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八
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S
iv
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i

徳

岡

亮

英

初
期
仏
教
に
於
け
る

「
念
仏
」
(
b
u
d
d
h
a
n
u
s
s
a
t
i
)
は

須
達
多
に
始
ま

(
1
)

り
、
提
婆
達
多
に
終
る
と
言
え
る
が
、
須
達
多
給
孤
独
の
帰
仏
物
語
に

S
i
v
a
d
k
a
-
d
v
a
r
a
が
、
提

婆
臨
終
帰
仏
の
偏

に

碧
笹
國ぼ

と
い
う
言
葉

が
出
て
く
る
。
こ
の
二
つ
は
互
に
関
係
の
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の

二
者
に
つ
い
て
の
疑
問
を
呈
し
て
諸
賢
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。

一
 
S
i
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a

給
孤
独
が
王
舎
城
で
初
め
て
釈
尊
に
見
え
、
優
婆
塞
と
な

っ
た
時
の

話
は
や
が

て
仏
教
界
周
知
の
故
事
と
な
り
、
種

々
脚
色
増
広
さ
れ
て
、

(
2
)

阿
含

本

縁

部

の
諸

経

典

、

広

律

の
臥

具

法

な

ど

、

二
十

余

の
典

籍

に
述

べ

ら

れ

て

い

る
。
S
.
1
0
.
8
の概

略

を
述

べ
る

と

左

の
如

く

で
あ

る
。

釈
尊
が
王
舎
城

の
寒
林

に
住
し
て
居

ら
れ

た
時
、
給
孤
独
も
あ

る
用
件
で
王

舎
城

に
来
て
い
て
、
仏
陀
が
世

に
出
ら
れ

た
と

い
う
事

を
聞
き

、
夜

の
ま
だ

明
け
き
ら
な
い
う
ち
か
ら
起
き

て
墓

地

へ
の
門

に
や

っ
て
来

る
と
、
諸
天
が

門
を
開
け
て
く

れ
、
町
を
出
た
が

、
急

に
あ

た
り
が
暗
く
な

っ
た

の
で
恐
ろ

し
く
て
身

の
毛
が

よ
だ
ち
、
引
き
返
そ
う
と

し
た
ら
、
S
i
v
a
k
a
 
y
a
k
k
h
a
が 姿

を
見
せ
ず

に
偶

文
で

「
百
象
、
百
馬
、
百
螺
車

に
着
飾

っ
た
百
千

の
少
女

も
、
今

一
歩
進
む
事

の
十
六
分
の

一
に
値

し
な

い
、
進
み
な
さ

い
、
引
き
返

す
よ
う
な
場
合
で
は
な
い
」
と
勧

め
、
あ
た
り
が
明
る
く
な

つ
た

の
で
進
も

う
と
す
る
と

又
暗
く

な
り
、
引
き
返
そ
う
と
す
る
と
又

智

穿

冨

の
声
。

三

度
目
に
前
進

し
て
、
寒
林

で
釈
尊

に
見
え
る
事
が
出
来
た
。
給
孤
独
が

よ
く

お
眠
り
に
な
ら

れ
ま
し
た
で
し

よ
う

か
と
挨
拶
す
る
と
、
釈
尊

は
偶

で

「
悟

を
得
た
者

の
眠
り
は
い

つ
も
安
ら

か
で
あ

る
」
と
答
え
ら
れ
た
。

こ
れ

に

対

応

す

る

雑

阿

含

経

五

九

二
経

は
左

の
如

く

で
あ

る
。

釈
尊
が
寒
林

に
住

し
て
居

ら
れ
た
時
、
給
孤
独
小
因
縁
が
あ

っ
て
王
舎
城

の

長
者
の
家
に
泊

っ
て
い
た
が

、
家
人
が
夜
遅
く
ま

で
御
馳
走
作
り

に
忙

し
く

し
て
い
る
の
で
、
長
者
に
、
婚
礼

で
も
あ

る
の
か
、
王
か
大
臣

で
も
見

え
る

の
か
と
尋
ね
る
と

、
明
日
仏

陀
と
そ

の
お
弟
子
達
を
食
事

に
お
招
き

し
て
い

る

の
だ
と

の
答
。
給

孤
独
仏
陀
と

い
う
名
を
初

め
て
聞

い
て
嬉
し
さ

に
身

の

毛
が
よ
だ
ち
、
長
者

は
仏
陀
と
そ
の
僧
伽

の
事
を
詳

し
く
話
し
て
く
れ

た
。

給
孤
独
明
日
が
待
て
ず
、
仏
陀

の
事

を
色

々
思

い
返

し
て
よ
く
眠
れ
ず
、
夜

は
ま
だ
明
け
て
い
な

い
の
に
明
け
た
と
思

っ
て
城
門

に
向

っ
た
。
城
門

は
初

夜

は
外
来
急
使

の
為
、
後
夜
は
早

出
の
人

々
の
為

に
開

い
て
い
る
が

、
城
門
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は
開

い
て
い
た

の
で
、
や
は
り
も
う
夜
が

明
け
た
の
だ
と
思

つ
て
城
門
を
出

た
が
、
あ
た
り
が
急

に
暗
く
な

つ
た

の
で
恐
ろ
し
く

て
身

の
毛
が

よ
だ
ち
、

人
、
非
人
な
ど
か
ら
恐
ろ
し

い
目
に
遭
わ
さ
れ
な
い
う
ち
に
引
き
返
そ
う
と

思

つ
た
ら
、
城
門
の
側

に
天
神
が

住
ん
で
い
て
、
城
門

か
ら
寒
林

ま
で
を
照

ら
し
、

「
百
馬

、
百
騒
車
」
、
「
雪
山
大
龍
象
」
、
「
金
菩
閣

国
女

百
人
」

の
三

偶
を
唱
え
、

一
偶
毎

に
進
み
な
さ
い
、
引
き
返
す

よ
う
な

場
合

で
は
な

い
と

勧
み
た
の
で
、
給
孤
独
が

一
体
貴
方

は
誰

か
と
聞
く
と
、
天
神

は
、
自
分

は

摩
頭
息
健
大
摩
那
婆

で
、
昔
長
者

の
善
く
知

つ
て
い
た
者

だ
が

、
舎
利
弗
目

連

に
帰
依

し
た

お
蔭

で
天
に
生
れ
、
此

の
城
門

を
受
け
持

っ
て
い
て
、
そ
れ

で
貴
方

に
進
み
な
さ

い
と
勧

め
た
の
だ
と
答

え
た
。
給
孤
独
寒
林

で
世
尊

に

見

え
て
挨
拶
し
、
世
尊

は
偶

で
答

え
ら
れ
、

つ
い
で
布
施

、
持
戒

、
生
天

の

福
事
な
ど
に

つ
い
て
説
法

さ
れ
、
給
孤
独
仏
法
僧

に
帰
依

し
て
優
婆
塞
と
な

「
っ
た
。
そ
な
た

の
名
前

は
何
と

い
う

の
か
、
須
達
多
と
申

し
ま
す
が
、
身
寄

り
の
な

い
者

の
面
倒
を
見

て
い
ま
す

の
で
、
給
孤
独
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
、

何
処

に
住
ん
で
居

る
の
か
、
拘
薩
羅

の
舎
衛
城

に
住

ん
で
い
ま
す

、
ど
う

か

一
度
舎
衛
城
に
も
お
越

し
下

さ
い
、
色

々
お
世
話
申

し
上
げ

ま
す
、
舎
衛
城

に
精
舎
が
あ

る
か
、
ご
ざ

い
ま
せ
ん
、
精
舎
を
建

て
て
比

丘
達
が
滞
在
出
来

る
よ
う
に
し
て
頂

け
る
か
、

お
出

で
頂
け
る
よ
う

で
し
た
ら
精

舎

を

建

て

て
、
お
越

し
の
節

に
は
比

丘

僧

の
方

々
も

お
泊
り
頂
け

る
よ
う

に
致

し
ま

す
。
世
尊
が
黙

っ
て
居
ら
れ
た

の
で
、
給
孤
独

は
自
分

の
招
待
を
受
け

て
頂

い
た

の
だ
と
知

っ
て
、
仏
足

に
稽
首
し
て
辞
去
し
た
。

こ

の
雑
阿

含

五

九

二
経

が

祇

園
精

舎

建

立

縁
起

の
標

準

的

な

も

の

で
、

こ
れ

よ
り
簡

単

な

も

の
、

こ
れ

よ

り
増

広

脚

色

さ

れ

た

も

の
が

あ

っ
た
り
し
て
、
二
十
余
の
説
話
の
新
古
は
一
概

に
決
め
ら
れ
な
い
。
大

体
に
於
て
、
パ
ー
リ
文
の
も
の
は
簡
で
、
梵
文
が
最
も
増
広
さ
れ
て
い

る
。
説
話
の
伝
承
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
伝
え
ら
れ
て
固
定
し
た
が
、
諸
漢

訳
は
そ
れ
以
後
の
印
度
本
土
に
於
け
る
増
広
を
受
け
て
中
間
的
な
存
在

と
な

っ
て
い
る
。
C
v
.
は雑
阿
含
五
九
二
経
の
給
孤
独
三
帰
の
所
ま
で

を
伝
え
、
南
伝
に
於
け
る
説
話
の
伝
承
は
こ
こ
ま
で
で
あ

る

と

考

え

ら
れ
る
。
臼乞

の
給
孤
独
が

「
五
百
輌

の
車
に
品
を
積
み
、
親
友

の
王

(3
)
 

(
4
)

舎
城
の
長
者
の
宅
に
行

っ
て
居
た
」
と
す
る
記

述

は
梵
文
臥
具
事

の

p
r
a
b
h
u
t
a
m
 
k
u
l
a
s
u
l
k
a
m
 
a
d
a
y
a
を

指
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
南
伝
が
梵
文
の
結
婚
話
を
知

つ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

給
孤
独
が
初
め
て
釈
尊
に
見
え
た
の
は
王
舎
城
塞
林
に
於
て
で
あ

つ

た
と
南
伝
も
雑
阿
含
五
九
二
経
も
述
べ
、
梵
文
破
僧
事
、
臥
具
事
も
そ

う
記
述
す
る
が
、
他
の
漢
訳
経
典
の
殆
ど
と
四
分
律
と
は
迦
蘭
陀
竹
園

で
あ
る
と
す
る
。
衆
許
摩
詞
帝
経
鳳
竹
林
精
舎
か
ら
塞
林
に
移

っ
て
居

ら
れ
た
と
し
、
梵
漢
蔵
の
破
僧
事
は
四
分
律
と
同
じ
く
竹
林
布
施
の
話

が
そ
の
前
に
あ

っ
て
、
話

の
始
に
は
釈
尊
は
竹

園
に
居
ら
れ
た
乏
す
る

が
、
話
の
中
で
は
釈
尊

の
居
場
所
は
塞
林
に
変

っ
て
い
る
。
給
孤
独
が

初
め
て
釈
尊
に
見
え
て
、
優
婆
塞
と
な
り
、
祇
園
精
舎
建
立
の
約
束
を

し
た
の
が
果
し
て
塞
林
で
あ

っ
た
の
か
竹
林
で
あ

っ
た
の
か
、
こ
の
歴

史
的
な
事
実
は
今
で
は
知
る
由
も
な
い
。

王
舎
城
の
城
門
は
初
夜
と
後
夜
と
は
開
い
て

い
た
と
す
る
記
述
は
南

伝
中
に
は
な
い
が
、
北
伝
で
は
梵
文
、
蔵
訳
、
雑
阿
含
経

の
外
に
、
別

S
i
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i
(
徳

岡
)
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S
i
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i
(
徳

岡
)

訳
雑
阿
含
経
、
中
阿
含
経
、
十
調
律
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
賢
愚
経

は
初
中
後
夜

の
三
時
と
も
開
い
て
い
て
、
給
孤
独
は
中
夜
に
門
を
出
た

と
記
述
し
、
摩
詞
帝
経
は
半
夜
に
月
明
り
で
出
門
し
た
と
す
る
。
現
代

の
R
a
j
g
i
r
の
観
光
案
内
書

に
は
V
i
b
h
a
r
a
 
h
i
l
l
と
V
i
p
u
l
a
 
h
i
l
l

と
の
山
裾

の
狭
隙
な
所
に
外
城

の
北
門
が
あ

っ
た
と
し
、
B
u
d
d
h
i
s
t

li
t
e
r
a
t
u
r
e
に

よ
る
と
と
し
て
、
あ
る
日
K
i
n
g
 
B
i
m
b
i
s
a
r
a
が

温
泉

で
浴
み
を
し
て
遅
く
な
り
、
帰
ろ
う
と

す

る

と
門

(多
分
此
の
北
門
)

が
閉

っ
て

い
た
の
で
、
B
u
d
d
h
a
と
V
e
n
u
v
a
n
a
 
m
o
n
a
s
t
e
r
y
で

夜
を

過
し
た
、
と
い
う
挿
話
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
の
頃
初
夜
と

後
夜
と
は
門
が
開

い
て
い
る
と
い
う
制
度
が
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
、
単

な
る
脚
色
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
今
は
そ
れ
も
知
る
事
が
出
来
な
い
。

雑
阿
含
五
九
二
経

の
話
が
知
れ
渡
る
に
つ
れ
て
、
王
舎
城
の
北
門

に

は
天
神
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
伝
説
が
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
y
a
k
k
h
a

の
名
前
は
ビ
ル
マ
版
、
N
a
l
a
n
d
a
版
で
は
S
i
v
a
k
a
で
、
漢
訳
は
戸
婆

(別
訳
雑
阿
含
経
)
、
湿
波

(中
本
起
経
)
、
大
勢

(十
論
律
)
と
あ
り
、
こ

れ
等
は
S
i
v
a
若
し
く
は
S
i
v
a
k
a
の訳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
や

が
て
こ
の

同
聾
招

の
名
は
門
の
名
前
と

な

り
、
王
舎
城

の
北
門
は

呵
門

(四
分
律
)
、
大
勢
神
門

(十
諦
律
)
、
善
自
在
城
門

(破
僧
事
)、
城

息
門

(中
阿
含
経
)
な
ど
と
呼
ば
れ
る
事
と
な
っ
た
。

王
舎
城

の
北
門
に

団蹄
昭

が
住
む
と
い
う
伝
説
が
固
定
し
て
か
ら
、

或
は
そ
こ
に

団
蹄
巽

を
祀
る
天
祠
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
給

孤
独
が
そ

の
天
祠
を
礼
拝
し
た
と
い
う
説
話
が
附
加
さ
れ

る
事

に

な

る
。
雑
阿
含
経
に
は
天
祠
礼
拝
の
件
は
な
い
が

、
別
訳
雑
阿
含
経
は
念

仏
に
よ
っ
て
光
明
が
其
の
身
を
照
ら
し
た
の
で
城
を
出
た
が
、
天
祠
が

あ
る
の
を
見
て
礼
拝
し
た
ら
暗
く
な
っ
た
と
し
、
摩
詞
僧
祇
律
も
祠
門

に
廻
向
し
た
ら
暗
く
な

っ
た
と
す
る
。
賢
愚
経

は
暗
な
く

っ
た
の
は
天

祠
を
礼
拝
し
念
仏
心
を
忘
れ
た
か
ら
で
あ
る
と

し
、
中
本
起
経
は
そ
の

祭
神
を
湿
波
と
す
る
が
、
梵
文
で
は
雑
阿
含
経

の
摩
頭
息
健
大
、
即
ち

M
a
d
h
u
s
k
a
n
d
h
a
天

子
が
そ
の
祭
神
で
あ
る
。
梵
文
で
は
こ
の
神

祠

(
5
)

は
s
t
h
a
n
d
i
l
a
と

な
っ
て
い
て
、
丁
度
日
本
の
建
物
の
鬼
門
の
空
地

の

よ
う
な
空
地
が
門
側
に
設
け
て
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
漢
訳
は
大
体
念

仏
と
関
説
し
て
天
祠
を
礼
拝
し
た
ら
暗
く
な

っ
た
と
す
る
が
、
梵
文
は

逆
に
、
暗
く
な

っ
た
の
で
引
き
返
そ
う
と
思
い
つ
つ
s
t
h
a
n
d
i
l
a
を

礼

拝
し
た
ら
、
天
子
が
城
門
か
ら
塞
林
ま
で
を
照
ら
し
て
く

れ

た

と

す

る
。
漢
訳
破
僧
事
は
こ
の
件
を
欠
い
て
い
る
。
摩
頭
息
健
大
の
話
は
古

く
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
南
伝
は
こ
の
話
は
知
ら

な
か
っ
た
ら
し
い
。
北
伝
で
も
、
四
分
律
は
こ
の
話
を
知
ら
ず
、
天
神

の
偶

の
あ
と
の
給
孤
独
と
天
神
と

の
問
答
で
天
神

は
た
だ

「我
是
伺
呵

神
」
と
答
え
る
だ
け
で
あ
る
。
賢
愚
経
、
五
分
律
は
こ
の
話
は
知

っ
て

い
て
、
問
答
は
な
い
が
、
こ
の
天
神
は
昔
給
孤
独
の
親
友
で
あ

っ
て
今

は
天

(
五
分
律
で
は
四
王
天
)
に
生
ま
れ
て
い
て
、
給
孤
独
を
守
護
し

た
の
で
あ
る
と
す
る
。や
が
て
、
M
a
d
h
u
s
k
a
n
d
h
a
と

い
う
m
a
n
a
v
a
。

で
昔

の
長
者
の
親
友
が
舎
利
弗
目
連
に
帰
依
し
て
四
王
天
に
生
れ
こ
の

城
門
に
住
ん
で
い
た
、
と
す
る
の
が
こ
の
天
子
前
生
の
定
説
の
よ
う
に
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な
り
、
別
訳
雑
阿
含
経
は
「昔
日
親
旧
、善
身
摩
納
」、
中
阿
含
経

「
前
世

是
汝
朋
友
、
蜜
器
年
少
」、
十
諦
律

「
前
世
時
是
汝
善
知
識
、
密
肩
婆
羅

門
」
、
有
部
律
破
僧
事

「昔
是
汝
善
友
、
摩
頭
肩
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
、
中
阿
含
経
は
前
世

の
帰
依
者
に
目
連
の
み
を
挙
げ
、
中

本
起
経
も
そ
う
で
あ
る
が
、
後
者
は
前
身
を

「
子
親
摩
因
提
」
と
し
て

違

っ
た
名
前
に
な
っ
て
い
る
。
又
、
摩
詞
帝
経
は

「我
昔
曽
為
舎
利
子

母
名
捺
識
難
也
、
摩
度
娑
健
駄
摩
睾
嚥
迦
」
と
あ
り
他
と
際
立

っ
た
相

違
を
見
せ
て
い
る
が
、
こ
の
舎
利
子
母
名
捺
識
難
也
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
舎
利

の
子
の
母
は
舎
利
で
あ
る
べ
き
で
、
他
本
で
は
こ
こ
に

「
舎

利
弗
目
連

に
帰
依
を
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
事
を
考
え
る
と
、
私

に
は
、
こ
の
漢
字
九
字
の
う
し
ろ
に
S
a
r
i
p
u
t
r
a
m
a
u
d
g
a
l
y
a
y
a
n
a
と

い
う
梵
語
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
な
ら
な
い
。

以
上
諸
漢
訳
を
中
心
に
、
舐
園
精
舎
縁
起
の
中
の
問
題
点
を
検
討
し

た
が
、
こ
れ
ら
二
十
余
の
説

話

の

中
で
は
梵
、
蔵
の
臥
具
事
が
最
高

に
増
広
さ
れ
、
そ
の
説
話
の
前
に
賢
愚
経
に
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

M
a
d
h
u
s
k
a
n
d
h
a
の

因
縁
話
が
附
加
さ

れ
て

い
る
。
臥
具
事
の
漢
訳

が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
梵
蔵
は
よ
く

一
致
す
る
。

給
孤
独
が
第
七
子
の
嫁
取
り
に
頬
杖
を
つ
い
て
い
る
の
を
見
て
、
M
a
d
-

h
q
s
k
a
a
n
d
h
a
と

い
う
m
a
n
a
v
a
の
v
a
y
a
s
y
a
(
同

年
の
、
同
年
の
者
、
友
)
が

代
り
に
王
舎
城
ま
で
行
っ
て
結
婚
話
を
ま
と
め
、
要
求
さ
れ
た
k
u
l
a
s
u
l
k
a

(結
納
)
を
持
っ
て
来
る
よ
う
に
と
手
紙
を
書
き
、
歓
待
さ
れ
過
ぎ
て
コ
レ

ラ
に
罹

っ
て
皆
か
ら
嫌
が
ら
れ
て
い
る
所
に
舎
利
弗
、
目
連
に
助
け
ら
れ
、

両
人
に
大
い
に
感
謝
帰
依
し
て

そ
の
騎
蔭
で
死
後
四
王
天
に
生
れ
、
毘
沙

門
天
か
ら
、
あ
の

(王
舎
城
の
)
S
i
v
i
k
a
-
d
v
a
r
a
の

住
人
に
な
れ
と
言
わ
れ

て
、
そ
こ
に
住
み
つ
い
た
。

一
方
給
孤
独
は
k
i
m
c
i
t
 
p
r
a
y
o
j
a
n
a
m
が

あ

る
か
ら
と
波
斯
匿
王
か
ら
暇
を
貰
い
、
莫
大
な
k
u
l
a
s
u
l
k
a
を

携
え
て
王
舎

城
に
や
つ
て
来
た
。

以
上
の
後
に
雑
阿
含
五
九
二
経
と
殆
ど
同
じ
本
話
が
続
く

の

で
あ

る

が
、
人
、
非
人
な
ど
の
恐
怖
の
所
で
、
雑
阿
含

に
な
い
k
u
l
a
s
u
l
k
a
へ

の
懸
念
が
述
べ
ら
れ
、
前
述
の
よ
う
な
天
祠
礼
拝

の
件
が
続
き
、
天
子

の
三
偶
以
下
は
又
雑
阿
含
と
よ
く

一
致
す
る
。

梵
漢
蔵
の
破
僧
事
、
梵
蔵
の
臥
具
事
を
比
べ
て
見
る
と
、
漢
蔵
の
破

僧
事
が
古
く
、
k
u
l
a
s
u
l
a
s
k
a
に

言
及
せ
ず
、
天
祠
礼
拝
の
件
も
な
く
、

城
門
所
居
天
神
s
g
o
-
n
a
 
g
n
a
s
-
p
a
h
i
 
l
h
a
が

塞
林
ま
で
を
照
ら
し
た

と
す
る
。
た
だ
蔵
訳
に
は
こ
の
門
に
つ
い
て
漢
に
な
い
語
l
h
o
-
p
h
y
o
g
s
-

k
y
i
(
S
l
t
.
 
f
d
i
s
t
j
e
w
a
,
 
南

方
)
が
入
れ
て
あ
り
、
梵
文
r
e
a
s
a
k
a

礼
拝

の
代
り
に
所
居
天
神
と
し
て
そ
の
所
居
の
門

の
説
明
と
し
て

「南

方
」
が
附
加
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
天
神
所
居

の
門
と
い
う
気
分
、

言
葉
は
既
に
南
伝
か
ら
あ
り
、
古
い
伝
承
が

こ
こ
に
顔
を
出
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
た
だ
困
る
の
は
、
南
伝
以
来
す
べ
て
の
説
話
で
は

こ
の
天
神
所
居
の
門
は
王
舎
城

の
北
門
で
あ
る
よ
う
に
見
え
、
又
実
際

そ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
こ
こ
で
蔵
訳
が
南
門
と
訳
し
て
い

る
事
で
あ
り
、
蔵
訳
は
破
僧
事
、
臥
具
事
と
も
数

回
出
て
来
る
門
を
す

べ
て
奇
妙
に
も
d
i
w
e
r
a
s
(
南

門
)
と
訳
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

S
i
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i
(
徳

岡

)
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S
i
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i
(
徳

岡
)

漢
蔵
破
僧
事
が
古
い
形
を
保

っ
て
い
て
、
d
f
t
r
e
q
o
e
w
e
に

言
及
せ
ず
、

天
祠
礼
拝

の
件
も
な
い
と
い
う
事
は
、
梵
文
破
僧
事
に
も
こ
の
二
件
は

も
と
も

と
な
か

っ
た
が
、
増
広
さ
れ
た
臥
具
事
の
中
味
を
あ
と
で
こ
こ

に
挿
入
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
梵
文
臥
具
事
は
前

述

の
よ
う
に
本
話

の
発
端
の
前
に
M
a
w
a
r
e
i
a
s
天子
の
因
縁
話
を

附
け
、
門

の
名
前
も
天
子
の
因
縁
話
に
出
て
来
る
門
は
s
d
g
w
i
t
s
と
な

っ
て
い
て
、
天
子
が
そ

の
因
縁
話
を
給
孤
独
に
話
す

所

で
も
s
i
f
g
e
s
e
k
a
r
a

で
あ
る
の
に
、
本
話
に
五
回
出
て
来
る
の
は
全
部
s
d
j
f
w
a
であ
る
。

即
ち
、
M
r
o
e
i
s
s
d
q
f
d
s
g
の

因
縁
話
が

出
来

た

時
、
門
は
a
j
d
f
a
s
r
a
-

dv
a
r
a
と呼
ば
れ
て
い
た
が
、
初
期
の
祇
園
精
舎
縁
起
で
は
s
j
f
d
s
s
a
-

dv
a
r
a
であ

っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
a
j
s
f
e
w
は
G
N
O
L
I
本
に

出
て
来
る
も
の
で
、
U
U
T
T
本
は
全
部
で
七
回
出
て
く
る
七
回
と
も
す

べ
て
s
n
f
w
e
i
j
e
r
a
と

な

っ
て
い
る
。
同
じ
G
j
r
i
e
w
a
r
の

写
本
で
も
時
代
が
違

う
か
ら

こ
う
い
う
事
に
な
る
の
か
、
又
そ
こ
に
は
校
訂
者
の
操
作
も
あ

る
よ
う

に
見
え
る
。
破
僧
事
の
場
合
す
べ
て
S
a
f
j
r
s
a
r
e
w
a
に

な

っ

て
い
て
、

こ
れ
は
梵
文
で
臥
具
事
の
中
味
を
挿
入
し
た
時
に
す
べ
て
を

S
i
v
i
k
a
に
統

一
し
た
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
、
写
本
で
は
d
f
j
w
e
d
s

と
あ

っ
た

の
を
校
訂
者
が
前
後
に
合
わ
せ
て
S
d
j
s
f
e
u
r
s
a
k
に

訂
正

し
た
所
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
は
写
本
筆
写
の
段
階
で
も
行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
こ
の
門
名
の
起
源
と
な
っ
た

ya
k
s
a
の名
前
は
S
i
v
k
s
d
a
f
r
e
で

あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
、

こ
れ

は
あ
る

y
a
k
s
a
の固
有
名
な
の
で
あ
る
。

問
題
は
こ
の
s
g
j
e
a
r
o
t
j
e
a
d
a
を

蔵
訳
者
が
何
故
j
d
s
a
e
w
と訳
し

た
か
で
あ
る
。
門
神

の
名
前
は
S
f
d
f
e
w
a
と
い
う
固
有
名
詞
で
、
後
に

出
来
た
話
の
M
a
j
s
f
q
w
a
r
e
a
と
い
う
の
は
そ
の
門
神
の
前
生
の
名

で
あ
る
。
そ
れ
が
梵
文
で
は
、
門
神
の
名
前
も
M
f
j
a
s
d
a
に

な

っ
て
了

っ
て
、
除
く欝
僧
と
い
う
名
は
忘
れ
ら
れ
、
門
の
名

前

に
の

み
残
り
、
S
j
d
k
f
a
j
w
e
の
S
d
j
f
a
s
e
s
r
と

い
う
言
葉

の
由
来
は
忘
れ

去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
梵
文
作
者
及
其
の
蔵
訳
者
は
南
伝
、
及
別
訳
雑

阿
含
経
、
中
本
起
経
、
四
分
律
な
ど
の
夫
々
S
d
s
f
a
e
婆
、
湿
波
、

呵
な
ど
と
す
る
天
神
名
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
四
分
律
も
は

じ
め
は
門
神

の
名
前
は
挙
げ
ず
に
門
名
を

呵
城
門
、

呵

門

と

す

る
。

呵
は
寧
ろ
門
名
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
蔵
訳

者
が
こ
の
h
a
s
s
d
a
j
f
d
a
が

も
と
も
と
y
a
k
a
s
t
r
a
の

固
有
名
で
あ

っ
た
事
を

知

っ
て
い
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
訳
し
方
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

玄
奨
の
新
王
舎
城
は
塞
林
に
造
営
さ
れ
た
と

い
う
伝
聞
、
塞
林
と
竹

林
が
話
の
中
で
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
事
、
考
古
学
的
に
も
新
王
舎

城
の
西
側
墾
壁
の
外
側
に
塞
林
の
あ

っ
た
事
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、

蔵
訳
者
が
S
d
a
s
f
u
a
を

固
有
名
詞
と
理
解

せ
ず
、
門
は
東
西
南
北
の
ど
れ
か
で
あ
る
と
考
え
た
の
な
ら
、
正
し
く

北
を
取

っ
て
、
北
門
、
b
u
a
r
r
e
d
s
と
訳
す
べ
き

で
あ

っ
た
。

王
舎
城

の
南
に
塞
林
が
あ

っ
た
と
智
度
論
は
伝
え
る
が
、
こ
の
説
は
霊
鷲
山
の

gq
r
d
h
r
a
の
連
想
か
ら
来
る
安
直
な
根
拠
の
な

い
説

の
よ
う
に
見
え
る
。

た
だ
、
新
王
舎
城
の
南
門
跡
は
現
在
も
は
つ
き

り
し
て
い
て
、
塞
林
は
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こ
の
門
の
近
く
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
蔵
訳
者
は
こ
の
門
の
事

を
考
え
て
l
h
o
-
s
g
o
と
訳
し
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

S
i
v
j
s
d
a
f
s
a
i
が
a
k
f
w
f
g
r
a
s
f
と

訳
さ
れ
て
い
る
事
を
初
め
て
指
摘
さ

れ
た
の
は
U
u
t
t
博士
で
あ
り
、
E
d
g
e
r
d
s
f
s
a
d
o
n
氏

は
自
分
の
辞
書

の
中
に

是
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
然
し
、
氏
は
、
蔵
訳
は
d
s
j
a
f
f
a
f
d
と

な
っ
て

い
る
か
ら
s
o
u
t
h
 
g
a
t
e
(
o
f
 
a
 
c
i
t
y
)
で

あ
る
、
と
し
乍
ら
も
、
結
局
、

I
 
o
d
a
n
n
o
t
 
d
k
l
d
d
i
g
t
r
h
a
,
 
と

述
べ
、
自
分
の
推
測

を

述

べ

て
、

b
u
t
 
o
d
a
n
n
o
t
 
d
k
l
d
d
i
g
t
r
h
a
,
 
と

さ
れ
て
い
る
。
実
際
不
可
解
な

訳
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
上
来

の
検
討
か
ら
見
て
、
b
y
d
s
k
g
d
s
a
と

訳
せ
ば
ま
だ
解
る
が
、
s
d
j
k
e
t
a
と

訳
す
の
は
、
こ
れ
は
d
s
s
a
s
g
d
a
は
d
s
k
a
f
a

の
訳
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
元
来
は
a
s
f
a
s
d
a

で
は
な
く
、
G
N
O
L
I
本は
a
s
n
f
d
a
 
a
s
i
a
i
k
a
な

ど

と

な

っ
て

い
て
、
こ
の
中
南
伝
S
d
s
f
f
a
s
a
と

同

一
の
S
d
f
j
s
f
a
が

本

来

の
名

で

あ
り
、
こ
れ
は
王
舎
城
の
多
分
北
門
に
住
ん
で
い
た
と
伝

え

ら

れ

る

饗
犀
沼

の
固
有
名
で
あ
る
。
龍
樹

の

「樹
」
が
A
r
j
u
n
a
の訳
で
は
な

く
、又
こ
の
蔵
訳
臥
具
事
で
前
出
の
v
a
y
a
s
y
a
を
、
g
r
o
g
s
(
M
v
.

76
9
4
)
とい
う
訳
が
あ
り
乍
ら
、
d
h
f
d
s
r
t
a
と

不
可
解
な
訳
を
し
て
い

る
よ
う
な
所
が
あ

っ
た
り
し
て
、
蔵
訳
は
時

々
そ
う
い
う
離
れ
技
を
す

る
事
が
あ

る
の
で
あ
り
、

こ
こ
の
d
f
a
d
e
t
g
a
o
も
a
d
k
f
a
e
a
の

訳
で
あ
る
と
い

う
よ
り
も
、
訳
者
が
何
ら
か
の
理
由
で
こ
れ
は
南
門
で
あ
る
と
思
い
込

ん
だ
た
め
の
所
産
な
の
で
あ
ろ
う
。
多
分
U
u
t
t
博
士
の
指
摘
も
批
判

的
な
立
場

の
も
の
で
、
不
審
だ
が
、
と
い
う
気
持
を
持

っ
た
指
摘
の
よ

う
に
見
え
る
。
諸
賢

の
御
教
示
を
期
待
す
る
者
で
あ
る
。

二
 
a
t
t
h
i
h
i

提
婆
達
多
は
そ
の
破
僧
の
行
為
に
よ

っ
て
無
間
獄
に
堕
し
、

一
劫
救

い
よ
う
が
な
い
と
釈
尊
に
よ
っ
て
授
記
さ
れ
、
そ
の
通
り
に
な
っ
た
と

す
る
の
が
諸
広
律
の
定
説
で
あ
る
が
、
根
本
有
部
律
だ
け
は
、
提
婆
は

臨
終
に
帰
仏
し
て
、
堕
獄
は
し
た
も
の
の
其
の
後
天
に
生
れ
、
究
極
的

に
は
僻
支
仏
に
な
る
と
世
尊

に
よ

っ
て
授
記
さ
れ
た
、と
す
る
。
こ
の
説

話
は
J
a
t
a
k
a
 
N
o
.
4
6
6
 
S
s
a
f
d
s
 
a
f
d
s
a
f
s
a

at
t
h
a
k
a
t
h
a
,
 
D
e
v
a
d
a
t
t
a
s
s
a
-
d
s
f
j
a
f
d
a
な

ど
に
も

(
6
)

見

え

る
。
J
a
t
a
k
a
 
N
o
.
4
6
6
の

概

要

を
述

べ

る
と

、

提
婆

は
仲
間

か
ら
も
親
族
か
ら
も
見

放
さ
れ
て
前
非
を
悔

い
、
釈
尊

に
赦

し

を
乞

い
に
行

っ
た
。
阿
難

の
と
な
り
な
し
も
空
し
く
、
彼
が
床
か
ら
降

り
る

や
否

や
、

大
地
が
割

れ
て
、
阿
鼻

地
獄
の
火
が
彼
を
取
り
巻
い
た
。
彼

は
如

来

の
徳

を
想

起
し
な
が
ら
、

こ
れ
等

わ
が

諸

の
骨
を
も
て
、
彼

の
優

れ
し
人

神

の
中

な
る
神
、
人
法

の
調
御
師

普
く

一
切

を
見
る
人
、
百

の
福
相
を
具
足
せ
る

か
の
仏
陀

に
、

わ
が
生
命

も
て
、
わ
れ
は
帰
命

し
奉
る

と

い
う
偶

を
唱
え
、
仏

に
帰
依
し
な
が
ら
阿
鼻
地
獄

に
堕
ち

て
行

っ
た
。

こ
こ

の
如

来

の
徳

を

想

起

す

る

と

い
う

事
が

念
仏
(
b
u
d
d
h
a
n
u
s
s
a
t
i
)

で
あ

る
が

、

こ

の
偶

文

の

「
諸

の
骨

を

も

て
」
と

い
う

の
が
a
t
t
h
i
h
i
と

S
i
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i
(
徳

岡

)
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Si
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i
(
徳

岡
)

い
う
言
葉

で
あ
る
。
こ
の
a
t
t
h
i
h
i
の
強
烈
な
印
象
に
よ
つ
て
こ
の
偶

は
よ
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
し
く
、
U
h
A
.
に
も
そ
の
ま
ま
載

(
7
)

っ
て
お
り
い
M
i
l
n
.
にも
載

っ
て
い
る
。
M
i
l
n
.
では
大
悲
者
、

一
切

智
者
と
言

わ
れ
る
釈
尊
が
、
破
僧
事
に
よ

っ
て
無
間
獄
に
堕
す
る
よ
う

な
提
婆
を
何
故
出
家
さ
せ
た
の
か
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
人
読

弁

家

の

王

M
e
n
a
k
d
j
a
s
の
難

問
に
対
す
る
d
n
s
a
t
g
a
t
の答

の
中
に
こ
の
偶
が

出
て
来
て
、
提
婆
は
臨
終
に
帰
仏
し
た
の
で
、
や
が
て
は
A
t
t
h
i
h
i
s
s
a
r
a

と
い
う
p
a
c
c
e
k
a
b
u
d
d
d
h
a
に

な
り
、
彼
の
苦
は
終
滅
す
る
か
ら
、
釈

尊
は
大
悲
者
と
い
う
名
に
は
背
か
な
い
、
と
い
う
の
が
N
a
g
a
s
e
a
n
の

難
問
に
対
す
る
答
で
あ

っ
た
。
U
h
A
.
に
も
こ
の
A
t
t
h
i
s
s
a
r
a
の

話

は
述
べ
ら
れ
あ
り
、
提
婆
が
臨
終

に
帰
仏
し
た
功
徳
に
よ
っ
て
僻
支
仏

に
な
る
と
い
う
話
も
よ
く
知
ら
れ
た
説
話
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

こ
の
A
t
t
h
i
s
s
s
a
r
a
が
a
t
t
h
i
h
i
と

い
う
言
葉

の
強
烈
な
印
象
か
ら
来

た
名
前
で
あ
る
事
は
明
瞭
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
梵
文
に
も
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
但
し
梵
文
に
は
南
伝
の
長
い
四
句
の
偶
は
伝
わ
ら
ず
、
提
婆
帰

仏

の
言
葉
は
e
s
o
 
h
o
m
 
a
s
t
h
i
t
o
 
p
i
 
b
h
a
g
a
v
a
n
t
a
m

Sa
r
a
s
a
f
j
d
s
a
f
a
s
と

い
う
短

い
言
葉
と
な

っ
て
い
る
。
a
t
t
h
i
h
i
と

い
う
強
烈
な
言
葉
だ
け
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
又
梵
文
で
は

pr
a
t
y
a
e
d
f
j
a
f
a
d
a
の

名
前
は
A
f
d
s
a
s
f
a
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
a
s
t
h
i

(骨
)
に
日
暮
を

つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
漢
訳

の

「具
骨
」
、
蔵
訳

の

r
u
-
p
a
 
c
a
n
は

そ
の
ま
ま
の
直
訳

で
あ
る
。
上
述

の
南
伝

の
四
旬
の

偶
は
人
の
今
は
の
際
の
言
葉
と
し
て
は
ど
ち
ら
か
と
い
う

と

長

す

ぎ

る
。
こ
の
偶
は
a
t
t
h
i
h
i
と
い
う
言
葉
の
面
白
さ
か
ら
喧
伝
さ
れ
た
の

で
あ

っ
て
、
こ
の
偶
は
人

の
臨
終
の
言
葉
と
し

て
は
真
実
味
が
薄

い
。

短
い
梵
文
及
そ

の
漢
訳
「今
日
我
身
乃
至
徹
骨
、
於
薄
伽
畔
至
心
帰
伏
」
、

蔵
訳
b
d
a
g
 
r
u
s
-
p
a
h
i
 
k
h
o
d
-
n
a
s
 
k
y
n
a

h
d
a
s
-
l
a
 
s
k
y
a
b
s
-
s
u
 
h
g
r
o
h
o
の

方
が

ふ
さ
わ
し
い
。

更
に
増

一
阿

(
8
)

含
経
巻
四
七
、
四
九
ノ
九
経
の

「南
無
仏
と
唱
え

よ
う
と
し
て
、
南
無

ま
で
し
か
唱
え
ら
れ
な
か

っ
た
か
ら
、
南
無
と
い
う
名

の
僻
支
仏
に
な

る
」
と
い
う
説
話
は

勝
れ
た
脚
色
で
真
に
迫

っ
て
い
る
。

前
述
の
梵
文
の
a
s
t
h
i
t
o
'
p
i
は
G
N
O
L
I
本

に
よ
る
と
う
写
本
に
は

a
s
t
h
i
t
i
r
 
a
p
i
と

あ
る
ち
し
い
。
U
u
t
t
博士
が
a
s
t
h
e
i
d
f
h
d
a
と

校
訂
し

て
あ
る
か
ら
と
し
て
G
N
O
L
I
本も
a
s
t
h
i
t
o
とし
て
あ
る
が
、

こ

の
校
訂
は
多
分
博
士
が
脚
注
に
あ
げ
て
あ

る
蔵
訳
r
u
s
-
p
a
h
i
 
k
h
o
n
-

口
器

の

口
器

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
k
h
j
a
s
f
d
d
a
s
(
内

部
)
ぼ
北
京

版
で
は
k
h
o
d
(
外観
、
表
面
)
に
見
え
、
前
者
は

「
心
」
に
通
じ
、
後

者
は

「身
」
に
通
じ
る
が
、
果
し
て
ど
ち
ら
が
正
し
い
の

で
あ

ろ
う

か
。
南
伝
の
a
t
t
h
i
h
i
は
明
ら
か
に

「身
体
」
で
、
漢
訳
も

「我
身
乃

至
徹
骨
」
と
あ
る
か
ら
、
「身
」
に
通
じ
る
k
h
o
d
の方
が
よ
い
よ
う
に

見
え
る
。
身
体
の
時
は

「身
体
で
」

と
言
う
が
、

心
の
場
合
は

「
心

か
ら
」
と
言
う
。
U
u
t
t
博士
は
こ
の
蔵
訳
を
f
r
o
m
 
s
k
e
l
t
o
n
と

英
訳

し
て
居
ら
れ
る
が
、

一
寸
奇
異
で
あ
る
。
b
u
 
s
k
e
l
t
o
n
と

す
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
n
a
s
は具
格
を
訳
す
時
も
使
用
さ
れ
る
か
ら
、
こ
こ
は

as
t
h
i
b
h
i
r
 
a
p
i
と

校
訂
す
る
方
が
よ
い
よ
う
に
見
え
る
a
t
t
h
i
h
i
は -284-



腸
ら
か
に
具
格
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
る
と
南
伝
以
来
の
気
分
も
生
か

さ
れ
、
し
か
も
写
本
の
文
字

の
形
の
上
か
ら
で
も
、
b
h
s
a
f
a
s
の
方
が

to
 
p
i
より
も
t
i
r
a
p
i
に
近
い
。
諸
賢

の
御
教
示
を
待
つ
者
で
あ
る
。

1
 
日
本
佛
教
學
會
年
報
五
十
四
號
、
頁
六
五
-
八
七
、
初
期
仏
教
に
於

け
る

「念
仏
」
の
体
系
に
つ
い
て
、
徳
岡
亮
英
。

2
 
(
1
)
S
.
1
0
.
8
,
S
u
d
a
t
t
o
=
(
2
)
雑

阿
含
経
五
九
二
経
、
=
(
3
)
別

訳
雑
阿

含
経
一
八
六
経
、
(
4
)
S
a
r
a
t
t
h
a
 
p
a
k
a
s
i
n
i
,
 
(
5
)
中

本
起
経
巻
下
須
達

品
、
(
6
)
中
阿
含
経
二
八
教
化
病
経
、
(
7
)
出
曜
経
巻
二
七

(大
正
四
、
七

五
六
)
.
(
8
)
賢

愚
経
巻

一
〇
須
達
起
精
舎
品
、
(
9
)
衆

許
摩
詞
帝
経
巻

一
一

(同
三
、
九
六
六
)
、
(
1
0
)
J
N
4
S
a
n
t
i
k
e
、
(
1
1
)
v
i
n
.

HI
.
 
4
9
2
,
A
n
a
t
h
a
p
i
n
d
i
k
a
v
a
t
t
h
u
)
,
(
1
2
)
四

分
律

巻
五
〇
房
舎
漣

度

初

(
同
二
二
、
九

三
六
)
、
(
1
3
)

五
分
律

巻

二

五

臥

具

法

(
同
、

一
六

六

)
、
(
1
4
)

摩
詞
僧
祇
律
巻

二
三
雑

講
祓
渠
法

一

(
同
、
四

一
二
)
、
(
1
5
)

十

調
律
巻

三
四
臥
具
法

(
同

二
三
、

二
四
二
)
、
(
1
6
)

根
本
説

一
切
有

部

毘

奈
耶
破
僧
事
巻

八

(
同
二
四
、

一
三
八
)
、
(
1
7
)
T
h
e
 
G
i
l
g
i
t
 
M
a
n
u
s

gq
y
 
g
s
h
i
,
 
C
e
 
7
5
a
-
7
8
a
(
影

印
北
京
版
四

二
巻
頁
五
八
-

五
九
)
、
(
1
9
)

-
1
9
0
a
(
同四

一
巻
頁

三

一
四
-

六
)
。

3
 
南

伝
大
蔵
経
巻

二
八
、
小
部
経
典

六
、

一九

八
頁
。

4
 
C
v
.
は給
孤
独

の
三
帰
ま

で
を
述
べ
、
そ

の
後

は
そ

の
翌
日
給

孤
独

が
仏
僧

を
食
事

に
招

待
し
た
と

い
う
違
う
話
に

な

っ
て
い
て
、
こ
れ

は

四
分
律
と

圃
じ
で
あ
る
。
給
孤
独
が
王
舎
城

に

来

た

用
件
k
e
n
a
c
i
d

e
v
a
 
k
a
r
a
n
i
y
e
n
a
を
S
a
r
a
t
t
h
a
 
p
a
k
a
s
i
n
i
は
v
a
n
i
j
j
a
-
k
a
m
m
a
m

(p
.
3
1
1
)
(
商
用
)

で
あ
る
と
注
釈

し
て
い
る
が
、

こ
れ

は
常

識

的

な

解
釈
で
、
諸
漢

訳
は
雑
阿
含
と

同
じ
く

「
小
因
縁
」
、
「
少
有
所
為
」
な

ど
と
す
る
が

、
四
分
律

は

「
田
業
」
、

五
分
律

は

「
三
十
万
金

銭

年
年

来
債
」
と
少

し
立
ち
入

っ
た
解

釈
を
し
、
賢

愚
経

に
な

る
と

「
為
児
求

妻
」
と

い
う
話
に
発

展
す

る
。
こ
れ
は
梵
文
と
そ

の
蔵
訳

の
説
之
同

じ

で
、
賢
愚
経

の
翻
訳
年
代
西

歴
四
四
五
年
以
前

に
梵
文

の
説
話

は
成
立

し
て
い
た
事

に
な
る
。
賢

愚
経

は
こ
の
前

に

「
須
達
…
大
載
珍
宝
趣
王

舎
城
」
と
述
べ
、
こ
れ
ば
梵

文
の
p
r
a
b
h
u
t
a
m
 
a
d
a
-

y
a
に
相

当

し
、
一
乞

の
記
述
と
も
合
う
が

、
果

し
て
J
N
の

作
者

は

仏
音

の
知
ら
な
か

っ
た
ら
し

い
梵

文
の
脚
色

を
知

っ
て
い
た

の
で
あ

ろ

う
か
。
J
N
の

こ
の
記
述
は
y
a
k
k
h
a
の唱

え
た
偶

の
先
取

り
に
過
ぎ

な

い
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

5
 
蔵
訳
は
f
d
a
d
q
a
d
d
a
で
、
M
v
.
で
は
こ
れ
は
a
v
s
d
f
a
s
t
j
a

に
当
て
て
あ
り
、
小
祠
堂
が

あ

つ
た
よ
う

に
も
見

え
る
が
、
蔵

訳
者
が

そ
う
考
え
た
に
し
て
も
、

こ
こ
は
或
は
囲
い
だ
け

は
し

て
あ

る
空

地
の

よ
う

に
見
え
る
。

6
 
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
破
僧
事

巻

一
〇

(
大
正
二
四
、

一
四
九
-

五
〇
)
、
G
i
l
g
i
t
 
M
a
n
u
s
c
r
i
p
t
s
 
v
o
l
.
I
I
I
,

d
b
y
e
n
-
g
y
i
 
g
s
h
i
,
 
C
e
2
6
6
b
-
2
6
7
b
(
影

印

北
京
版

四
二
巻
頁

一
三
四

-

五
)
、
s
j
d
s
a
t
s
r
e
 
1
5
8
;
 
1
4
7
-
1
4
8
;

8
 
大
正

二
、
八
〇
四
-

六
。

「
<
キ
ー
ワ
ー
ド
V

王
舎
城
北
門
、
給
孤
独
、
提

婆
、
臥
具
事
、
破
僧
事

(
西
山
短
期
大
学
教
授
)

S
i
v
a
k
a
-
d
v
a
r
a
と
a
t
t
h
i
h
i
(
徳

岡
)
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