
チ
ー
の
碑
銘
文
を
見
れ
ば
比
丘

・
比
丘
尼

・
男
女

の
在
俗
信
者
が
寄
進
者
と
し
て
個
人
名
を
多
数
残
し

て
お
り
、
彼
ら

の
多
く
は
長
者
と
呼
ば
れ
る
商
工
業
層

の
人
々
で
あ

っ

た
。

マ
ゥ
リ
ヤ
王
朝
期
以
後

の
仏
教
展
開
と
比
較
す
る
時
、

こ
の
時
代

ま
で
の
仏
教
は
民
衆
的

・
大
衆
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
商
工
業
者

の
往
来
し
た
商
業

ル
ー
ト
に
は
、
北
と
南
の
通

商
路
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
特

に
南

の
通
商
路

(
D
a
k
k
h
i
n
a
p
a
t
h
a
)

と

し
て
サ
ー
ヴ
ァ
ッ
チ
ー
(
s
t
u
p
a
)
か
ら
パ
チ
ィ
ッ
タ
ー
ナ

(
P
a
t
i
t
t
h
a
-

n
a
)へ
の
道
が
栄
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー

タ
』
(S
u
tta
-N
ip
ata
)に
は
バ
ラ
モ
ソ
僧
バ
ー
ヴ
ァ
リ
ソ
(B
av
arin
)の

(5
)

帰

仏

の
話

が

伝

え

ら

れ

て

お

り
、

そ

こ

仁
は
彼

の
弟

子
達

は

ア

ラ
カ

国

の
首

都

パ

テ

ィ

ッ
タ

ー

ナ

(
P
a
t
i
t
t
h
a
n
a
)

か

ら

サ
ー

ヴ

ァ

ッ
テ

ー

へ
の

行

路

が

示

さ
れ

て

い

る
。

ま
ず

マ
ー

ヒ

ヅ
サ

テ

ィ
ー

ウ

ジ

ェ
ー

ニ
ー

-
ゴ

ー

ナ

ヅ
ダ

(
G
o
n
a
d
d
h
a
)
-
ヴ

ィ

デ

ー

シ

ャ

(V
e
d
is
a
)
-
ヴ

ァ

ナ

サ

(V
a
n
a
sa
)
-
コ

ー

サ

ソ

ビ

ー

(
K
o
sa
m
b
i
)
-
サ

ー

ケ

ー

タ

(S
ak
e
ta
)
を

経

て

サ

ー

ヴ

ァ

ッ

テ

ー

に

到

着

し

た

と

伝

え

る
。

ま

た
、

ジ

ャ

ー

タ

カ

(
J
a
t
a
k
a
)

文

献

に

も

ベ

ナ

レ

ス

の

商

人

が

ウ

ジ

(
6
)

エ
ー

二
ー

に
旅

行

し

た

こ
と

が

伝

え

ら

れ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
多

く

の
仏

伝

文

献

は

ア
ヴ

ァ

ソ
テ

ー

の
都

ウ

ジ

ェ
ー

ニ

ー
と

サ

ー

ソ
チ

ー
近

郊

の
町

ヴ

ィ
デ

ー

シ

ャ
は
通
商

路
上

に
存

在

し

た

こ
と

を
伝

え

て

お

り
、

仏

教

興

起

時

代

か

ら

か
な

り

栄

え

て

い
た

町

で

あ

っ
た

こ
と

が

推

察

さ

れ

る

の
で

あ

る
。

レ
ビ

ィ
氏

の
見

解

に
よ

れ

ば

ゴ

ー

ナ

ッ
ダ

は

サ

ソ

ス
ク

リ

ヅ
ト

の

G
o
n
a
rd
a

に
相

当

し
、

サ

ー

ソ

(7
)

チ
ー
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
ら
し
い
と
推
測
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は

示
し
て
い
な
い
。

釈
尊
の
十
大
弟
子
で
あ
る
マ
ハ
ー
カ
ヅ
チ
ャ
ー
ヤ
ナ
(
M
a
h
a
k
a
-

n
a
)
は
西
イ
ソ
ド

(バ
ル
カ
ッ
チ
ャ
)
出
身
の
僧
で
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
仏
教
興
起
時
代
す
で
に
西
イ
ソ
ド

に
ま
で
釈
尊

の
名
声
が
と

ど
ろ
き
、
仏
教
は
か
な
り
広
範
囲
に
伝
播
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、

こ
れ
ら
伝
播
の
担
い
手
は
商
工
業
者
の
往
来
人
で
あ
り
、
彼
ら
の
功
績

仁
よ
り
通
商
路
上

の
要
地
に
そ
れ
相
当
の
仏
教
建
築
物
が
建
立
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
期
は
釈
尊
滅
後

一
〇
〇
年
頂
、
第
二
結
集
が
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ

ー
で
お
こ
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
釈
尊
滅
後

の
仏
教
流
伝

の
様
相
、

サ
ー

ン
チ
ー
遺
跡

の
起
源

に
つ

い
て

(
1
)
(
宇
治
谷
)
 

八

一
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サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡

の
起
源

に

つ
い
て

(
1
)

(宇
治
谷
)
 

八

二

特

に
地
方
教
団
の
展
開
や
、
そ
の
動
静
を
推
察
し
て
み
る
。
第
二
結
集

は
、
そ

の
模
様
に
つ
い
て
諸
部
派

の
伝
承
に
部
分
的
に
は
相
違
が
あ
る

も

の
の
、
十
事

の
問
題
を
提
起
と
し
て
ヴ

ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
で
集
会
が

も
た
れ
た
と
い
う
点
で
は

一
様
で
あ
り
、
ま
た
釈
尊
滅
後

一
〇
〇
年
と

さ
れ
る

の
も
同
様
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

便
ち
伝
承
に
ょ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
族
出
身
の
比
丘
等
が
ヴ
ァ
イ
シ
ャ

ー
リ
ー
に
集
ま
り
、
食
事

・
作
法

・
教
団
運
営

・
金
銭
受
蓄
な
ど
十
種

の
行
為

に
関
し
て
戒
律
を
緩
め
る
よ
う
要
求
し
た

の
仁
対
し
、
保
守
派

の
長
老
や
、
西
イ
ソ
ド
の
長
老
達
が

こ
れ
に
反
対
し
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー

リ
ー
に
七
〇
〇
人
の
比
丘
を
集
め
て
結
集
を
開
き
、
十
種

の
行

為

は

す
べ
て
非
法
で
あ
る
と
斥
け
た
と
伝
え
る
。
保
守
派

の
長

老

ヤ

シ

ャ

(Y
asa
)は
ア
ヴ

ァ
ソ
テ
ー
と
ダ

ッ
キ
ナ
ー
パ
タ
、
及
び
パ
ー
テ
ヤ
ッ
カ

ー

(
P
a
t
h
e
y
y
a
k
a
)

の
比
丘
達

に
応
援
を
求
め
た
と
伝
え
る
。
従

っ
て
ア

ヴ

ァ
ソ
テ
ー
に
は
十
事
を
非
法
と
す
る
長
老
派

の
比
丘
た
ち
が
多
く
住

し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
伝
承
か
ら
、
当
時

(釈
尊
滅
後

一
〇
〇
年
頃
)
に
は
各
地
の

教
団
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
活
動
を
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
地
方
教
団

も
か
な
り
の
特
徴
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
第

二
結
集
は
ガ

ソ
ジ
ス
河
中
流
域
の
諸
都
市
に
よ
り
安
直
な
生
活
、
豊

か
な
状
況
の
中

で
恵
ま
れ
た
生
活
に
慣
れ
た
比
丘
と
遠
隔
地

の
厳
し
い
環
境
の
も
と
に

修
行
と
布
教
の
生
活
に
精
進
し
て
い
た
比
丘
と
の
対
立
と

も

み

ら

れ

る
。
今

こ
れ
だ
け
の
資
料
か
ら
当
時

の
サ
ー
ソ
チ
ー
地
方

の
仏
教
事
情

を
推
察
す
る
こ
と
は
至
難
で
は
あ
る
が
、
現
在
す
る
サ
ー
ソ
チ
ー
の
立

地
的
状
況
を
み
る
時
、
都
ヴ
ィ
デ
ー
シ
ャ
か
ら
の
距
離
、
及
び
小
高
い

丘
の
上
、

民
家
か
ら
隔

っ
た
静
寂

の
地
な
ど

の
事
由
か
ら
鑑
み
て
長
老

派
の
指
導

に
ょ
る
仏
教
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ

て
い
た
も

の
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
推
察
は
考
古
学
的
発
見
に
こ
の
時
代
に

朔
る
何
物
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
単
な
る
推
測
に
留
ま
る
も

の
で
あ
る
。

第
三
期
は
現
存
す
る
遺
構
か
ら
確
認
で
き
う

る
時
代
、
便
ち
ア
シ
ョ

ー
カ
王
が
小
仏
塔
を
建
立
し
、
小
石
柱
を
残

し
た
時
代
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡
か
ら
の
考
古
学
的
発
見
も
現
状
で
は

未
だ
確
固
た
る
証
拠
を
与
え
る
程
の
資
料
で
は
な
く
、

サ
ー
ン
チ
ー
の

初
現
的
様
相
、
及
び
歴
史
を
考
察
す
る
に
際

し
て
は
、
推
測
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第

一
塔
の
現
存
す
る
容
姿
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
創
建
当
時
を
物
語
る
も

の
で
は
な
く
、

ア
シ
ョ
ー
カ
王
建
立
の
昔
な
が
ら
の
姿
を
と
ど
め
て
い

る
の
は
南
塔
門
傍
に
残
存
す
る
小
石
柱
の
み

で
あ
る
。

こ
の
石
柱
に
は

碑
文
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
破
僧
伽
の
行
為
を
誠

め
て
い
る
。

ま
た
、

ス
リ
ラ
ソ
カ
史
伝
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
伝
承
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち

「
ア
シ
ョ
ー
カ
王

は
か

つ
て

ウ
ジ

ェ
ー
ニ

ー
の
副
王
で
あ

っ
た
時
、

ヴ
ィ
デ
ー
シ
ャ
に
至
り
、
そ
こ
で
デ
ー
ビ
ー

(D
ev
i
)妃
を
婆
り
、
ウ
ッ
ジ

ェ
ー
ニ
ヤ
と

マ
ヒ
ン
ダ

(
M
a
h
i
n
d
a
)

の
二
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子

と

サ

ソ
ガ

ミ

ッ
タ
ー

(
S
a
m
g
h
a
m
i
t
t
a
)

の
娘

を

も

う

け

た
。

後

に

マ

ヒ

ソ
ダ

は

ア

シ

ョ
ー
カ
王

の
命

を
受

け

ス
リ

ラ

ソ

カ
伝

道

の
た

め
、

そ

の
準
備

に
四
人

の
長
老

を
率

い
て

こ

の
地

を

訪

れ

る
。

母

デ

ー
ビ

ー

は

ヴ

ィ
デ

ー

シ

ャ

の
近
郊

の
支

提

耶

祇

離

(C
h
e
ti
y
a
g
i
r
i
)

の
僧

院

に

住

し

(8
)

て
お
り
、

マ
ヒ
ソ
ダ
は
そ
こ
仁

一
ヶ
月
滞
ま

っ
た
」
と
伝
え
る
。

こ
の
大
史

(
M
a
h
a
-
v
a
m
s
a
)

に
伝
え
ら
れ
る
支
提
耶
祇
離
は
サ
ー
ソ

チ
ー
の
地
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
氏
も
こ
の
支
提
耶
祇
離

は
多
分

サ
ー
ン
チ
ー
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
が
、

た
だ
し

(9
)

『
大
史

』
の
伝

承
が

正

し

い
と

す

れ

ば

と

注

釈

を
補

な

っ
て

い
る
。

現

状

の
解

釈

に
お

い

て
支

提

耶

祇

離

を

サ

ー

ソ
チ

ー

に

比
定

す

る
根

拠

は
、

ヴ

ィ
デ

ー

シ

ャ
近

郊

に
は

ア

シ

ョ
ー

カ
王

時

代

に
朔

り
う

る
遺

構

は
現

サ

ー

ソ
チ

ー

の
遺

構

を

の
ぞ

い
て

他

所

仁
存

在

し

な

い
こ

と

を
理

由

と

し

て

い

る
。

し

か

し
、

サ

ー

ソ
チ

ー

周
辺

の
遺

構
、

例

え
ば

ソ

ー

ナ

ー

リ
(
S
o
n
a
r
i
)
・

サ

ッ
ト
ダ

ー

ラ

ー

(S
a
td
h
a
ra
)・
ピ

パ

リ

ー

ヤ
(
P
ip
a
liy
a
)

・
ア

ソ
デ

ー

ル

(A
n
d
h
e
r
)
等

の
遺

構

は

一
八

五

四
年

の

カ

ニ
ソ

ガ

ム

(
1
0
)

氏
の
報
告
以
来
あ
ま
り
新
し
い
調
査
報
告
は
な
く
、
未
だ
解
明
せ
ら
れ

ざ

る
点
が
多
数
残

っ
て
お
り
、
こ
の
見
解
に
は
今

一
度

の
詳
細
な
る
調

査
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
れ
ら
の

論
拠
を
も

っ
て
支
提
耶
祇
離
を
サ
ー
ソ
チ
ー
と
比
定
す
る
の
は
あ
ま
り

に
早
計

で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
摩
詞
僧
祇
律
』
に
は
枝
提
山
中
に
持
律
尊
者
た
る
樹
提
陀
婆
が
住

し
て
お
り
、
あ
る
比
丘
が
戒
律
上
の
疑
問
を
持

っ
て
枝
提
山
の
樹
提
陀

(
1
1
)

婆
を
訪
ね
る
と
伝
え
る
。

こ
の
時
、
比
丘
は
ヴ
ァ
ナ
ー
ラ
シ
ー
か
ら

コ

ー
サ
ー
ソ
ビ
ー
を
経
て
枝
提
山
に
至

っ
た
と

い
う
。
前
述
し
た
南
の
通

商
路
、
及
び

『
異
部
宗
輪
論
』
が
伝
え
る
大
天

(
M
a
h
a
d
e
v
a
)

の
南
イ

ソ
ド
開
教
と
彼
が
住
し
た
と
い
う
制
多
山
と

の
関
連
を
思
う
時
、
枝
提

山
と
制
多
山
と
は
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
枝
提
山
と
は
南

の
通
商
路

の
線
上
に
存

し
て
い
た
と
推
測
す
る

の
で
あ
る
。

サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡
の
謎
と
さ
れ
る
の
に
、
中
国
か
ら

の
渡
来
僧
で
あ

る
法
顕

・
玄
婁
の
記
録
に
サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
様

々
な
事
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
少

な
く
と
も
現
存
す
る
サ
ー
ソ
チ
ー
の
位
置
関
係
か
ら
見
る
時
、
ヴ
ィ
デ

ー
シ
ャ
を
通
過
す
る
南

の
通
商
路
か
ら
は
や
や
隔

っ
て
お
り
、
そ
の
こ

と
が

一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
故
に
、
法
顕
、
玄

炎
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
時
に
は
折
悪
し
く
サ
ー
ソ
チ
ー
は
一
時
の
盛
況

を
失
な

っ
て
お
り
民
衆

の
話
の
中
に
登
場
し
な
か

っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『摩
詞
僧
舐
律
』
に
伝
え
ら
れ
る
枝
提
山
と

は
あ
る
特
定
の
地
域
を

指
す
も
の
で
は
な
く
、
大
衆
部
派
内
の
僧
院

の
構
築
上
の
名
称
用
語
で

あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
考
え
れ
ば
相
当
数

の
支
提

山
と
呼
ば
れ
る
僧
院
が
存
在
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『大
史
』

の
伝
え
る
支
提
耶
祇
離
と
大
衆
部
が
伝
持
す
る

『
摩
詞
僧
祇

律
』

の
支
提
山
と
も
関
連
づ
け
て
考
え
る
点

に
多
少
の
無
理
は
認
め
る

サ
ー

ン
チ
ー
遺
跡
の
起
源

に

つ
い
て

(
1
)

(
宇
治
谷
)
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サ
ー

ソ
チ
ー
遺
跡

の
起

源
に

つ
い
て

(
1
)

(宇
治
谷
)
 

八
四

も
の
の
の
、
そ

の
性
格
は
同

一
視
し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

第
四
期
と
し
て
は
新
た
に
第

二
塔
が
建
立
さ
れ
、
ま
た
第

一
塔
が
ほ

ぼ
現
存
す
る
遺
構
を
示
す
容
姿
に
増
広
さ
れ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
紀
元

前
二
世
紀
の
シ
ュ
ソ
ガ
王
朝
期
を
い
う
。

第
二
塔
は
、
外
周
を
欄
楯
に
よ

っ
て
か
こ
ま
れ
、
第

一
塔

の
よ
う
に

塔
門
は
存
在
し
な
い
が
、
欄
楯
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
残
存
し
、
塔
創
建

時
と
同
時
代
の
建
立
と
さ
れ
る
。
塔
内
か
ら
は
伝
道
師
達
の
名
前
を
刻

ん
だ
舎
利
壺
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
壷
銘
文
か
ら
サ
ー
ソ
チ
ー
の
古
代
名

が

K
ak
a
n
a
v
a
、ま
た
は

K
ak
a
n
a
y
a
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

銘
文
に
現
わ
れ
る

K
ak
a
m
v
a
-
Pgb
h
a
sa
n
a
の
名
前
は
サ
ー
ソ
チ
ー

第
二
塔
第
二
骨
壷
内
の

V
a
ch
i
-
S
u
v
i
j
a
y
a
t
a

の
遺
骨
の
寄
進
者
と
さ

れ
、

ア
ソ
デ
ー
ル

(A
n
dh
e
r
)第
二
塔
の
碑
文
に
よ
れ
ば
K
o
d
i
n
a姓

の

G
o
t
iの
子
と
さ
れ
る
。

こ
の
K
a
k
a
n
a
v
a

餌
は
モ
ー

ガ
リ
プ

ッ
タ
テ
ィ
ッ
サ

(
M
o
g
g
a
l
i
p
u
t
t
a
t
i
s
s
a
)

の
師
で
あ
る
と
す
る
説

(
1
2
)

も
あ
り
、
も
し
こ
の
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

サ
ー
ン
チ
ー
は
多
く

の

高
僧

・
指
導
者
達
を
輩
出
し
た
西
イ
ソ
ド
仏
教
僧
伽
の
中

心

地

で
あ

り
、
各
地
に
伝
道
師
を
派
遣
す
る
た
め
の
要
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
偲
ば

れ

る

の
で
あ

る
。

第

三
塔

か

ら

は
、

長

老

の

シ

ャ

ー
リ
プ

ト

ラ

(
S
a
r
i
-

p
u
t
ra
)
と

マ
ウ

ド

ガ

リ

ヤ

ー

ヤ

ナ

(M
a
u
d
g
a
l
y
a
y
a
n
a
)

の
舎

利

が

発

見

さ

れ

て

お
り
、

こ

の
こ

と

か

ら

も
、

当

時

の

サ
ー

ン
チ

ー

の
隆

盛

の
ほ

ど

を

立
証

す

る

も

の
で
あ

る
。

サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡

の
歴
史
を
考
察
す
る
に
際

し
、
試
み
に
四
期
に
わ

け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
性
を
背
景
に
サ
ー
ソ
チ
ー
遺
跡
に
つ
い
て
論
究

し
た
の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
そ

の
多
く
が
推
測
の
域
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
美
術
的
方
面
か
ら
の
考
察
に
較
べ
、
そ
の
解
明

が
未
だ
不
十
分
と
さ
れ
る
歴
史
的
考
察
は
課
題

で
あ
り
、
更
に
詳
細
に

わ
た
る
考
察

に
努
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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