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は
じ
め
に

桓
武
天
皇
の
時
代
は
︑
遷
都
に
伴
う
平
城
京
寺
院
の
移
転
が
認
め
ら
れ
ず
︑
厳

し
い
僧
侶
統
制
策
も
行
わ
れ
た
一
方
︑
最
澄
・
空
海
が
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
唐

に
渡
っ
た
時
代
で
あ
り
︑
日
本
古
代
仏
教
史
の
画
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
︑
多
く
の

研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
︒
か
つ
て
薗
田
香
融
氏
は
︑
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代

初
期
に
か
け
て
の
得
度
制
度
の
変
遷
の
検
討
を
通
じ
て
︑
延
暦
十
七
年
︵
七
九

八
︶
を
画
期
と
し
て
学
僧
の
育
成
方
針
が
大
き
く
転
換
し
た
と
述
べ
た(

)

︒
桓
武
朝

1

を
仏
教
史
上
の
画
期
と
み
る
代
表
的
な
学
説
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
︑
政
策
の
特
質
を
段
階
的

に
把
握
す
る
こ
と(

)

や
奈
良
時
代
の
政
策
と
の
関
連
へ
の
着
目(

)

等
か
ら
︑
そ
の
再
検

2

3

討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
︒
仏
教
政
策
の
再
検
討
は
︑
桓
武
朝
自
体
の
評
価
の
再
検

討(

)

と
も
関
わ
る
重
要
な
課
題
と
考
え
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
桓
武
朝
の
僧
侶
統

4制
策
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通

じ
て
︑
仏
教
史
上
の
桓
武
朝
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
た
い
︒

桓
武
朝
の
仏
教
政
策
が
厳
し
い
統
制
色
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が(

)

︑
高
田
淳
氏
は
︑
長
岡
京
遷
都
と
早
良
親
王
廃
太

5

子
と
の
関
係
を
論
じ
る
中
で
桓
武
朝
の
仏
教
統
制
策
を
検
討
し
て
い
る(

)

︒
高
田
氏

6

は
︑
仏
教
統
制
策
の
う
ち
︑﹁
僧
尼
の
行
動
・
規
律
に
関
す
る
統
制
﹂
と
︑﹁
寺
院

の
経
済
行
為
に
対
す
る
統
制
﹂
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
お
り(

)

︑
こ
れ
ら
は
﹃
続
日

7

本
紀
﹄
︵
以
下
︑﹃
続
紀
﹄︶
宝
亀
十
一
年
︵
七
八
〇
︶
正
月
丙
戌
詔(

)

に
み
え
る
僧
俗

8

の
区
別
を
明
確
に
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と

し
︑
仏
教
と
政
治
を
分
離
す
る
こ
と
が
﹁
仏
教
政
策
の
最
大
の
眼
目
﹂(

)

で
あ
っ
た

9

と
い
う
︒
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
︑
長
岡
遷
都
と
廃
太
子
は
聖
武
朝
以
来
の
崇
仏
政
治

か
ら
の
転
換
と
評
価
し
て
い
る
︒

遷
都
や
廃
太
子
に
対
す
る
高
田
氏
の
見
解
の
是
非
に
つ
い
て
は
措
い
て
お
く
と

し
て
も
︑
本
稿
で
も
検
討
す
る
よ
う
に
︑
桓
武
朝
で
は
破
戒
僧
や
僧
俗
の
接
触
の

取
り
締
ま
り
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
か
か
る
時
期
の
仏
教
統
制
策
に
僧
俗
の

区
別
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
肯
首
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
高
田
氏
は
︑
光
仁
・
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
が
山
林
修
行
重
視
や
﹁
出
塵

行
道
﹂
を
旨
と
し
て
い
た(

)

と
す
る
池
田
源
太
氏
の
研
究
に
依
拠
し
︑
か
か
る
思
想

10

に
基
づ
い
て
僧
俗
︑
さ
ら
に
は
政
治
と
宗
教
の
分
離
が
図
ら
れ
た
と
指
摘
し
た
︒

し
か
し
︑
桓
武
朝
に
お
け
る
僧
俗
分
離
が
如
何
な
る
思
想
に
基
づ
い
て
い
た
の
か

に
は
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
特
に
破
戒
僧
に
対
し
て
と
ら
れ

た
措
置
に
は
︑
桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
の
思
想
的
基
盤
を
把
握
す
る
た
め
に
も
更

な
る
検
討
が
必
要
と
考
え
る
︒

奈
良
時
代
前
半
に
も
僧
俗
の
区
別
を
目
的
と
し
た
僧
尼
統
制
が
行
わ
れ
て
い

た(

)

︒
し
か
し
︑
そ
れ
と
比
較
す
る
と
︑
桓
武
朝
に
は
︑
僧
尼
︱
︱
僧
侶
の
取
り
締

11ま
り
が
殆
ど
で
あ
る
︱
︱
を
捕
ら
え
た
後
の
措
置
と
し
て
︑
寺
院
か
ら
の
擯
出

︵
追
放
︶
が
集
中
的
に
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
に
も
桓
武
朝
の
統

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
と
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
注
釈
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制
策
の
特
質
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

か
か
る
措
置
に
つ
い
て
吉
田
一
彦
氏
は
︑
僧
尼
令
に
み
え
る
外
配
と
は
異
な
る

追
放
刑
で
あ
る
と
指
摘
し
た(

)

︒
僧
尼
令

外
国
寺
条
に
は
﹁
凡
僧
尼
︑
有
レ

犯
二

12

25

百
日
苦
使
一

︑
経
二

三
度
一

︑
改
配
二

外
国
寺
一

︒
仍
不
レ

得
レ

配
二

入
畿
内
一

︒﹂
と
あ

り(

)

︑﹁
百
日
苦
使
﹂
に
相
当
す
る
犯
罪
を
三
度
犯
し
た
場
合(

)

︑
外
国
に
配
す
る
と

13

14

さ
れ
て
い
る
︒
吉
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
桓
武
朝
に
お
け
る
僧
侶
の
擯
出
は

僧
尼
令
と
合
致
し
な
い
︒
で
は
︑
か
か
る
政
策
は
何
に
依
拠
し
た
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
︒

筆
者
は
以
前
奈
良
時
代
の
戒
師
招
請
に
つ
い
て
︑
唐
・
道
宣
の
著
作
を
取
り
上

げ
て
受
戒
の
意
義
を
検
討
し
︑
受
戒
し
た
僧
侶
が
存
在
す
る
こ
と
が
護
国
に
繋
が

る
と
い
う
論
理
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た(

)

︒
つ
ま
り
︑
仏
教
政
策
を
仏
教

15

思
想
・
信
仰
と
の
関
係
か
ら
捉
え
直
し
た
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
も
か
か
る
視
角
に

よ
る
分
析
を
試
み
た
い
︒

第
一
章

奈
良
時
代
の
僧
侶
統
制
策

第
一
節

養
老
年
間
の
僧
尼
統
制
策

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
︑
特
に
行
動
を
問
題
視
さ
れ
た
僧
侶
の
取
り
締
ま
り
を

中
心
に
︑
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
本
節
で
は
奈
良
時
代
の
僧
尼
取
り

締
ま
り
を
検
討
す
る
︒

ま
ず
﹃
続
紀
﹄
養
老
元
年
︵
七
一
七
︶
四
月
壬
辰
条
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒

当
該
条
は
︑
平
城
京
で
活
動
す
る
僧
尼
の
問
題
点
を
三
つ
掲
げ
て
お
り
︑
そ
の
中

に
行
基
へ
の
批
判
が
見
え
る
︒

凡
僧
尼
︑
寂
二

居
寺
家
一

︑
受
レ

教
伝
レ

道
︒
准
レ

令
云
︑
其
有
二

乞
食
一

者
︑
三

綱
連
署
︑
午
前
捧
レ

鉢
告
乞
︒
不
レ

得
三

因
レ

此
更
乞
二

余
物
一

︒
方
今
小
僧
行

基
并
弟
子
等
︑
零
二

畳
街
衢
一

︑
妄
説
二

罪
福
一

︑
合
二

構
朋
党
一

︑
焚
二

剥
指

臂
一

︑
歴
門
仮
説
︑
強
乞
二

余
物
一

︑
詐
称
二

聖
道
一

︑
妖
二

惑
百
姓
一

︑
道
俗
擾

乱
︑
四
民
棄
レ

業
︑
進
違
二

釈
教
一

︑
退
犯
二

法
令
一

︒
二
也
︒

僧
尼
令
１
観
玄
象
条
や
５
非
寺
院
条
か
ら
の
引
用
で
条
文
が
構
成
さ
れ
て
お
り
︑

行
基
等
の
活
動
実
態
を
ど
れ
ほ
ど
踏
ま
え
た
も
の
な
の
か
判
然
と
し
な
い
上
︑
具

体
的
な
取
り
締
ま
り
内
容
も
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
行
基
等
の
活
動
が
僧
尼
令
違
反

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒

行
基
の
名
こ
そ
見
え
な
い
が
︑
同
じ
く
平
城
京
の
僧
尼
の
活
動
を
取
り
締
ま
る

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
三
︑
僧
尼
禁
忌
事
︑
養
老
六
年
︵
七
二
二
︶
七
月
十
日
太
政

官
奏
に
は
︑

太
政
官
謹
奏

垂
レ

化
設
レ

教
︑
資
二

章
程
一

以
方
通
︒
導
レ

俗
訓
レ

人
︑
違
二

彝
典
一

而
即
妨
︒

近
在
京
僧
尼
︑
不
レ

練
二

戒
律
一

︑
以
二

浅
識
軽
智
一

︑
巧
説
二

罪
福
之
因
果
一

︑

門
底
廛
頭
︑
訟
誘
二

都
裏
之
衆
庶
一

︒
内
黷
二

聖
教
一

︑
外
虧
二

皇
猷
一

︒
遂
令
下

人
之
妻
子
︑
動
有
二

事
故
一

︑
自
剃
二

頭
髮
一

︑
輙
離
中

室
家
上

︒
無
レ

懲
二

綱

紀
一

︑
不
レ

顧
二

親
夫
一

︒
或
於
二

路
撹
一

負
レ

経
捧
レ

鉢
︑
或
於
二

坊
邑
一

害
レ

身

焼
レ

指
︒
聚
宿
為
レ

常
︑
妖
訛
成
レ

群
︒
初
似
二

脩
道
一

︑
終
為
二

奸
乱
一

︒
永

言
二

其
弊
一

︑
特
須
二

禁
制
一

︒
望
請
︑
京
城
及
諸
国
々
分
遣
下
二

判
官
一
人
一

︑

監
二

当
其
事
一

︑
厳
加
中

捉
搦
上

︒
若
有
二

此
色
一

者
︑
所
由
官
司
即
解
二

見

任
一

︒
其
僧
尼
一
同
下

詐
称
二

聖
道
一

︑
妖
中

惑
百
姓
上

︑
依
レ

律
科
レ

罪
︒
其
犯

者
即
決
二

百
杖
一

︑
勒
還
二

郷
族
一

︒
主
人
隣
保
及
坊
令
里
長
並
決
二

杖
八
十
一

︒

不
レ

得
二

官
当
蔭
贖
一

︒
量
レ

状
如
レ

前
︒
︵
後
略
︶

と
あ
り
︑﹁
京
城
及
諸
国
々
分
遣
二

判
官
一
人
一

﹂︑
つ
ま
り
俗
官
に
取
り
締
ま
り

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
後
半
の
﹁
詐
称
二

聖
道
一

︑
妖
二

惑
百
姓
一

﹂

は
︑
僧
尼
令
１
観
玄
象
条
に
合
致
す
る
内
容
が
見
え
︑
本
官
奏
で
は
︑
か
か
る
行

動
に
対
し
て
は
﹁
依
レ

律
科
レ

罪
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が(

)

︑
前
半
に
列
記
さ
れ
て

16

い
る
問
題
行
動
を
起
こ
し
た
僧
尼
は
﹁
厳
加
二

捉
搦
一

﹂
と
あ
る
の
み
で
︑
そ
の

二
八
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後
ど
の
よ
う
な
処
分
が
下
さ
れ
る
か
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
の

主
な
取
り
締
ま
り
対
象
は
勿
論
僧
尼
だ
が
︑
僧
尼
の
活
動
を
見
逃
し
て
い
る
俗
人

も
処
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
る(

)

︒
17

以
上
︑
養
老
年
間
の
僧
尼
取
り
締
ま
り
を
概
観
し
て
き
た
が
︑
実
効
性
は
措
い

て
お
く
と
し
て
も
︑
僧
尼
令
に
則
っ
て
国
家
が
問
題
視
し
た
僧
尼
を
取
り
締
ま
ろ

う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
︑
俗
人
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
︒

第
二
節

奈
良
時
代
に
お
け
る
擯
出

擯
出
は
前
節
で
取
り
上
げ
た
史
料
に
は
見
え
な
か
っ
た
が
︑
吉
田
氏
の
研
究
を

参
照
し
つ
つ
︑
桓
武
朝
以
前
に
お
け
る
僧
尼
の
外
国
等
へ
の
追
放
事
例
を
見
て
み

る
と
︑
必
ず
し
も
﹁
擯
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
が
︑
少

な
く
と
も
七
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る(

)

︒
18

例
え
ば
︑
①
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
二
年
︵
七
五
八
︶
八
月
庚
子
朔
条
が
挙

げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
淳
仁
天
皇
即
位
時
の
記
事
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
﹁
其
依

レ

犯
擯
出
僧
等
︑
戒
律
無
レ

闕
︑
移
近
二

一
国
一

︒﹂
と
あ
り
︑
淳
仁
以
前
︱
︱
孝
謙

天
皇
朝
で
あ
ろ
う
か
︱
︱
に
僧
侶
の
擯
出
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

﹁
戒
律
無
レ

闕
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
破
戒
僧
の
擯
出
と
考
え
ら
れ
る(

)

︒
19

他
︑
列
記
す
る
︒
②
薬
師
寺
僧
行
信
を
厭
魅
の
廉
で
下
野
薬
師
寺
に
﹁
配
﹂︒

罪
は
遠
流
に
当
た
る
と
い
う
︵﹃
続
紀
﹄
天
平
勝
宝
六
年
︿
七
五
四
﹀
十
一
月
甲
申

条
︶
︑
③
土
佐
国
道
原
寺
僧
専
住
を
﹁
誹
二

謗
僧
綱
一

︑
无
レ

所
二

拘
忌
一

﹂
と
の
理

由
で
伊
豆
嶋
に
﹁
配
﹂
︵﹃
同
﹄
天
平
勝
宝
八
歳
︿
七
五
六
﹀
七
月
癸
酉
条
︶
︑
④

﹁
殉
レ

心
以
縦
二

奸
悪
一

﹂
し
た
善
神
と
︑
宿
徳
を
罵
っ
た
専
住
を
佐
渡
に
﹁
擯
﹂︒

専
住
は
﹁
戻
性
不
レ

悛
︑
醜
声
滋
彰
﹂
の
た
め
︑
還
俗
さ
せ
差
科
に
従
わ
せ
た

︵﹃
同
﹄
天
平
宝
字
三
年
︿
七
五
九
﹀
五
月
庚
辰
条
︶
︑
⑤
博
戯
を
し
︑
僧
範
曜
を
殺
し

た
薬
師
寺
僧
華
達
を
還
俗
さ
せ
て
陸
奥
国
桃
生
柵
戸
に
﹁
配
﹂
︵﹃
同
﹄
天
平
宝
字

四
年
︿
七
六
〇
﹀
十
二
月
戊
寅
条
︶
︑
⑥
法
参
議
基
真
を
︑
師
主
法
臣
円
興
を
﹁
凌

突
﹂
し
た
と
し
て
飛
騨
国
に
﹁
擯
﹂
︵﹃
同
﹄
神
護
景
雲
二
年
︿
七
六
八
﹀
十
二
月
甲

辰
条
︶
︑
⑦
法
均
尼
を
還
俗
さ
せ
備
後
国
に
﹁
配
﹂
︵﹃
同
﹄
神
護
景
雲
三
年
︿
七
六

九
﹀
九
月
己
丑
条
︶
︒

②
は
政
治
情
勢
と
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る(

)

︒
⑥
・
⑦
も
吉
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
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に
政
治
的
な
処
分
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
③
～
⑤
は
︑
吉
田
氏
が
僧
尼
令
の
規
定

と
照
ら
し
合
わ
せ
︑
そ
れ
と
矛
盾
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
り
︑
僧
尼
令
違
反
や
破
戒
と
見
做
し
て
よ
い
か
今
一
つ
判
然
と
し
な
い
︒
破
戒

僧
を
擯
出
し
た
こ
と
が
明
確
に
窺
え
る
事
例
は
︑
①
の
み
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
︒

本
節
で
は
︑
桓
武
朝
以
前
の
僧
侶
の
擯
出
を
取
り
上
げ
た
が
︑
僧
尼
令
や
戒
律

に
基
づ
く
措
置
で
あ
る
か
明
確
で
な
い
事
例
も
多
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
後
述

す
る
よ
う
に
︑
桓
武
朝
で
は
破
戒
僧
の
擯
出
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
史
料
の

残
存
状
況
に
よ
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
奈
良
時
代
に
破
戒
僧

の
擯
出
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う
に
十
分
な
史
料
は
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
︒

第
二
章

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
と
そ
の
思
想

第
一
節

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
の
特
徴

前
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
︑
本
節
で
は
︑
桓
武
朝
の
統
制
策
の
特
質
を
把
握
し

た
い
︒

『続
紀
﹄
延
暦
四
年
︵
七
八
五
︶
五
月
己
未
条
に
は
︑

己
未
︒

勅
曰
︑
出
家
之
人
︑
本
事
二

行
道
一

︒
今
見
二

衆
僧
一

︑
多
乖
二

法

旨
一

︒
或
私
定
二

檀
越
一

︑
出
二

入
閭
巷
一

︑
或
誣
二

称
仏
験
一

︑
詿
二

誤
愚
民
一

︒

非
三

唯
比
丘
之
不
レ

慎
二

教
律
一

︒
抑
是
所
司
之
不
レ

勤
二

捉
搦
一

也
︒
不
レ

加
二

厳
禁
一

︑
何
整
二

緇
徒
一

︒
自
今
以
後
︑
如
有
二

此
類
一

︑
擯
二

出
外
国
一

︑
安
二

置
定
額
寺
一

︒

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
と
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
注
釈

二
九
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と
あ
る
︒
巷
間
に
出
入
す
る
僧
侶
が
檀
越
を
募
っ
た
り
︑﹁
仏
験
﹂
と
称
し
て

人
々
を
惑
わ
し
て
い
る
と
し
︑
こ
れ
ら
を
﹁
不
レ

慎
二

教
律
一

﹂
る
行
動
と
し
て
問

題
視
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
僧
侶
の
活
動
は
養
老
年
間
に
お
け
る
行
基
の
そ
れ

と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
捕
ら
え
ら
れ
た
僧
侶
を
畿
外
の

定
額
寺
へ
と
擯
出
す
る
と
い
う
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
︒﹁
外
国
﹂
と
の
文
言
か

ら
す
れ
ば
︑
取
り
締
ま
り
の
主
な
対
象
は
平
城
京
内
の
僧
尼
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒

僧
侶
の
畿
外
へ
の
追
放
は
︑
養
老
年
間
の
統
制
策
に
は
見
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
︒ま

た
本
勅
で
は
︑
所
司
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
︒
本
勅
は

﹃
弘
仁
格
抄
上
﹄
格
巻
四
︑
治
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
延
暦
四
年
五
月
二
五
日
の

日
付
を
も
つ
﹁
禁
三

断
僧
尼
出
二

入
里
舎
一

事
﹂
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
か
ら
︑﹃
弘

仁
治
部
格
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
治
部
省
や
玄
蕃
寮
が
取
り

締
ま
り
に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う(

)

︒
21

本
勅
を
引
用
す
る
勅
が
︑﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
百
八
十
六
︑
仏
道
十
三
︑
僧
尼
雑

制
︑
延
暦
十
四
年
︵
七
九
五
︶
四
月
庚
申
条
に
見
え
る
︒

庚
申
︒
勅
︒
去
延
暦
四
年
制
︑
僧
尼
等
多
乖
二

法
旨
一

︑
或
私
定
二

檀
越
一

︑

出
二

入
閭
巷
一

︑
或
誣
二

称
仏
験
一

︑
詿
二

誤
愚
民
一

︒
如
レ

此
之
類
︑
擯
二

出
外

国
一

︒
而
未
レ

有
二

遵
悛
一

︑
違
犯
弥
衆
︒
夫
落
レ

髪
遜
レ

俗
︑
本
為
二

修
道
一

︒

而
浮
濫
如
レ

此
︑
還
破
二

仏
教
一

︒
非
三

徒
汚
二

穢
法
門
一

︑
実
亦
紊
二

乱
国

典
一

︒
僧
綱
率
而
正
レ

之
︑
誰
敢
不
レ

従
︒
宜
下

重
教
喩
︑
不
上
レ

得
二

更
然
一

︒

こ
こ
で
は
僧
綱
に
﹁
還
破
二

仏
教
一

︒
非
三

徒
汚
二

穢
法
門
一

︑
実
亦
紊
二

乱
国
典
一

﹂

す
る
僧
侶
へ
の
教
喩
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
︒
延
暦
四
年
勅
で
は
所
司
に
よ
る
取
り

締
ま
り
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
こ
で
は
僧
綱
に
そ
の
役
割
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
︒
か
か
る
姿
勢
は
︑﹃
続
紀
﹄
宝
亀
十
一
年
正
月
丙
戌
詔
に
︑﹁
如
聞
︑
緇
侶
行

事
与
レ

俗
不
レ

別
︒
上
違
二

无
上
之
慈
教
一

︑
下
犯
二

有
国
之
道
憲
一

︒
僧
綱
率
而
正

レ

之
︑
孰
其
不
レ

正
乎
︒﹂
と
あ
る
こ
と
と
通
じ
る
︒
僧
綱
に
対
し
て
一
官
吏
と
し

て
役
割
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う(

)

︒
22

次
い
で
﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
百
八
十
七
︑
仏
道
十
四
︑
度
者
︑
延
暦
十
七
年
四
月

乙
丑
条
を
取
り
上
げ
る
︒

十
七
年
四
月
乙
丑
︒

勅
︒
双
林
西
変
︑
三
乗
東
流
︒
明
譬
二

炬
灯
一

︑
慈

同
二

舟
檝
一

︒
是
以
弘
レ

道
持
レ

戒
︑
事
資
二

真
僧
一

︑
済
レ

世
化
レ

人
︑
貴
在
二

高
徳
一

︒
而
年
分
度
者
︑
例
取
二

幼
童
一

︑
頗
習
二

二
経
之
音
一

︑
未
レ

閲
二

三
乗

之
趣
一

︑
苟
避
二

課
役
一

︑
纔
忝
二

緇
徒
一

︑
還
棄
二

戒
珠
一

︑
頓
廃
二

学
業
一

︒

尓
乃
形
似
二

入
道
一

︑
行
同
二

在
家
一

︒
鄭
璞
成
レ

嫌
︑
斉
竿
相
濫
︒
言
念
二

迷

途
一

︑
寔
合
レ

改
レ

轍
︒
自
今
以
後
︑
年
分
度
者
︑
宜
乙

択
下

年
卅
五
以
上
︑
操

履
已
定
︑
智
行
可
レ

崇
︑
兼
習
二

正
音
一

︑
堪
レ

為
レ

僧
者
上

為
甲
レ

之
︒
︵
中
略
︶

又
沙
門
之
行
︑
護
二

持
戒
律
一

︒
苟
乖
二

此
道
一

︑
豈
曰
二

仏
子
一

︒
而
今
不

レ

崇
二

勝
業
一

︑
或
事
二

生
産
一

︑
周
二

旋
閭
里
一

︑
無
レ

異
二

編
戸
一

︒
衆
庶
以

レ

之
軽
慢
︑
聖
教
由
レ

其
陵
替
︒
非
三

只
黷
二

乱
真
諦
一

︑
固
亦
違
二

犯
国
典
一

︒

自
今
以
後
︑
如
レ

此
之
輩
︑
不
レ

得
三

住
レ

寺
并
充
二

供
養
一

︒
凡
厥
齋
会
︑
勿

レ

関
二

法
筵
一

︒
三
綱
知
而
不
レ

糺
者
︑
与
同
罪
︒
自
余
之
禁
︑
宜
レ

依
二

令

条
一

︒
若
有
二

改
レ

過
修
行
者
一

︑
特
聴
二

還
住
一

︒
使
下

夫
住
レ

法
之
侶
︑
弥

篤
二

精
進
之
行
一

︑
厭
レ

道
之
徒
︑
便
起
中

慙
愧
之
意
上

︒

前
半
は
年
分
度
者
制
度
に
関
わ
る
内
容
で
あ
り
︑
戒
律
や
学
業
の
問
題
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
尓
乃
形
似
二

入
道
一

︑
行
同
二

在
家
一

︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
僧

俗
身
分
の
峻
別
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
は
後
半
と
相
通
じ
る
︒
後
半
で

は
︑
戒
律
を
守
ら
な
い
者
に
対
し
て
寺
院
へ
の
止
住
と
供
養
の
禁
止
︑
法
会
参
加

の
制
限
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
三
綱
知
而
不
レ

糺
者
︑
与
同
罪
︒
﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
取
り
締
ま
り
は
三
綱
が
担
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
同
﹄
巻
百
八
十
六
︑
仏
道

十
三
︑
僧
尼
雑
制
︑
同
年
十
月
壬
辰
条
に
は
﹁
勅
︑
破
戒
之
僧
︑
或
営
二

生
産
一

︑

不
レ

聴
三

住
レ

寺
并
充
二

供
養
一

︒
其
有
レ

犯
之
尼
︑
宜
二

准
レ

僧
糾
正
一

︒﹂
と
見
え

る
︒
四
月
乙
丑
勅
は
僧
侶
を
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

三
〇

736



『類
聚
国
史
﹄
巻
百
八
十
六
︑
仏
道
十
三
︑
僧
尼
雑
制
︑
同
年
七
月
乙
亥
条
に

は
︑

七
月
乙
亥
︒
勅
︑
平
城
旧
都
︑
元
来
多
レ

寺
︑
僧
尼
猥
多
︑
濫
行
屡
聞
︒

宜
レ

令
三

正
五
位
下
右
京
大
夫
兼
大
和
守
藤
原
朝
臣
園
人
便
加
二

検
察
一

︒

と
あ
り
︑
大
和
守
藤
原
園
人
に
平
城
旧
京
の
僧
尼
を
取
り
締
ま
ら
せ
る
こ
と
が
見

え
る
︒
養
老
年
間
で
も
諸
国
の
国
司
に
取
り
締
ま
り
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ

こ
で
は
判
官
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
本
勅
と
は
相
違
が
あ
る
︒

角
田
文
衛
氏
に
よ
る
と
︑
園
人
の
大
和
守
補
任
は
︑
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
彼
の

国
司
経
験
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
︑
平
城
旧
京
の
諸
寺
へ
の
対
応
を
課
題
と
し

て
い
た
桓
武
朝
に
と
っ
て
そ
の
手
腕
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
小
さ
く
な
か
っ
た
と

い
う(

)

︒
23一

連
の
政
策
に
よ
り
︑
破
戒
僧
は
平
城
旧
京
の
諸
寺
に
止
住
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
︑
種
々
の
法
会
に
関
わ
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
古
代

の
僧
尼
統
制
策
に
対
し
て
そ
の
実
効
性
に
は
し
ば
し
ば
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る

が
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
延
暦
二
十
四
年
︵
八
〇
五
︶
正
月
甲
申
条
に
は
︑

是
日
︒
勅
︒
頃
年
為
レ

興
二

釈
教
一

︑
頻
出
二

違
法
之
僧
一

︒
今
聞
自
悔
二

前

過
一

︑
各
有
二

修
行
一

︑
宜
下

赦
二

其
過
一

︑
聴
上
レ

住
二

本
寺
一

︒
若
更
有
レ

犯
︑

処
以
二

恒
科
一

︒

と
あ
る
︒
擯
出
さ
れ
た
僧
侶
が
本
寺
に
戻
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
お
り(

)

︑
延
暦
十

24

四
年
勅
や
同
十
七
年
勅
よ
る
取
り
締
ま
り
と
擯
出
は
実
効
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒

殆
ど
が
僧
侶
の
取
り
締
ま
り
で
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
ま
で
桓
武
朝
の
僧
尼
統
制
策

を
列
挙
し
て
き
た
︒
奈
良
時
代
と
比
較
す
る
な
ら
ば
︑
桓
武
朝
で
も
俗
官
に
取
り

締
ま
り
が
命
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
僧
官
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が
強
く
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
点
は
宝
亀
末
年
か
ら
見
え
る
特
徴
で
あ
る
︒
宝
亀

十
一
年
時
点
で
山
部
親
王
︵
桓
武
︶
の
勢
力
が
仏
教
政
策
の
立
案
に
関
与
し
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

)

︒
25

以
上
か
ら
︑
桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
の
特
徴
と
し
て
︑
①
破
戒
僧
の
擯
出
が
多

数
見
出
せ
る
こ
と
︑
②
俗
人
の
み
な
ら
ず
︑
僧
官
に
よ
る
僧
侶
の
教
喩
や
取
り
締

ま
り
が
見
え
る
こ
と
︑
の
二
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
行
基
の
取
り
締
ま

り
と
比
較
す
る
な
ら
ば
︑
実
効
性
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
章
で
取
り
上
げ

た
勅
は
︑
い
ず
れ
も
長
岡
・
平
安
遷
都
に
近
い
時
期
の
も
の
で
あ
り
︑
平
城
旧
京

の
僧
侶
に
対
し
て
秩
序
立
っ
た
活
動
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節

僧
侶
統
制
策
と
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
注
釈

桓
武
朝
に
は
上
述
の
如
き
特
徴
を
持
つ
破
戒
僧
の
擯
出
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い

た
︒
本
章
で
は
︑
破
戒
僧
の
擯
出
策
が
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
思
想
を
明
ら
か
に
し

た
い
︒
吉
田
氏
は
︑
桓
武
朝
に
お
け
る
僧
尼
の
擯
出
を
僧
尼
令
に
依
拠
し
た
も
の

で
は
な
い
と
し
︑
延
暦
四
年
勅
が
そ
れ
以
降
の
擯
出
の
法
的
根
拠
で
あ
る
と
し

た
︒
で
は
︑
延
暦
四
年
勅
で
は
何
に
基
づ
い
て
擯
出
な
る
措
置
を
採
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
課
題
を
考
え
る
上
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
︑
僧
綱
の
構
成
員
で
あ
る
︒

佐
久
間
竜
氏
は
︑
賢
璟
や
行
賀
が
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
に
関
わ
っ
た
と
す
る(

)

︒
賢

26

璟
は
︑
宝
亀
五
年
︵
七
七
四
︶
に
律
師
に
補
任
さ
れ(

)

︑
延
暦
四
年
時
点
で
は
大
僧

27

都
で
あ
っ
た(

)

︒
行
賀
は
延
暦
四
年
時
点
で
は
少
僧
都
で
あ
っ
た(

)

︒

28

29

延
暦
十
七
年
の
諸
政
策
に
関
わ
っ
て
は
︑
延
暦
十
六
年
︵
七
九
七
︶
に
律
師
に

任
じ
ら
れ
た
勝
虞
︵
悟
︶
が
注
目
さ
れ
る(

)

︒
彼
は
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
二
年

30

︵
八
一
一
︶
六
月
戊
辰
条
の
卒
伝
に
﹁
道
業
清
高
︑
洞
二

明
経
戒
一

﹂
と
し
て
︑
経

典
や
戒
律
へ
の
理
解
が
高
く
︑﹁
聖
朝
嘉
尚
︑
授
以
二

僧
統
一

︒
時
議
称
三

任
得
二

其

人
一

︒
緇
徒
之
中
︑
濫
行
不
レ

聞
︑
政
迹
之
所
レ

致
也
︒﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
僧

綱
に
任
じ
ら
れ
た
後
︑
出
家
者
の
濫
行
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
︑

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
と
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
注
釈

三
一
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延
暦
十
七
年
以
降
の
統
制
策
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
鑑
真
の
弟
子
で

あ
る
如
宝
も
同
年
に
律
師
に
補
任
さ
れ
て
お
り(

)

︑
戒
律
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
窺

31

え
る
︒
破
戒
僧
取
り
締
ま
り
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
よ
う
︒

桓
武
朝
の
仏
教
政
策
に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
僧
侶
を
掲
出
し
て
み
た
が
︑

延
暦
四
年
時
点
で
僧
綱
政
の
中
心
に
あ
っ
た
賢
璟
は
法
相
宗
僧
で
あ
り(

)

︑
行
賀
も

32

唯
識
を
学
ん
だ
僧
侶
で
あ
っ
た(

)

︒
延
暦
十
七
年
以
降
の
僧
侶
統
制
策
に
関
与
し
た

33

と
考
え
ら
れ
る
勝
虞
も
法
相
宗
僧
で
あ
っ
た
︒
僧
綱
以
外
に
も
︑
崇
福
寺
検
校
・

梵
釈
寺
別
当
を
務
め
た
常
騰
も
法
相
宗
僧
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(

)

︒
桓
武
の
周

34

辺
で
は
法
相
僧
が
活
躍
し
て
い
た
︒
勿
論
︑
法
相
宗
僧
の
み
が
桓
武
周
辺
で
活
動

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が(

)

︑
勝
虞
の
よ
う
に
仏
教
政
策
へ
の
関
与
が
明
ら
か
な

35

法
相
宗
僧
が
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
︒

然
ら
ば
︑
法
相
宗
と
僧
侶
統
制
策
と
は
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
当
時
の

法
相
宗
僧
の
教
学
の
一
面
を
窺
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒
前
出
の
常
騰
に
は

﹃
註
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
︵
以
下
︑﹃
註
﹄
と
略
称
︶
と
い
う
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄

︵
以
下
︑﹃
最
勝
王
経
﹄
と
略
称
︶
の
注
釈
が
あ
る(

)

︒
た
だ
し
︑﹃
註
﹄
の
内
容
は
︑

36

唐
・
慧
沼
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
疏
﹄
︵
以
下
︑﹃
疏
﹄
と
略
称
︶
に
大
い
に
依
拠
し

て
い
る
と
い
う(

)

︒
37

『疏
﹄
を
著
し
た
慧
沼
は
︑
玄
奘
に
仕
え
た
後
︑
基
に
師
事
し
て
唯
識
教
学
を

修
め
た
僧
侶
で
あ
る(

)

︒
そ
の
﹃
疏
﹄
は
︑
義
浄
が
﹃
最
勝
王
経
﹄
を
訳
出
し
た
長

38

安
三
年
︵
七
〇
三
︶
か
ら
慧
沼
が
没
し
た
開
元
二
年
︵
七
一
四
︶
ま
で
に
成
立
し

た
も
の
で
あ
り
︑
慧
沼
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
と
も
い
う(

)

︒
も
し
最
晩
年
と
い
う

39

こ
と
で
あ
れ
ば
玄
宗
朝
初
期
の
成
立
と
な
り
︑
僧
尼
の
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
て

い
た
時
期
に
あ
た
る(

)

︒
40

『疏
﹄
第
八
疏
巻
第
五
末
の
王
法
正
論
品
の
注
釈
箇
所
に
は
︑
破
戒
比
丘
︵
僧
︶

に
関
す
る
記
述
が
あ
る(

)

︒
41

経
︑
由
二

自
利
利
他
一

治
レ

国
以
二

正
法
一

見
下

有
二

諂
佞
一

者
上

応
二

当

如
レ

法
治
一

假
使
失
二

王
位
一

及
以
害
二

命
縁
一

終
不
レ

行
二

悪
法
一

見

レ

悪
而
捨
棄

害
中
極
重
者

無
レ

過
レ

失
二

国
位
一

皆
因
二

諂
佞
人
一

為
レ

此

当
二

治
罰
一

若
友
二

諂
誑
人
一

当
レ

失
二

於
国
位
一

由
レ

斯
損
二

王
政
一

如
三

象
入
二

華
園
一

天
主
皆
瞋
恨

阿
蘇
羅
亦
然

以
下

彼
為
二

人
王
一

不
中

以
レ

法
治
上
レ

国

是
故
応
三

如
法

治
二

罰
於
悪
人
一

下
広
釈
有
レ

二
︒
初
五

頌
半
釈
二

罰
悪
一

︒
後
八
頌
半
釈
二

行
善
一

︒
釈
初
有
レ

五
︒
一
頌
見
レ

悪
必
治
︒

次
一
頌
是
不
レ

典
捨
︒
次
一
頌
明
レ

罰
所
以
︒
次
一
頌
重
更
成
前
︒
三
句
法
︑

一
句
喩
︒
次
一
頌
半
結
レ

応
二

治
罰
一

︒
問
︑
行
レ

悪
有
レ

幾
︑
幾
種
治
レ

罰
︒

答
︑
準
二

薩
遮
尼
乾
子
経
第
四
一

云
︒
行
悪
衆
生
有
レ

五
︒
一
於
レ

王
無
レ

益
︒

二
者
造
二

作
無
利
一

︒
三
者
起
逆
︒
四
者
邪
行
︒
五
者
邪
命
︒
︵
中
略
︶
邪
行

者
︑
謂
三

諸
無
レ

戒
即
諸
悪
二

律
儀
一

︑
屠
児
猟
師
畜
養
猪
羊
鷄
犬
鵝
鴨
︑
諸

損
害
他
自
恣
作
レ

悪
︒
邪
命
者
︑
種
種
非
法
求
二

諸
利
養
一

非
法
活
命
︑
各
各

不
レ

能
二

自
活
中
住
一

︒
治
罰
有
レ

三
︒
一
者
呵
責
︒
二
者
奪
二

資
生
一

︒
三
牢

獄
打
縛
︑
呵
罵
駈
擯
︒
五
種
衆
生
︑
隨
二

上
中
下
一

三
種
治
罰
︒
︵
中
略
︶
邪

行
衆
生
唯
呵
責
治
罰
︒
汝
若
更
作
二

与
レ

汝
重
罪
一

︑
邪
命
衆
生
︑
応
二

当
随

順
一

︒
如
法
僧
・
衆
僧
︑
当
二

和
合
一

︒
喚
︑
令
三

現
前
取
二

其
自
言
一

︑
随
二

犯

軽
重
一

︑
当
二

如
法
治
拒
一

︒
違
二

僧
命
一

不
レ

従
二

師
友
一

︑
善
知
識
語
︑
悩
二

乱
衆
僧
一

︑
不
レ

得
二

修
道
一

者
︑
若
︑
彼
国
王
是
法
王
者
︑
僧
当
三

往
語
令
二

王
教
勅
一

︒
王
応
下

喚
二

彼
破
戒
比
丘
一

︑
善
言
勧
喩
︑
令
上
レ

順
二

僧
命
一

︒
若

其
不
レ

従
︑
当
下

集
二

二
衆
一

現
前
対
実
上

︒
若
得
二

其
罪
一

︑
助
二

如
法
衆
一

治
二

彼
比
丘
一

︒
不
レ

得
レ

断
レ

命
︑
乃
至
不
レ

得
レ

奪
二

其
資
生
一

︒
得
二

呵
責
一

得
二

駆
擯
一

︒
︵
傍
線
筆
者
︶

冒
頭
の
﹁
由
自
利
利
他
﹂
か
ら
﹁
治
罰
於
悪
人
﹂
ま
で
が
﹃
最
勝
王
経
﹄
巻
第

八
・
王
法
正
論
品
か
ら
の
本
文
引
用
で
あ
る
︒
王
法
正
論
品
で
は
︑
前
世
の
善
業

に
よ
り
国
王
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
や
︑
そ
の
国
王
を
諸
天
が
護
持
す
る
こ
と
等

が
説
か
れ
る(

)

︒
そ
の
中
で
は
国
王
と
様
々
な
災
厄
と
の
関
係
も
説
か
れ
︑
国
王
が

42

三
二
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悪
を
放
置
す
れ
ば
自
然
災
害
が
起
こ
る
と
す
る
︒
ま
た
前
掲
引
用
箇
所
で
は
︑
国

王
は
正
法
を
以
て
国
を
治
め
る
こ
と
︑﹁
諂
佞
人
﹂﹁
諂
誑
人
﹂
に
よ
り
国
王
位
が

失
わ
れ
る
こ
と
︑
悪
を
見
逃
さ
ず
法
を
以
て
悪
人
を
罰
す
る
こ
と
を
説
く
︒

本
文
引
用
の
後
︑
注
釈
箇
所
が
続
く
︒
経
典
本
文
に
悪
の
具
体
的
な
説
明
は
な

い
が
︑﹃
疏
﹄
で
は
﹃
大
薩
遮
尼
乾
子
経
﹄
を
引
用
し
て
︑
そ
れ
を
説
明
し
て
い

る
︒
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
以
下
の
内
容
で
あ
る
︒﹁
邪
行
﹂
や
﹁
邪
命
﹂
に

つ
い
て
は
傍
線
部
以
前
に
如
何
な
る
も
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
る

と
﹁
邪
行
﹂
に
は
破
戒
行
為
が
含
ま
れ
て
い
る
︒﹁
邪
命
﹂
は
非
法
に
生
活
す
る

こ
と
と
な
ろ
う
か
︒﹃
大
薩
遮
尼
乾
子
経
﹄
巻
第
四
に
︑﹁
邪
命
衆
生
者
︑
所
謂
出

家
剃
二

除
鬚
髮
一

︑
断
二

諸
資
生
一

修
二

無
著
行
一

︑
著
二

諸
種
種
異
相
衣
服
一

︑
不

レ

護
二

禁
戒
一

︑
起
下

種
種
見
行
二

諸
異
行
一

︑
種
種
方
便
求
中

諸
利
養
上

︑
非
法
活
命
︒

各
各
不
レ

能
二

自
法
中
住
一

︒
如
レ

是
名
為
二

邪
命
衆
生
一

﹂
と
あ
り(

)

︑
破
戒
行
為
が

43

含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
注
釈
箇
所
に
は
破
戒
比
丘
︵
僧
︶
へ

の
対
応
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
如
法
に
悪
人
を
治
罰
す
る
こ
と
の
具
体
的

な
説
明
を
他
の
経
典
を
引
用
し
て
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

『疏
﹄
に
よ
る
な
ら
ば
︑
破
戒
比
丘
に
対
し
て
は
僧
︵
こ
の
場
合
︑
僧
伽
を
指
す

か
︶
が
ま
ず
教
喩
す
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
破
戒
が
止
ま
な
か
っ
た
場
合
︑

僧
は
国
王
の
も
と
に
往
き
︑
国
王
か
ら
破
戒
比
丘
へ
の
﹁
教
勅
﹂
を
し
て
も
ら

う
︒
国
王
は
破
戒
比
丘
を
喚
び
勧
喩
す
る
︒
そ
れ
で
も
止
ま
な
か
っ
た
場
合
︑
僧

が
﹁
対
実
﹂
︵
対
面
し
て
破
戒
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
か
︶
し
た
上
で
︑﹁
呵

責
﹂
や
﹁
駆
擯
﹂
︵
教
団
か
ら
の
追
放
︶
と
な
る
︒
た
だ
し
︑
殺
し
た
り
︑
生
活
の

具
を
断
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
疏
﹄
に
は
︑
国
王
と
僧
と
が
破
戒
比
丘
に
対
応
す
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
処
罰
も
﹁
駈
擯
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
桓
武
朝
の
僧

侶
統
制
策
と
の
共
通
点
が
見
出
さ
れ
よ
う
︒

か
か
る
内
容
を
記
す
﹃
疏
﹄
を
︑
当
時
の
日
本
の
法
相
僧
︑
少
な
く
と
も
常
騰

は
学
ん
で
い
た
︒﹃
疏
﹄
に
依
拠
し
た
日
本
僧
の
﹃
最
勝
王
経
﹄
注
釈
と
し
て
は
︑

東
大
寺
・
明
一(

)

﹃
金
光
明
最
勝
王
経
註
釈
﹄
も
あ
り
︑
前
掲
﹁
天
主
皆
瞋
恨

阿

44

蘇
羅
亦
然

以
下

彼
為
二

人
王
一

不
中

以
レ

法
治
上
レ

国

是
故
応
三

如
法

治
二

罰

於
悪
人
一

﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
此
一
頌
半
結
レ

応
二

治
罰
一

︒
沼
公
疏
中
︑
引
二

尼
健

子
経
一

広
二

述
行
レ

悪
衆
生
事
一

也
﹂
と
記
し
て
い
る(

)

︒﹃
疏
﹄
の
受
容
の
あ
り
方
が

45

窺
わ
れ
る
︒

『註
﹄
巻
八
で
は
︑﹃
疏
﹄
で
も
本
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
王
法
正
論
品
の

﹁
由
二

自
利
利
他
一

﹂
か
ら
﹁
為
レ

此
当
二

治
罰
一

﹂
ま
で
に
つ
い
て
︑﹃
疏
﹄
の
﹁
下

広
釈
有
レ

二
﹂
か
ら
﹁
次
一
頌
半
結
レ

応
二

治
罰
一

﹂
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る

が
︑﹃
大
薩
遮
尼
乾
子
経
﹄
か
ら
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い(

)

︒
し
か
し
﹃
註
﹄
が

46

﹃
疏
﹄
の
ほ
ぼ
引
き
写
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
常
騰
が
﹃
疏
﹄
の
王
法
正

論
品
の
注
釈
内
容
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
︒
日
本
の
法
相
僧
は
︑﹃
最

勝
王
経
﹄
へ
の
内
容
理
解
と
し
て
は
﹃
疏
﹄
の
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
た
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
︒
法
相
宗
僧
で
あ
る
賢
璟
や
勝
虞
が
僧
綱
の
一
員
で
あ
っ
た
時
期

に
︑
僧
侶
に
よ
る
僧
侶
の
取
り
締
ま
り
や
擯
出
と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
僧
侶
統
制

策
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑﹃
疏
﹄
の
王
法
正
論
品
注
釈
が
桓
武
朝
の
統
制

策
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

国
王
に
よ
る
破
戒
僧
の
召
喚
や
僧
の
合
議
の
後
に
処
分
が
下
さ
れ
る
等
︑
桓
武

朝
の
僧
侶
統
制
策
と
不
一
致
な
点
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
僧
が
合
議
に
よ
り
破
戒
比

丘
の
処
分
を
下
す
と
い
う
︑
い
わ
ば
﹁
教
団
の
自
治
﹂
が
延
暦
年
間
に
存
在
し
た

と
は
考
え
難
く(

)

︑
天
皇
が
破
戒
僧
を
召
喚
し
て
教
喩
す
る
と
い
う
事
態
も
想
像
し

47

難
い(

)

︒
48如

上
の
不
一
致
も
あ
り
︑
尚
検
討
を
要
す
る
も
の
の
︑
桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策

に
は
﹃
最
勝
王
経
﹄
注
釈
に
依
拠
し
た
と
考
え
得
る
点
が
あ
り
︑
桓
武
は
︑
王
法

正
論
品
注
釈
に
示
さ
れ
る
国
王
観
に
基
づ
い
て
統
制
を
命
じ
る
勅
を
発
布
し
た
と

考
え
ら
れ
る(

)

︒
49

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
と
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
注
釈

三
三
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こ
の
よ
う
な
僧
侶
統
制
策
が
延
暦
四
年
や
延
暦
十
七
年
に
出
さ
れ
た
背
景
と
し

て
は
︑
長
岡
・
平
安
遷
都
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
い
ず
れ
も
平
城
旧
京
の
僧
尼
・
寺

院
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
時
期
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お

い
て
こ
そ
︑
国
王
と
僧
侶
の
関
係
を
説
く
王
法
正
論
品
が
注
目
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
桓
武
は
︑
法
相
宗
僧
の
政
策
関
与
を
通
し
て
﹃
疏
﹄
に
示
さ
れ
た
国
王
観

を
受
容
し
︑
天
皇
と
仏
教
の
関
係
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
示
し
た
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
︒

僧
侶
の
擯
出
が
﹃
疏
﹄
に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
擯
出
が
淳
仁
期
以
前
の
奈
良
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
改
め
て
注
意
さ
れ
る
︒
擯
出
が
孝
謙
朝
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
た
が
︑
勝
浦
令
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
孝
謙
は
﹃
最
勝
王
経
﹄
を
座

右
経
典
と
し
て
い
た
の
で
あ
り(

)

︑
擯
出
と
﹃
最
勝
王
経
﹄
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ

50

る
︒
ま
た
﹃
続
紀
﹄
神
護
景
雲
三
年
︵
七
六
九
︶
十
月
乙
未
朔
条
の
称
徳
天
皇
の

宣
命
に
は
﹃
最
勝
王
経
﹄
王
法
正
論
品
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る(

)

︒
51

『最
勝
王
経
﹄
重
視
は
天
平
年
間
に
は
明
確
に
な
っ
て
い
る(

)

︒
桓
武
朝
の
僧
侶

52

統
制
策
も
王
権
に
よ
る
﹃
最
勝
王
経
﹄
受
容
の
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
の
特
徴
と
そ
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
思
想

の
解
明
を
試
み
た
︒
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
諸
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒︵
１
︶

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
に
は
︑
僧
官
に
よ
る
破
戒
僧
の
取
り
締
ま
り
と
擯
出
と
い

う
特
徴
が
あ
る
︒︵
２
︶
延
暦
四
年
や
同
十
七
年
の
僧
綱
に
は
︑
賢
璟
や
勝
虞
と

い
っ
た
法
相
宗
僧
が
列
し
て
お
り
︑
彼
ら
が
統
制
策
に
関
与
す
る
こ
と
で
︑﹃
疏
﹄

の
﹃
最
勝
王
経
﹄
王
法
正
論
品
注
釈
に
依
拠
し
た
統
制
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
︒

従
来
︑
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
は
︑
い
わ
ゆ
る
国
家
仏
教
論
の
文
脈
か
ら
検
討
さ

れ
︑
仏
教
の
保
護
や
統
制
︱
︱
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
は
異
な
る
と
し
て
も
︱
︱

と
い
う
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
う
い
っ
た
保
護
や
統

制
と
い
っ
た
評
価
が
内
包
す
る
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る(

)

︒
53

本
稿
で
取
り
上
げ
た
諸
政
策
に
つ
い
て
︑
筆
者
は
統
制
以
外
の
表
現
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
が
︑
か
か
る
性
格
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
そ
の
依
拠
し
て
い
た
思
想
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
国
王

が
仏
教
に
対
し
て
如
何
な
る
姿
勢
で
臨
む
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
繋
が
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
は
︑
天
皇
と
仏
教
の
関
係
︑
よ
り
具
体

的
に
は
奈
良
時
代
以
来
の
﹃
最
勝
王
経
﹄
受
容
過
程
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
が
可

能
な
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
本
稿
冒
頭
で
︑
桓
武
朝
自
体

の
評
価
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
仏
教
政
策
に
関
し
て
も
従
来
と
は

異
な
る
観
点
か
ら
更
な
る
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒

注(

)
薗
田
香
融
・
田
村
圓
澄
﹁
平
安
仏
教
﹂︵
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄
第
四
巻
古
代
四
︑
岩

1

波
書
店
︑
一
九
六
七
年
︶︒
薗
田
氏
の
見
解
は
﹁
一

奈
良
か
ら
平
安
へ
﹂
で
示
さ
れ
て

い
る
︒

(

)
高
田
淳
﹁
早
良
親
王
と
長
岡
遷
都
︱
遷
都
事
情
の
再
検
討
﹂︵
林
陸
郎
先
生
還
暦
記
念
会

2

編
﹃
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
八
六
年
︶︑
堀
裕
﹁
平
安

新
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
﹂︵﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄
第
四
巻
古
代
四
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇

一
五
年
︶
等
︒

(

)
堀
裕
﹁
智
の
政
治
史
的
考
察
︱
奈
良
平
安
前
期
の
国
家
・
寺
院
・
学
僧
︱
﹂︵
﹃
南
都
仏

3

教
﹄
第
八
〇
号
︑
二
〇
〇
一
年
︶︒

(

)
吉
川
真
司
﹁
大
極
殿
儀
式
と
時
期
区
分
論
﹂
︵﹃
律
令
体
制
史
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇

4

二
二
年
︑
初
出
二
〇
〇
七
年
︶
等
︒

(

)
薗
田
香
融
﹁
平
安
仏
教
の
成
立
﹂︵
家
永
三
郎
編
﹃
日
本
仏
教
史
Ⅰ
古
代
篇
﹄
法
藏
館
︑

5

一
九
六
七
年
︶︒

(

)
高
田
前
掲
注
２
論
文
︒

6

三
四
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(

)
高
田
前
掲
注
２
論
文
︑
二
一
〇
頁
︒

7(

)
﹃
続
紀
﹄
宝
亀
十
一
年
正
月
丙
戌
条

8

丙
戌
︒

詔
曰
︑
朕
以
︑
仁
王
御
レ

暦
︑
法
日
恒
澄
︑
仏
子
弘
レ

猷
︑
恵
風
長
扇
︒
遂

使
二

人
天
合
応
︑
邦
家
保
安
︑
幽
顕
致
レ

和
︑
鬼
神
無
一
レ

爽
︒
頃
者
︑
彼
蒼
告
レ

譴
︑

災
集
二

伽
藍
一

︒
眷
二

言
于
茲
一

︑
情
深
悚
悼
︒
於
二

朕
不
徳
一

︑
雖
レ

近
二

此
尤
一

︑
於
二

彼

桑
門
一

寧
亦
無
レ

愧
︒
如
レ

聞
︑
緇
侶
行
事
与
レ

俗
不
レ

別
︒
上
違
二

无
上
之
慈
教
一

︑
下

犯
二

有
国
之
道
憲
一

︒
僧
綱
率
而
正
レ

之
︑
孰
其
不
レ

正
乎
︒
又
︑
諸
国
国
師
︑
諸
寺

鎮
・
三
綱
︑
及
受
講
復
者
︑
不
レ

顧
二

罪
福
一

専
事
二

請
託
一

︒
員
復
居
多
︑
侵
損
不

レ

少
︒
如
レ

斯
等
類
︑
不
レ

可
二

更
然
一

︒
宜
下

修
二

護
国
之
正
法
一

︑
以
弘
中

転
禍
之
勝

縁
上

︒
凡
厥
梵
衆
︑
知
二

朕
意
一

焉
︒

(

)
高
田
前
掲
注
２
論
文
︑
二
一
一
頁
︒

9(

)
池
田
源
太
﹁
光
仁
・
桓
武
朝
の
政
治
姿
勢
と
そ
の
対
仏
情
緒
﹂︵﹃
奈
良
・
平
安
時
代
の

10

文
化
と
宗
教
﹄
永
田
文
昌
堂
︑
一
九
七
七
年
︑
初
出
一
九
六
九
年
︶︒

(

)
拙
稿
﹁
戒
師
招
請
と
僧
尼
統
制
・
護
国
︱
道
慈
の
思
想
と
唐
仏
教
の
関
係
を
手
が
か
り

11

に
︱
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
第
八
九
二
号
︑
二
〇
二
二
年
︶
で
も
こ
の
点
に
触
れ
た
︒

(

)
吉
田
一
彦
﹁
僧
尼
令
の
運
用
と
効
力
﹂︵﹃
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一

12

九
九
五
年
︑
初
出
一
九
八
六
年
︶︒
以
下
︑
吉
田
氏
の
見
解
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
︒

(

)
僧
尼
令
は
︑
井
上
光
貞
・
関
晃
・
土
田
直
鎮
・
青
木
和
夫
校
注
﹃
日
本
思
想
大
系
三

律

13

令
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
六
年
︶
に
よ
る
︒
条
文
番
号
も
こ
れ
に
よ
る
︒

(

)
例
え
ば
︑
僧
尼
令
９
で
は
音
楽
を
作
し
た
り
博
戯
す
れ
ば
﹁
百
日
苦
使
﹂
と
さ
れ
て
い

14

る
︒

(

)
前
掲
注

拙
稿
︒

15

11

(

)
中
井
真
孝
氏
に
よ
る
と
︑
観
玄
象
条
に
み
え
る
罪
は
賊
盗
律
造
妖
書
条
の
遠
流
に
あ
た

16

る
が
︑
本
官
奏
で
杖
百
と
さ
れ
て
い
る
の
は
刑
量
の
軽
減
で
あ
る
と
い
う
︵﹁
僧
尼
令
に

お
け
る
犯
罪
と
刑
罰
﹂﹃
日
本
古
代
仏
教
制
度
史
の
研
究
﹄
法
藏
館
︑
一
九
九
一
年
︑
初

出
一
九
七
六
年
︶︒

(

)
行
基
の
取
り
締
ま
り
が
実
効
性
を
有
し
た
か
疑
問
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
行

17

基
は
養
老
六
年
以
降
︑
活
動
拠
点
を
和
泉
国
大
鳥
郡
に
移
し
た
よ
う
で
あ
る
︵
吉
川
真

司
﹃
天
皇
の
歴
史
２

聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
﹄
講
談
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

(

)
吉
田
氏
は
︑
延
暦
年
間
以
降
は
八
例
を
あ
げ
て
い
る
︒

18(

)
吉
田
前
掲
注

論
文
︒

19

12

(

)
本
郷
真
紹
﹁
聖
武
天
皇
の
生
前
退
位
と
孝
謙
天
皇
の
即
位
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
第
六
五

20

七
号
︑
二
〇
一
七
年
︶︒

(

)
『新
日
本
古
典
文
学
大
系

続
日
本
紀
﹄
五
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︶
の
本
勅
へ
の

21

脚
注
で
は
︑
治
部
省
や
玄
蕃
寮
の
他
︑
国
司
も
取
り
締
ま
り
に
あ
た
っ
た
と
す
る
︒

(

)
本
郷
真
紹
﹁
宝
亀
年
間
に
於
け
る
僧
綱
の
変
容
﹂︵
﹃
律
令
国
家
仏
教
の
研
究
﹄
法
藏
館
︑

22

二
〇
〇
五
年
︑
初
出
一
九
八
五
年
︶
︒

(

)
角
田
文
衛
﹁
山
科
大
臣
藤
原
園
人
︱
特
に
そ
の
政
道
観
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂
︵﹃
平
安
人
物

23

志
﹄
上
︿﹃
角
田
文
衛
著
作
集
﹄
第
五
巻
︑
法
藏
館
︑
一
九
八
四
年
﹀
︑
初
出
一
九
四
九

年
︶︒

(

)
桓
武
不
予
の
時
期
で
あ
り
︑
同
日
に
は
崇
道
天
皇
︵
早
良
︶
の
た
め
に
淡
路
に
寺
を
建

24

立
て
︑
ま
た
放
生
も
行
わ
れ
て
い
る
︒
桓
武
の
延
命
を
目
的
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒
こ
の
時
の
放
生
は
勝
虞
が
行
っ
た
︒

(

)
高
田
前
掲
注
２
論
文
︒

25(

)
佐
久
間
竜
﹁
賢
璟
﹂︵
﹃
日
本
古
代
僧
伝
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
三
年
︑
初
出

26

一
九
六
九
年
︶
︒

(

)
『続
紀
﹄
宝
亀
五
年
二
月
癸
巳
条
︒

27(

)
『続
紀
﹄
延
暦
三
年
︵
七
八
四
︶
六
月
戊
申
条
︑
興
福
寺
本
﹃
僧
綱
補
任
﹄
︵﹃
大
日
本
仏

28

教
全
書
﹄
巻
一
二
三
︑
興
福
寺
叢
書
第
一
︶
延
暦
四
年
条
︒

(

)
『続
紀
﹄
延
暦
三
年
六
月
戊
申
条
︒

29(

)
興
福
寺
本
﹃
僧
綱
補
任
﹄
延
暦
一
六
年
︑
同
十
七
年
条
︒
な
お
︑
﹃
日
本
後
紀
﹄
掲
載
の

30

卒
伝
で
は
︑
法
名
が
﹁
勝
悟
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
勝
虞
と
同
一
人
物
と
考
え
て
差
し

支
え
あ
る
ま
い
︒
卒
伝
に
は
︑
弟
子
に
護
命
等
が
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
護

命
の
卒
伝
を
見
る
と
︑﹁
就
二

同
寺
︵
元
興
寺
︱
筆
者
注
︶
勝
虞
大
僧
都
一

︑
学
二

習
法
相

大
乗
一

也
﹂︵﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
元
年
︿
八
三
四
﹀
九
月
戊
午
条
護
命
卒
伝
︶
と
あ

り
︑
勝
虞
と
も
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(

)
興
福
寺
本
﹃
僧
綱
補
任
﹄
延
暦
十
六
年
条
︒

31(

)
佐
久
間
前
掲
注

論
文
︒

32

26

(

)
『扶
桑
略
記
﹄
延
暦
二
十
二
年
︵
八
〇
三
︶
二
月
己
未
条
行
賀
卒
伝
︒

33(

)
『日
本
後
紀
﹄
弘
仁
六
年
︵
八
一
五
︶
九
月
辛
未
条
常
騰
卒
伝
は
︑
注
釈
に
優
れ
た
僧
侶

34

で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
が
︑
彼
の
教
学
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
述
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒

た
だ
︑
常
騰
は
後
世
に
法
相
六
祖
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
﹃
続
日
本
後
紀
﹄

承
和
五
年
︵
八
三
八
︶
十
一
月
甲
申
条
に
卒
伝
が
記
載
さ
れ
て
い
る
法
相
宗
僧
慈
朝
は

﹁
故
少
僧
都
常
騰
之
入
室
﹂
で
あ
っ
た
か
ら
︑
常
騰
も
法
相
教
学
を
中
心
に
学
ん
だ
僧
侶

と
み
て
よ
か
ろ
う
︒

梵
釈
寺
は
︑
延
暦
五
年
︵
七
八
六
︶
桓
武
に
よ
る
創
建
で
あ
り
︑
も
と
の
寺
名
は
四
天

王
寺
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
梵
釈
寺
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
︑
さ
し
あ
た

り
西
口
順
子
﹁
梵
釈
寺
と
等
定
﹂
︵
﹃
平
安
時
代
の
寺
院
と
民
衆
﹄
法
藏
館
︑
二
〇
〇
四

年
︑
初
出
一
九
七
九
年
︶
参
照
︒
常
騰
に
よ
る
梵
釈
寺
別
当
と
崇
福
寺
検
校
の
兼
務
は
︑

﹃
日
本
紀
略
﹄
延
暦
二
十
二
年
十
月
丙
午
条
︒

桓
武
朝
の
僧
侶
統
制
策
と
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
注
釈

三
五
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(

)
延
暦
二
年
︵
七
八
三
︶
か
ら
延
暦
十
八
年
︵
七
九
九
︶
ま
で
僧
綱
に
列
し
た
等
定
は
︑

35

華
厳
教
学
を
修
め
て
い
た
︵
佐
久
間
竜
﹁
等
定
﹂
前
掲
注

著
書
︑
初
出
一
九
七
二

26

年
︶︒

(

)
『日
本
大
蔵
経
﹄
第
四
巻
︒
八
重
樫
直
比
古
氏
は
︑
八
・
九
世
紀
の
交
わ
る
時
期
の
成
立

36

と
す
る
︵﹁﹃
続
日
本
紀
﹄
神
護
景
雲
三
年
十
月
乙
未
朔
条
の
宣
命
に
お
け
る
﹃
金
光
明

最
勝
王
経
﹄
の
引
用
﹂﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
第
二
三
七
号
︑
一
九
八
五
年
︶︒

(

)
八
重
樫
前
掲
注

論
文
︒

37

36

(

)
青
木
隆
・
奥
野
光
賢
・
吉
村
誠
﹁
イ
ン
ド
仏
教
の
中
国
的
変
容
﹂︵
沖
本
克
己
ほ
か
編

38

﹃
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
７

中
国
Ⅱ

興
隆
・
発
展
す
る
仏
教
﹄
佼
成
出
版
社
︑
二
〇
一
〇

年
︶︒

(

)
八
重
樫
前
掲
注

論
文
︑
長
谷
川
岳
史
﹁
慧
沼
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
疏
﹄
に
関
す
る
問

39

36

題
考
︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
第
五
〇
巻
第
二
号
︑
二
〇
〇
二
年
︶︒

(

)
開
元
二
年
正
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
は
︑
偽
濫
僧
の
還
俗
︑
造
寺
の
禁
止
等
︑
一
連
の

40

政
策
が
出
さ
れ
て
い
た
︵
礪
波
護
﹁
唐
中
期
の
仏
教
と
国
家
﹂﹃
隋
唐
の
仏
教
と
国
家
﹄

中
央
公
論
社
︑
一
九
九
九
年
︑
初
出
一
九
八
二
年
︶︒

(

)
『大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄︵
以
下
︑﹃
大
正
蔵
﹄︶
巻
三
九
︑
三
一
六
頁
ｂ
～
三
一
七
頁
ａ
︒

41

適
宜
改
行
し
た
︒﹃
疏
﹄
に
つ
い
て
は
︑
八
重
樫
直
比
古
﹁
慧
沼
﹃
金
光
明
最
勝
王
経

疏
﹄
に
お
け
る
﹁
王
法
正
論
品
﹂
解
釈
﹂︵﹃
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要

文

化
学
編
﹄
第
一
二
巻
第
一
号
︑
一
九
八
八
年
︶︒

(

)
金
岡
秀
友
﹁﹃
金
光
明
経
﹄
の
政
治
思
想
﹂
︵﹃
金
光
明
経
の
研
究
﹄
大
東
出
版
社
︑
一
九

42

八
〇
年
︶︒

(

)
『大
正
蔵
﹄
巻
九
︑
三
三
四
頁
ａ
︒

43(

)
明
一
は
延
暦
十
七
年
に
卒
し
て
い
る
︵
﹃
扶
桑
略
記
﹄
延
暦
十
七
年
︿
七
九
八
﹀
三
月
丁

44

未
条
︶︒

(

)
『金
光
明
最
勝
王
経
註
釈
﹄
巻
第
八
︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
六
︑
七
九
〇
頁
ａ
︶
︒

45(

)
『日
本
大
蔵
経
﹄
第
四
巻
︑
三
〇
二
～
三
〇
三
頁
︒

46(

)
本
郷
真
紹
﹁
律
令
国
家
と
僧
尼
集
団
︱
国
家
仏
教
か
ら
教
団
仏
教
へ
︱
﹂︵
本
郷
前
掲
注

47

著
書
︑
初
出
一
九
九
九
年
︶
︒

22

(

)
延
暦
十
七
年
七
月
乙
亥
勅
に
み
え
る
国
守
に
よ
る
検
察
は
︑
単
に
平
城
旧
京
の
僧
尼
が

48

対
象
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
特
別
な
意
味
は
見
出
し
難
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
後
考

を
俟
ち
た
い
︒

(

)
桓
武
建
立
の
梵
釈
寺
が
四
天
王
信
仰
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
も
︵
前
掲
注

︶
︑
桓
武
と

49

34

﹃
最
勝
王
経
﹄
の
関
係
を
窺
わ
せ
よ
う
︒
な
お
︑
王
法
正
論
品
は
︑﹃
最
勝
王
経
﹄
四
天

王
護
国
品
の
理
論
的
根
拠
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︵
金
岡
前
掲
注

論
文
︶︒

42

(

)
勝
浦
令
子
﹃
孝
謙
・
称
徳
天
皇
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︒

50(

)
八
重
樫
前
掲
注

論
文
︒

51

36

(

)
曾
根
正
人
﹃
道
慈
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
二
年
︶︒

52(

)
佐
藤
文
子
﹁
史
学
史
と
し
て
の
︿
国
家
仏
教
﹀
論
﹂
︵﹃
日
本
古
代
の
政
治
と
仏
教
︱
国

53

家
仏
教
論
を
超
え
て
︱
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︶
︒

︵
四
国
大
学
文
学
部
講
師
)

三
六
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