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は

じ

め

に

l
､
慧

校

の

生

涯

二
､
高
値
博
以
前
の
倍
博
魔
験
記
類

三
㌧
名
僧
博
と
高
低
停

四
､
高
僧
博
目
録
対
照
表

注

牧

田

諦

亮

は

じ

め

に

梁
の
慧
鮫
の
撰
述
に
か
1
る
高
僧
博
は
､
中
国
に
係
数
偉
人
の
初
期
か
ら
六
朝
後
期
梁
の
天
監
十
八
年
ま
で
の
約
五
百
年
の
問
に
､
詩
経

･
義
解
･

酒
興

の
習
辞

･
明
律

｡
亡
身

･
詞
経

｡
興
幅

･
経
師

｡
唱
導
の
十
科
に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぐ

に
活
躍
し
た
高
僧
の
俸
記
で
あ
る
｡
中
閥
初
期
の
係
数

史
研
究
の
た
め
の
み
で
な
く

こ
の
期
間
の
中
国
思
想
史

･
証
合
史
な
ど
の
究
明
の
た
め
に
も
必
要
不
可
敏
の
基
本
史
料
の
一
つ
で
あ
る
高
恰
侍
の

(1
)

研
究
に
は
､
若
干
の
か
つ
重
要
な
成
果
は
あ
る
が
'
従
来
等
閑
に
附
さ
れ
て
き
た
中
国
併
教
史
学
史
の
系
統
的
な
研
究
確
立
の
た
め
に
も
､
高
僧
博

の
成
立
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
こ
と
の
必
要
を
感
ず
る
に
い
た
っ
た
.
本
稿
は
'
撰
者
慧
鮫
の
生
涯
､
高
僧
停
以
前
の
恰
僅
鷹
験
記
革

･

名
僧
俸
高
名
倍
俸
'
同
対
照
表
(以
上
本
壁
)､
高
僧
俸
十
科
の
分
鞍

･
慧
鮫
の
歴
史
観

･
敦
燈
本
高
恰
俸
類
､
石
山
寺
本
高
僧
侍
な
ど
に
つ
い
て
研
究

を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

高
僧
博

の
成
立

(上
)



東

方

軍

報

一

慧

攻

の

生

涯

高
僧
侍
の
著
者
慧
絞

(四
九
七
-
五
五
四
)
の
俸
歴
に
つ
い
て
は
､
高
僧
侍
の
慧
鮫
自
序
､
後
席
'
王
鼻
崩
の
慧
暁

へ
の
書
信
'
緯
高
僧
樽
の
慧
唆
侍

な
ど
に
よ
っ
て
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(2
)

梁
の
合
稽
嘉
群
寺
揮
慧
鮫
と
し
て
俸
え
ら
れ
る
唐
の
遥
宣
(五
九
六
-
六
六
七
)
の
績
高
僧
侍
の
記
載
そ
の
他
に
よ
っ
て
慧
鮫
の
俸
記
を
組
み
た
て
る

と
次
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

慧
絞
'
そ
の
氏
族
は
未
詳
､
新
江
禽
稽
上
虞
の
人
｡
内
畢
外
典
に
詳
し
-
'
博
-
経
律
を
訓

へ
t
の
ち
邑
西
の
嘉
辞
寺
に
任
し
た
｡
こ
の
寺
は
王

導
の
第
六
千
菅
が
合
稽
郡
守
で
あ
っ
た
と
き
に
竺
違
萱
の
た
め
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
｡
春
夏
に
は
布
教
に
専
念
し
'
秋
冬
に
は
著
述
に
つ
と
め
た
｡

浬
奥
義
疏
十
雀

｡
焚
網
経
疏
な
ど
が
世
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
か
ら
'
慧
姪
の
宗
と
す
る
と
こ
ろ
が
浬
薬
で
あ
り
'
律
部
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

慧
鮫
が
高
僧
俺
を
撰
述
し
た
の
ち
'
こ
れ
を
親
交
の
あ
っ
た
重
畳
崩
に
迭
っ
て
批
評
を
求
め
て
い
る
が
'
こ
の
時
期
は
確
定
し
が
た
い
｡
ま
た
王

鼻
頴
の
経
歴
に
つ
い
て
は
探
-
知
る
と
こ
ろ
は
な
い
.
わ
ず
か
に
隔
書
経
籍
志
に
は

｢
補
績
冥
群
記

一
巻
王
鼻
穎
撰
｣
と
あ
る
か
ら
'
こ
れ
は
王
淡

の
冥
韓
記
を
補
緯
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
王
鼻
頴
の
学
問
の
志
向
し
た
と
こ
ろ
も
察
せ
ら
れ
る
｡
ま
た
､
梁
の
武
帝
の
異
母
弟
南
平
元
裏
王

偉

(四
七
六
-
五
三
三
)
の
博
に
よ
れ
ば
'
晩
年
悌
教
を
崇
信
し
こ
と
に
玄
撃
に
精
し
か
っ
た
南
平
王
は
員
俗
二
諦
義
に
つ
い
て
の

｢
二
旨
義
｣
と
い
う

著
書
も
あ
り
､
弘
明
朱
雀
十
に
は
'
武
帝
の
神
城
論
批
判

へ
の
答
案
も
見
え
る
｡
議
論
だ
け
で
な
-
'
そ
の
悌
理
を
寛
践
し
て
慈
悲
ぶ
か
く
窮
乏
の

も
の
に
は
懸
れ
ん
で
､
つ
ね
に
腹
心
の
も
の
を
間
里
の
人
士
に
つ
か
わ
し
て
歴
訪
せ
し
め
て
'
も
し
貧
困
の
た
め
吉
凶
の
儀
式
を
挙
げ
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
､
金
品
を
逸
っ
て
賠
楓
し
た
｡
大
原
の
王
畳
頴
が
死
ん
だ
時
'
そ
の
家
は
頗
る
貧
し
-
残
飲
す
る
こ
と
も
か
な
わ
な
か
っ
た

ほ
ど
で
あ
っ
た
｡
畳
薪
の
友
人
で
､
南
平
王
長
史
御
史
中
丞
で
あ
っ
た
江
草
は
友
人
の
死
を
見
舞
っ
た
が
'
遺
族
た
ち
は
葬
儀
も
出
せ
な
い
貧
困
さ

を
訴
え
た
と
こ
ろ
'
江
革
は
t
は
ど
な
-
南
平
王
が
必
ず
都
合
よ
-
や
っ
て
-
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
言
葉
も
終
ら
ぬ
う
ち
に
'
南
平
王
の
使
が
き
て



(
3)

(4)

葬
事
の
費
を
給
し
て
と
ど
こ
お
り
な
-
終
え
た
と
い

う｡
歴
官
教
十
年
'
し
か
も
か
た
わ
ら
に
姫
の
侍
す
る
な
し
'
家
は
た
だ
壁
立
す
と
停
え
ら
れ

る
江
革
の
友
人
で
あ
れ
ば
､
主
星
穎
自
身
の
清
貧
も
ま
た
世
に
賞
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
は
普
然
で
あ
ろ
う
｡
南
平

王
は
武
帝
の
中
大
通
五
年

(垂
二
三
)
五
十
八
歳
で
亮
じ
て
い
る
か
ら
'
王
垂
素
の
死
は
さ
ら
に
こ
の
年
よ
り
も
さ
か
の
ぼ
る
｡

内
典
博
要
三
十
奄

(梁
書
本
紀
は
l
百
巻
)
の
著
述
も
あ
っ
て
係
数
に
も
暁
通
し
て
い
た
梁
の
孝
元
皇
帝
蒲
樺

(五
〇
八
-
五
五
四
)
の
撰
述
し
た
金
棲
子

奄
二

･
焚
書
篇
に
は
､

｢
今
年
四
十
六
歳
､
自
乗
書
来
四
十
年
､
得
書
八
寓
奄
｣
と
あ
っ
て
､
そ
の
蒐
書
の
苦
心
を
陳
べ
て
い
る
が
､
こ
こ
に

｢合

(5
)

稽
宏
普
寺
の
恵
鮫
道
人
に
就
い
て
捜
東
し
た
｣
と
記
す
こ
と
か
ら
も
'
慧
鮫
が
元
帝
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
ほ
ど
の
蔵
書
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
｡
そ
の
慧
鮫
の
蔵
書
を
元
帝
が
何
時
ご
ろ
入
手
し
た
か
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
､
の
ち
に
も
記
す
ご
と
王

侯
景
の
難
を
避
け
て
江
西
に
逃

れ
た
最
晩
年
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
慧
鮫
か
ら
の
覚
書
を
も
ふ
-
め
て
'
帝
四
十
七
歳
の
承
聖
三
年

(五
五
四
)
十
二
月
上
旬
に
は

十
飴
寓
に
及
ぶ
蔵
書
を
こ
と
ご
と
-
灰
懐
に
蹄
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
史
書
に
著
し
い
｡
覚
書
狂
と
も
い
え
る
元
帝
が
注
目
し
た
慧
鮫
の
蔵
書
は
'

営
然
､
慧
鮫
の
壮
年
期
に
お
け
る
彼
の
研
撃
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
が
主
著
の
高
恰
俸
撰
述
に
も
重
要
な
資
料
と
な
っ
た
こ
と
が
常
然
預
想

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

高
僧
博
の
著
作
は
､
慧
鮫
の
自
序
に
'
そ
の
記
事
が
漢
の
明
帝
永
卒
十
年

(六
七
)
に
始
ま
-
､
梁
の
天
監
十
八
年

(空

九
)
に
終
る
と
明
記
し
て

い
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
天
監
十
八
年
を
も
っ
て
撰
述
年
時
と
す
る
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
き
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
山
内
育
卿
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
に
'
内
容
の
最
終
年
代
で
あ
っ
て
撰
逓
年
代
で
は
な
い
o
慧
敏
自
身
へ
こ
の
年
'
わ
ず
か
に
二
十
三
歳
の
青
年
倍
で
あ
る
こ
と
'
賓
唱
の
名
僧
博

が
績
高
僧
俸
竜

一
の
記
載
に
よ
れ
ば
､
天
監
十
三
年
頃
撰
遠
と
思
料
さ
れ
る
こ
と
'
天
監
十
八
年
か
ら
普
通
元
年

へ
と
改
元
の
こ
と
が
あ
り
'

一
つ

の
時
代
の
区
切
り
と
し
た
こ
と
､
迭
皇
し
た
高
僧
侍
に
対
し
て
適
切
な
批
評
を
下
し
た
重
畳
薪
の
死
が
'
中
大
通
五
年

(垂
二
三
)
に
死
ん
だ
南
平
王

榛
よ
り
も
明
る
こ
と
'
な
ど
か
ら
推
し
て
､
高
僧
侍
の
撰
透
が
'
天
監
十
八
年
よ
-
な
お
十
年
あ
ま
り
の
後
の
こ
と
'
お
そ
ら
-
は
慧
鮫
の
三
十
歳

代
牛
ば
の
著
作
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
高
僧
博
に
先
行
し
た
名
僧
侍
の
著
者
賓
唱
は
'
ま
さ
に
l二
十
歳
な
ら
ん
と
し
て
父
母
の
死
に
遭
っ
て
喪
に
服
し
､

喪
事
す
べ
て
畢
っ
て
､
建
武
二
年

(四
九
克
)
都
建
康
に
出
て
講
韓
に
遊
歴
し
て
の
ち
'
南
斉
末
期
の
混
乱
期
に
遠
-
関
越
に
逃
れ
､
梁
の
武
帝
の
天

高
僧
博

の
成
立
(
上

)
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方

学

報

一〇
四

(6
)

下

一
統
の
の
ち
'
天
監
四
年

(五
〇
五
)
に
都
に
出
て
'
武
帝
の
蹄
信
を
得
て
'
そ
の
の
ち
は
帝
樺
に
親
近
し
て
華
麗
な
生
活
を
逸
っ
た
と
い
う
｡
天

監
十
三
年
ご
ろ
名
僧
侍
を
撰
述
し
た
り
'
帝
室
の
華
林
園
寒
雲
経
蔵
を
管
掌
し
た
-
な
ど
し
た
賓
唱
と
は
'
三
十
年
以
上
も
の
へ
だ
た
り
の
あ
る
慧

鮫
は
､
律
借
に
ふ
さ
わ
し
い
質
素
な
生
活
に
終
始
L
t
そ
の
周
囲
に
は
'
王
鼻
薪
の
よ
う
な
清
貧
の
う
ち
に
生
涯
を
逸
り
'
葬
事
に
も
不
如
意
な
人

た
ち
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
は
'
慧
鮫
の

｢
名
僧
｣
と

｢
高
僧
｣
と
の
分
析
と
も
坐
-
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を

記
憶
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

道
畳
の
慧
鮫
侍
に
は
'
高
恰
侍
が
文
義
明
約
で
普
代
に
崇
重
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
あ
と
'

｢
後
'
終
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
｣
と
し
て
い
る
が
'

こ
れ
は
現
行
の
高
僚
博
に
よ
っ
て
､
慧
鮫
の
晩
年
に
つ
い
て
の
重
要
な
補
遺
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
､
道
宣
所
見
の
高
恰
侍
は
､
別
本
の

(7
)

系
統
に
展
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡
そ
の
補
遺

(あ
る
い
は
追
記
)
の
全
文
は
注
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
'
文
中
に
'
梁
末
の
元
帝
承

聖
二
年

(五
五
三
)
に
侯
景
の
難
を
避
け
て
江
西
の
溢
城
に
い
た
り
へ
し
ば
ら
-
講
読
し
て
い
た
が
翌
承
聖
三
年
甲
戊
の
歳
二
月
'
俗
蕪
五
十
八
歳
で

(8
)

入
寂
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
太
清
元
年

(五
四
七
)
に
北
魂
の
降
婿
侯
景
丁
五
五
二
)を
梁
の
武
帝
が
納
れ
た
こ
と
は
'
結
局
は
梁
王
朝
を
亡
す
源
と

な
つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

l
時
は
河
南
方
面
の
軍
事
を
統
監
せ
し
め
ら
れ
た
侯
景
は
'
東
魂
の
婿
慕
容
紹
宗
に
攻
め
ら
れ
て
大
敗
し
寿
春

に
逃
れ
た
が
'
よ
う
や
-
梁
朝
に
お
け
る
我
が
身
の
危
険
を
感
じ
t
か
つ
梁
と
東
魂
の
問
に
和
睦
の
議
が
お
こ
ろ
う
と
す
る
に
及
ん
で
'
暮
春
で
武

帝
に
叛
い
た
｡
揚
子
江
を
渡
り
梁
の
首
都
建
康
を
固
み
'
い
っ
た
ん
は
和
し
た
が
再
び
坂
L
t
つ
い
に
武
帝
は
八
十
六
歳
の
高
齢
を
も
っ
て
董
城
に

幽
懐
の
う
ち
に
崩
ず
る
の
こ
と
が
あ
′つ
た
｡
と
き
に
太
滞
三
年

(五
四
九
)
五
月
で
あ
る
｡
侯
景
は
武
帝
の
第
三
子
簡
文
帝
青
桐
を
擁
立
し
て
'
樺
を

専
ら
に
し
た
が
'
自
ら
宇
宙
大
賂
軍
を
稀
す
る
に
い
た
っ
て
'
帝
を
幽
閉
L
t
つ
い
に
帝
を
土
嚢
を
も
っ
て
匿
殺
し
た
の
は
太
賓
二
年

(五
空

)｡

こ
の
の
ち
江
陵
に
あ
っ
た
湘
東
玉
梓
が
即
位
し
て
元
帝
と
な
る
の
で
あ
る
｡
慧
鮫
が
侯
景
の
難
を
避
け
て
海
賊
に
い
た
っ
た

の
は
承
聖
二
年

(五
五

≡
)
で
あ
る
と
す
る
が
'

賓
は
侯
景
が
元
帝
の
婿
王
恰
縛
や
虞
東
か
ら
北
上
し
て
き
た
陳
覇
先
の
軍
に
敗
れ
て
嘉
興
に
奔
り
､
つ
い
に
携
え
ら
れ
'

船
中
に
刺
殺
さ
れ
た
の
は
承
聖
元
年

宝
五
二
)
四
月
で
あ
る
｡
慧
鮫
が
江
西
に
難
を
避
け
た
の
は
､
お
そ
ら
-
は
侯
景
が
宇
宙
大
将
軍
と
解
し
た
大

(9
)

寒
二
年
の
十
二
月
に
'
折
江
の
若
郡
山
に
盗
と
な
っ
て
い
た
張
彪
が
義
軍
を
お
こ
し
て
侯
景
の
部
下
上
虞
の
太
守
薬
毒
栗
ら
と
戦
い
'
講
堂

･
永
典



の
諸
株
に
勢
を
伸
張
し
た
た
め
､
兵
火
が
嘉
群
寺

一
帯
に
及
ぶ
こ
と
を
避
け
ん
と
し
た
の
で
あ
る
｡
か
-
て
か
ね
て
交
渉
の
あ
っ
た
江
陵
湘
東
王
鐸

す
な
わ
ち
元
帝
を
た
よ
っ
て
'
お
そ
ら
-
は
銭
塘
江
を
潤
っ
て
亀
城
の
地
に
い
た
り
'
江
陵
の
地
も
安
住
の
地
で
な
い
こ
と
を
知
り
'
此
の
地
で
し

ば
し
講
説
布
教
の
の
ち
'
承
聖
三
年
二
月
入
寂
し
た
の
で
あ
る
｡

江
州
修
正
慧
恭
が
首
と
な
っ
て
喪
事
を
つ
か
さ
ど
り
'
産
山
静
間
寺
に
葬
っ
た
｡
碓
光
寺
(建
康
)
の
恰
晃
が
難
を
避
け
て
痘
山
に
あ
り
､
見
聞
し

た
こ
と
を
書
き
記
し
た
と
い
う
｡
筆
者
恰
巣
が
慧
鮫
と
同
時
代
人
で
あ
る
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
｡
梁
の
武
帝
の
全
盛
時
に
講
経
蒐
書
に
そ
の
名
を
知

ら
れ
た
慧
鮫
の
晩
年
は
'
梁
王
朝
と
そ
の
盛
衰
を
と
も
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡

二

高
僧
停
以
前
の
僧
俸
磨
験
記
類

現
存
す
る
最
古
の
中
国
高
恰
俸
と
し
て
の
慧
攻
の
高
僧
侍
が
依
接
し
た
諸
資
料
類
は
'
恰
拓
の
出
三
蔵
記
集
や
賓
唱
の
名
僧
博
を
は
じ
め
と
し
て
'

高
僧
俸
奄
十
四
所
収
の
著
者
慧
鮫
の
自
序
に
示
す
も
の
p
三
豊
頴
の
慧
鮫

へ
の
返
信
に
示
す
も
の
を
ふ
-
め
て
'
賓
に
二
十
教
程
を
教
え
る
の
で
あ

る
｡
こ
れ
ら
の
一
々
に
つ
い
て
略
述
す
る
｡
こ
れ
は
慧
鮫
以
前
の
恰
停
類
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
南
北
朝
中
期
以
前
に
'
外
来
儒
教
が
中
国
人
証

合
に
ど
の
よ
う
な
形
式
で
う
け
と
め
ら
れ
た
か
の
具
膿
的
な
解
答
を
得
る
た
め
の
重
要
な
足
が
か
り
と
も
な
る
の
で
あ
る
｡

儒
教
初
侍
の
後
漠
か
ら
西
晋

･
束
管

･
宋

･
斉

｡
梁
に
い
た
る
六
代
五
百
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
問
'
中
国
人
沙
門
の
卓
越
し
た
人
材
は
輩
出
L
t

そ
れ
ら
の
活
動
の
跡
を
記
し
た
記
録
は
衆
-
'
記
載
の
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
'
慧
鮫
が
見
聞
し
た
記
銀
と
'
そ
れ
に
封
す

る
慧
鮫
の
短
評
と
撰
述
成
っ
た
高
僧
博
を
逸
ら
れ
た
主
星
頴
の
意
見
は
次
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

二

高
逸
沙
門
俸

一
巻

竺
法
済
撰

梁
高
僧
俸
奄
四
'
竺
潜

(竺
法
深
)
侍
に

｢
潜
の
両
足
の
弟
子
竺
法
酒
は
幼
に
し
て
才
藻
あ
り
へ
高
逸
沙
門
侍
を
作
る
｣
と
記
す
も
の
｡
師
の
竺
潜

は
束
管
の
丞
相
武
昌
郡
公
王
敦
(二
六
六
-
三
二
四
)
の
弟
で
あ
り
名
族
部
郡
の
王
氏
の
出
自
で
王
導

･
庚
元
規
な
ど
が
そ
の
風
徳
を
飲
ん
で
友
と
し
て

高
僧
博

の
成
立

(上
)



東

方

撃
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一〇
六

(10
)

敬
し
た
と
俸
え
ら
れ
'
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
生
長
し
た
竺
法
所
が
高
逸
沙
門
侍
を
撰
述
し
た
こ
と
は
､
老
荘
を
揮
し
方
等
大
乗
の
教
を
暢
か
に

し
た
普
代
の
恰
風
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
歴
代
三
寒
紀
奄
八
に

｢高
逸
沙
門
博

一
奄
'
孝
武
帝
世
'
刻
東
脚
山
沙
門
竺
法
済
｣
と
銀
す
る
も
の
｡

す
で
に
早
-
散
供
し
て
い
る
が
､
高
速
の
名
に
ふ
さ
わ
し
-
'
劉
孝
標
(名
は
唆
､
四
六
二
Ⅰ
垂

二
)
の
世
説
新
語
奄
上
之
上
の
言
語
第
二
に
は
'
劉
快

が
竺
法
深
に
道
人
(僚
侶
)
の
身
で
ど
う
し
て
朱
門
に
出
入
す
る
か
と
の
質
問
を
し
た
の
に
射
し
て
'
貴
方
は
朱
門
と
見
る
が
'
私
に
は
朱
門
も
粗
末

(ll)

な
蓬
の
戸
も
同
じ
こ
と
で
す
と
答
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
､
そ
の
注
に
高
逸
沙
門
侍
を
引
用
し
て
こ
れ
を
う
ら
づ
け
て
い
る
｡

二
､
恰
俸

五
奄

法
安
撰

梁
高
恰
停
奄
八
'
帝
京
師
中
興
寺
法
安
(四
五
四
-
四
九
八
)
は
'
魂
の
司
隷
校
尉
畢
軌
の
後
番
と
い
う
｡
南
斉
の
永
明
中
(四
八
三
-
四
九
ョ
)
に
都
で

浬
集

･
維
摩

･
十
地

･
成
案
論
を
講
じ
'
司
徒
文
宜
王
を
は
じ
め
張
融

･
何
胤
ら
が
文
義
に
裏
服
し
た
と
侍

へ
､
建
業
の
東
寺
で
浮
名
経
や
十
地
経

の
義
疏
な
ら
び
に
恰
停
五
雀
を
著
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
.
そ
の
内
容
は
'
鮫
序
に
は

｢沙
門
法
安
但
列
志
節

一
行
｣
と
い
い
'
三
重
着
は

｢
法
安

止
命
志
節
之
科
｣
と
い
う
｡
高
潔
貞
節
の
僧
を
列
博
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
'
慧
鮫
に
と
つ
て
は
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
た
だ
志
節
の

一
科
と
記
す
と
こ
ろ
に
､
恰
侍
と
し
て
の
普
遍
性
の
な
い
こ
と
を
憾
む
こ
と
を
い
っ
て
い
る
｡

三
､
遊
方
(俸
)

僚
賓
撰
-

股
序
に

｢沙
門
衛
賓
止
命
遊
万

一
科
｣
と
い
い
'
王
畳
覇
が

｢
恰
賓
偏
綴
遊
方
之
士
｣
と
い
う
｡
天
竺
に
遊
ん
だ
健
の
俸
記
を
記
し
た
も
の
で
あ

(招)

ろ
う
が
､
撰
者
恰
賓
に
つ
い
て
は
梁
高
僧
停
奄
八
中
に
は
同
名
が
三
人
も
あ
り
'
そ
の
誰
に
該
普
す
る
か
は
未
詳
で
あ
る
｡

四
'
(江
東
名
徳
俸
)

法
進
撰

唆
序
に

｢法
門
法
進
適
通
撰
論
俸
'
而
僻
事
閲
略
'
並
皆
互
有
繁
簡
'
出
没
成
異
'
考
之
行
事
､
未
見
其
蹄
｣
と
い
う
も
の
｡
情
書
経
籍
志
に
江

東
名
徳
俸
三
宅
法
進
漢
と
す
る
も
の
が
あ
り
'
慧
鮫
の
い
う
論
侍
を
通
摸
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
｡
梁
高
恰
博
に
法
進
の
名
は
見
え
る
が
'
こ

の
法
進
が
著
者
と
断
定
し
得
る
記
事
は
見
潜
ら
な
い
｡
王
垂
範
の
批
評
に
､
法
進
の

｢
江
東
名
徳
停
｣
が
名
博
に
し
て
未
だ
贋
か
ら
ず
と
す
る
の
は
'

王
畳
親
自
身
の
'
そ
の
江
東
と
い
う
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
ず
し
も
網
羅
し
て
い
な
い
と
い
う
讃
後
感
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡



五
､
宣
験
記

三
十
奄

臨
川
康
王
劉
義
慶
撰

六
'
幽
明
錬

二
十
奄

世
説
新
語
の
著
者
'
宋
の
劉
義
慶

(四
〇
三
1
四
四
四
)
の
､
お
そ
ら
-
は
宮
廷
を
め
ぐ
る
文
人
た
ち
の
共
同
編
著
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
宣
験
記

三
十
雀

｡
幽
明
錬
二
十
奄
(唐
書
蛮
文
志
は
三
十
巻
)
は
と
も
に
今
日
で
は
散
供
し
て
世
説
注

｡
法
苑
疎
林

･
太
平
贋
記

｡
太
平
御
覧
そ
の
他
に
散
見
す
る

も
の
を
蒐
錬
し
た
魯
迅
の
古
小
説
鈎
沈
所
収

の
爾
書
に
､
そ
の
大
鰹
を
窺
い
得
る
｡
そ
の
書
名
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
'
南
書
と
も
に
六
朝
中

末
期
に
さ
か
え
た
産
験
記
の
額
で
あ
り
後
述
の
冥
群
記

･
基
部
寺
記

二
月
師
塔
寺
記

｡
感
鷹
停

･
徴
癒
俸

･
陶
淵
明
の
捜
両
線
に
い
た
る
ま
で
を
ふ

-
め
て

｢
諸
暦
を
傍
出
し
て
､

そ
の
風
素
を
叙
べ
て
い
る
が
'

み
な
附
兄
で
あ
り
､

は
な
は
だ
疎
開
多
し
｣
と
許
し
て
は
い
る
が
'

し
か
も
こ
れ

ら
の
中
に
'
慧
鮫
の
恰
俸
編
修
の

一
面
を
知
る
も
の
が
見
ら
れ
る
｡
奄

一
康
恰
合
侍
に
見
る
孫
胎
の
記
載
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
呉
主
孫
酷

が
儒
教
を
敬
信
せ
ず
へ
四
月
八
日
俳
誕
日
に
併
像
を
斯
所
に
お
き

｢
汝
の
た
め
に
濯
頂
せ
ん
｣
と
い
っ
て
､
尿
を
か
け
る
の
不
遜
の
こ
と
が
あ
-
､

そ
の
庶
報
と
し
て
陰
嚢
た
ち
ま
ち
睦
れ
'
疫
病
高
熱
'
描
う
.I(
か
ら
ず
と
い
う
惨
状
を
呈
L
t
夜
よ
り
朝
に
か
け
て
苦
痛
の
あ
ま
り
､
死
を
求
め
る

と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
｡
常
に
俳
を
敬
信
し
て
い
た
寵
姫
の
方
便
に
よ
っ
て
前
罪
を
悔
い
'
香
湯
を
も
っ
て
併
像
を
洗
い
､
殿
上
に
安
置
し
て
叩

頭
悔
適
し
た
の
で
'
痛
み
も
去
り
'
腫
れ
も
ひ
い
て
い
っ
た
｡
そ
こ
で
た
だ
ち
に
康
僚
合
に
つ
い
て
五
戒
を
授
け
ら
れ
､
大
市
寺
に
お
い
て
衆
僧
を

供
養
し
た

(痔
正
論
巻
八
の
注
所
引
の
畳
験
記
)'

と
あ
る
も
の
を
､
慧
鮫
は
康
倍
侍
で
は
四
月
八
日
併
誕
日
な
ど
の
ま
こ
と
し
や
か
な
こ
じ
つ
け
を
胴
去

し
て
'
文
辞
を
修
飾
し
た
も
の
と
改
め
て
い
る
｡
ま
た
孫
胎
と
康
倍
合
が
併
教
に
い
う
善
悪
報
蔭
を
論
じ
て
'
易
に

｢
積
善
除
塵
｣
と
い
い
､
詩
に

｢
求
頑
不
回
｣
と
い
う
儒
典
の
格
言
も
'
そ
の
ま
ま
儒
教
の
明
訓
で
あ
る
と
康
暦
合
が
答
え
た
と
こ
ろ
'
孫
晴
は
'
そ
の
と
お
り
で
あ
れ
ば
､
先
に

周
孔
の
説
き
あ
か
し
た
と
こ
ろ
を
'
な
に
も
儒
教
の
明
訓
を
も
ち
い
る
必
要
も
な
い
で
は
な
い
か
と
反
論
し
た
｡
康
恰
合
は
'
周
孔
の
い
う
と
こ
ろ

は
そ
の
言
は
簡
略
で
卑
近
な
現
世
の
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
る
'
そ
れ
に
反
し
て
樺
迦
の
教
は
周
到
に
幽
微
の
鮎
を
つ
-
し
て
い
る
'
悪
を
行
え
ば

地
獄
の
長
苦
が
あ
り
'
善
を
修
す
れ
ば
天
官
に
生
ず
る
と
い
う
永
い
楽
し
み
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
｡
こ
の
間
孔

･
揮
散
の
対
比
'
因
果
鷹
報
へ
地

獄

･
天
官
の
こ
と
は
'
い
ず
れ
も
宣
敵
記
か
'
幽
明
銀
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
慧
校
が

｢
疎
開
は
な
は
だ
多
し
｣
と
し
な
が
ら
t
L
か

高
僧
博

の
成
立

(上
)
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も
初
期
中
国
係
数
の
本
質
を
つ
-
議
論
の
根
摸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡

1〇
八

七
'
冥
群
記

十
奄

王
政
撰

(,,ITS)

法
苑
疎
林
奄
十
四
に
は
冥
群
記
自
序
を
掲
げ
て
お
札

彼
が
幼
稚
の
時
､
交
虻
に
お
い
て
五
戒
を
授
け
ら
れ
､
観
音
金
像
を
輿
え
て
供
養
す
る
よ

ぅ
に
い
わ
れ
た
｡
そ
の
金
像
を
も
た
ら
し
て
揚
都
南
澗
寺
に
寄
托
し
た
の
で
あ
る
が
'
最
近
に
観
音
像
の
麿
険
の
あ
つ
た
の
が
建
元
元
年

(四
七
九
)

で
あ
る
と
い
う
｡
こ
の
こ
と
か
ら
観
音
腐
敗
霊
感
に
つ
い
て
記
し
'
こ
の
冥
祥
記
を
綴
-
成
し
た
と
い
う
｡
よ
っ
て
も
つ
て
､
王
族
の
冥
辞
記
著
作

の
沿
由
'
年
代
な
ど
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
魯
迅
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
て
'
宋

･
斉

･
梁
間
の
知
識
人
の
虞
聾
な
観
音
信
仰
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
し
､
そ
の
俳
教
信
仰
受
容
の
純
虞
さ
を
も
う
か
が
い
得
る
の
で
あ
る
｡

八
､
益
部
寺
記

劉
俊
撰

彰
城
の
劉
俊
撰
と
い
う
か
ら
'
南
奔
書
巻
三
十
七
に
専
侍
の
あ
る
'
鈴
銀
に
猫
特
の
施
策
を
進
め
た
劉
俊
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
が
'
各
州
府
州
の

(15)

事
を
行
な
う
と
い
う
が
､
そ
の
侍
に
は
基
部
寺
記
著
作
の
こ
と
は
記
さ
な
い
｡
益
部
の
俳
寺
や
住
侶
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

九
㌧
京
師
寺
記

二
奄

曇
宗
撰

高
衛
博
奄
十
三
､
宋
璽
味
寺
樺
曇
宗
博
に
は
'
わ
か
く
し
て
嬰
を
好
み
博
く
衆
典
に
通
じ
'
唱
説
の
功
へ
常
世
に
猫
歩
す
と
い
う
｡
朱
の
孝
武
帝

の
蹄
信
を
得
'
帝
の
寵
愛
す
る
殿
叔
儀
が
死
ぬ
と
､
三
七
日
の
法
曹
を
設
け
て
菩
提
を
と
む
ら
つ
た
と
い
う
｡
京
師
塔
寺
記
二
巻
を
摸
し
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
｡
高
恰
俸
奄

一
㌧
安
清
侍
に
は
､
曇
宗
の
塔
寺
記
云
と
し
て
'

｢
丹
陽
の
瓦
官
寺
は
晋
の
哀
帝
の
時
沙
門
慧
力
の
立
つ
る
と
こ
ろ
で
'

後
に
沙
門
安
世
高
が
期
亭
廟
の
飴
物
を
も
っ
て
こ
れ
を
治
め
た
｣
と
し
て
い
る
.
陪
書
経
籍
志
に
は
曇
景
作
と
し
て
い
る
の
は
曇
宗
の
誤
字
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
宋
都
の
悌
寺
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
'
恰
博
は
傍
出
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

十
'
感
鷹
停

王
延
秀
撰

束
管
の
末
期
に
尚
吾
郎
と
な
-
'
宋
の
泰
始
中
に
両
部
郎
と
な
っ
た
大
原
の
王
延
秀
の
撰
述
に
な
る
感
麿
俸
八
巻
は
､
隔
書
経
籍
志

･
唐
書
聾
文

意
な
ど
に
著
銀
さ
れ
て
い
る
｡
唐
志
で
は
子
部
小
説
の
顔
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
､
歴
史
の
史
料
と
し
て
の
償
値
に
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
も
の
で



あ
る
｡

十

二

徹
底
俸

先
君
墓
撰

唐
の
済
法
寺
沙
門
法
琳
(五
七
二
1
六
四
〇
)
の
破
邪
論
奄
下
に
は
'
呉
興
先
君
董
撰
徴
廠
博
と
見
え
る
L
t
唐
書
重
文
志
に
は
撰
者
名
を
放
い
た
徴

鷹
集
二
巻
が
銀
さ
れ
て
い
る
｡

十
二
㌧
捜
両
錬

陶
淵
明
撰

世
に
捜
両
後
記
十
雀
と
し
て
周
知
さ
れ
る
も
の
｡
神
怪
の
小
説
集
で
あ
り
t
と
-
に
係
数
史
恰
侍
の
資
料
と
し
て
こ
た
え
る
も
の
は
す
-
な
-
'

今
日
で
は
陶
滞
字
淵
明
の
虞
撰
を
信
ず
る
も
の
も
い
な
い
｡
高
僧
停
電
十
'
晋
上
虞
龍
山
史
宗
侍
に
､

｢
陶
淵
明
記
に
'
白
土
橡
で
三
異
法
師
に
遇

う
と
い
う
そ
の
中
の
一
法
師
が
こ
れ
(史
宗
)
で
あ
る
｣
と
す
る
の
は
'
こ
の
捜
紳
鉾
を
指
す
も
の
で
あ
る
｡

以
上
の
五
か
ら
十
二
に
い
た
る
八
書
が
慧
鮫
に
よ
っ
て
'
傍
出
諸
借
､
叙
其
風
素
'
而
皆
是
附
見
'
壷
多
疎
開
と
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か

も
'
こ
れ
ら
の
中
に
記
さ
れ
た
諸
僧
の
行
状
､
諸
人
の
員
撃
な
信
傍
の
中
に
'
常
時
の
中
国
人
証
合
の
中
に
受
容
さ
れ
た
中
開
併
教
の
本
質
と
い
っ

た
も
の
を
看
取
で
き
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
｡
後
の
国
表
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
魯
迅
の
古
小
説
釣
沈
の
中
の
拾
供
の
冥
群
記
の
み

を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
へ
高
僧
博
の
資
料
と
な
っ
た
も
の
は
三
十
件
を
教
え
る
の
で
あ
る
｡
ま
し
て
'
完
全
な
冥
梓
記
の
原
本
が
あ
っ
て
封
比
し
得

る
と
す
れ
ば
'
ま
だ
く

多
数
の
資
料
が
摘
出
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
壷
多
疎
開
と
し
て
批
難
す
る
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
､

撰
述
者
慧
絞
自
身
が
も
っ
と
も
よ
-
認
識
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
｡
し
か
も
敢
て
こ
れ
ら
の
言
を
な
す
こ
と
は
'
解
し
が
た
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
｡

十
三
㌧
三
寒
紀
停

克
陵
文
宝
玉
撰

南
賛
武
帝
の
第
二
子
へ
諸
子
良
(四
六
〇
I
四
九
四
)
字
は
雲
英
'
六
朝
貴
人
の
中
で
も
最
も
敬
度
な
篤
信
者
と
し
て
知
ら
れ
る
｡
両
帝
書
巻
四
十
㌧

武
十
七
三
に
そ
の
侍
が
あ
る
｡

｢
ま
た
文
意
太
子
と
と
も
に
揮
氏
を
好
み
甚
だ
相
い
友
悌
あ
-
'
子
良
は
敬
信
尤
も
篤
L
t
し
ぼ
-
-1
邸
園
に
斎
戒

を
営
み
'
大
い
に
朝
臣
衆
僧
を
集
め
て
､
食
を
賦
-
水
を
行
な
い
'
あ
る
い
は
窮
ら
そ
の
事
を
親
し
-
す
る
に
い
た
る
'
世
や
ゝ

お
も
え
ら
-
宰
相

高

僧
博

の
成
立

(上
)



東

方

撃

報

の
鰹
を
失
な
う
｣
と
評
せ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
｡
定
林
寺
の
僚
拓
に
請
う
て
律
部
を
講
ぜ
し
め
､
聴
衆
常
に
七
八
百
人
と
稀
せ
ら
れ
た
と
高
僧
俸
奄

十

一
骨
癌
博
に
俸
え
hQ.の
も
'
儒
教
史
家
と
し
て
の
恰
拓
と
の
深
い
交
渉
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

｢
著
す
と
こ
ろ
の
内
(係
数
)外
(世
俗
)
の
文
筆
数
十

奄
あ
り
'
文
采
無
し
と
い
え
ど
も
多
-
は
勧
戒
な
り
｣
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
'
日
常
生
活
に
係
数
を
導
い
た
彼
の
著
書
中
に
､
≡
寮
紀
侍
の
名
は
見
え

な
い
が
'
慧
鮫
の
序
に

｢
或
稀
併
史
成
就
博
史
｣
と
稀
す
る
よ
う
に
'
お
そ
ら
-
は
普
代
の
悌
法
修
三
賓
の
歴
史
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
歴
代

三
寮
紀
奄
十

1
に
も
､

俳
史
法
俸
傍
線
の
別
稀
の
あ
っ
た
こ
と
を
俸
え
､

道
立
の
大
唐
内
典
銀
に
も
こ

れ
を
承
け
て
い
る
｡

慧
鮫
が
こ
の
書
を
'

｢
悌
法
衛
の
三
寒
を
と
も
に
叙
し
て
お
り
'
辞
旨
相
い
か
1
わ
り
､
混
渡
し
て
求
め
が
た
-
'
さ
ら
に
蕪
昧
た
り
｣
と
酷
評
し
て
い
る
の
は
'
律
を

宗
と
し
た
慧
鮫
の
生
活
鮭
験
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
｡

十
四
､
博
史

王
巾
撰

歴
代
三
賓
紀
奄
十

1
に
'
斉
恰
史
十
奄
'
司
徒
寛
陵
文
宣
王
府
記
室
王
巾
撰
と
す
る
も
の
.
責
陵
文
宝
玉
の
記
室
と
し
て
お
そ
ら
-
は
そ
の
著
作

活
動
に
も
参
輿
し
た
が
､
慧
鮫
は
こ
の
書
を
'

｢
意
は
該
綜
に
似
る
も
文
鰻
い
ま
だ
足
ら
ず
｣
と
評
し
て
い
る
｡
文
宣
王
の
≡
賓
紀
侍
が
悌
法
健
に

わ
た
る
の
に
封
し
て
'
こ
れ
は
奔
僚
史
の
名
の
示
す
と
お
り
'
僧
博
で
あ
り
'
高
恰
停
車
に
み
る
数
多
-
の
文
宜
王
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
俸
記
は
こ
れ

に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
｡

十
五
'
出
三
蔵
記
集

恰
拓
撰

道
安
の
綜
理
衆
経
日
銀
を
襲
展
さ
せ
た
経
鉢
で
あ
り
'
撰
者
'
梁
の
恰
拓
(四
四
五
-
五
l
八
)
は
慧
鮫
と
は
五
十
二
歳
も
の
年
長
者
で
あ
る
か
ら
､

高
僧
博
は
恰
拓
の
死
後
の
編
纂
で
あ
ろ
う
｡
慧
暁
は
こ
の
律
部
の
大
先
輩
の
著
書
に
も
'

｢
た
ゞ
三
十
飴
恰
あ
り
'
無
き
と
こ
ろ
甚
だ
衆
し
｣
と
許

す
る
が
､
も
と
く

出
三
蔵
記
集
は
謬
経
目
線
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
'
こ
の
書
に
見
え
る
三
十
二
人
附
見
数
人
の
恰
博
も
お
1
-
は
謬
経
を
中

心
と
し
た
も
の
で
あ
り
'
慧
鮫
自
身
'
高
恰
博
に
収
載
し
た
こ
れ
ら
の
暦
の
俸
記
は
ほ
と
ん
ど
が
出
三
蔵
記
集
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
奔

･
梁

代
の
代
表
的
な
文
人
劉
親
が
幼
-
し
て
両
親
を
失
い
'
志
を
籍
-
し
て
撃
を
好
ん
だ
が
､
家
の
貧
な
る
た
め
婚
姿
で
き
ず
､
沙
門
恰
拓
を
頼
っ
て
寺

内
に
と
も
に
住
み
'
十
飴
年
を
経
て
博
く
経
論
に
通
じ
た
こ
と
は
周
知
の
事
蜜
で
あ
る
｡
儒
家
の
国
書
分
類
を
ま
ね
て
悌
経
論
疏
類
の
分
類
を
試
み
'



定
林
寺
の
経
蔵
に
つ
い
て
新
し
い
蔵
経
排
列
の
基
準
を
示
し
た
こ
と
は
'
奔

･
梁
代
に
お
け
る
内
外
の
撃
の
交
渉
を
考
え
る
う
え
の
重
要
な
事
件
で

あ
る
｡
具
鮭
的
な
分
析
を
必
要
と
す
る
が
､
恰
拓
の
編
著
で
あ
る
出
三
蔵
記
集

･
鐸
迦
譜

･
弘
明
集
な
ど
に
'
劉
親
の
積
極
的
な
参
輿
が
あ
つ
た
と

信
ぜ
ら
れ
る
｡
梁
書
に
､

｢
京
師
の
寺
塔
及
び
名
僧
の
誌
碑
に
は
必
ず
鉱
に
請
う
て
文
を
製
せ
し
む
｣
と
い
う
こ
と
か
ら
も
'
恰
柘
の
著
述
に
劉
親

I;
)

の
閥
興
乃
至
は
代
作
の
可
能
性
が
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

十
六
'
東
山
恰
停

都
景
興
撰

晋
の
中
書
郎
都
超
(三
三
六
1
三
七
七
)
字
は
景
興
の
撰
述
す
る
東
山
恰
俸
は
他
に
は
著
銀
す
る
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
｡
新
江
合
稽
刻
東
の
諸
山
に

住
む
倍
の
停
記
で
あ
る
｡
支
遁

･
手
法
開

･
干
遥
遠

･
遥
安

･
竺
法
汰

･
竺
法
購

･
慧
巌
な
ど
と
の
は
ば
ひ
ろ
い
交
友
が
あ
り
'
自
ら
も
奉
法
要

(弘
明
集
十
三
)
の
よ
う
な
在
俗
の
儒
教
信
者
で
あ
る
知
識
人
に
よ
る
係
数
概
論
を
著
わ
し
た
郁
超
の
恰
博
は
'
慧
鮫
に
と
つ
て
は
こ
の
地
方
の
係
数
界

の
活
動
を
知
る
上
の
資
料
と
な
っ
た
.
十
七
の
産
山
恰
博
､
十
八
の
沙
門
侍
の
三
部
を
ふ
-
め
て
､
慧
暁
が
'
お
の
お
の
競
う
て

一
方
を
挙
げ
へ
古

今
に
通
ぜ
ず
､
つ
と
め
て

一
書
を
存
す
る
も
徐
行
に
及
ば
ず
と
い
う
の
は
'
あ
ま
り
に
も
き
び
し
い
批
評
で
あ
る
｡
し
か
し
王
畳
轟
は
東
山
僧
博
に

つ
い
て
､
た
ま
た
ま
居
山
の
健
を
探
っ
て
い
て
そ
の
間
選
樺
の
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

十
七
'
産
山
恰
俸

張
孝
秀
撰

染
書
巻
五
十

一
の
侍
に
よ
れ
ば
張
孝
秀
は
江
西
南
陽
の
人
へ
わ
か
-
し
て
州
に
仕
え
て
治
中
従
事
史
と
な
っ
た
が
母
の
死
に
あ
っ
て
喪
に
服
し
'

お
わ
っ
て
か
ら
建
安
王
の
別
篤
と
な
っ
た
が
間
も
な
-
職
を
去
っ
て
故
山
に
締
り
､
産
山
の
東
林
寺
に
居
た
｡
所
有
す
る
数
十
頃
の
田
へ
数
百
人
の

部
曲
を
も
っ
て
つ
と
め
て
耕
作
に
あ
た
り
へ
そ
の
得
る
と
こ
ろ
こ
と
ご
と
-
を
陰
山
の
恰
衆
に
供
し
た
｡
し
か
も
自
ら
は
き
わ
め
て
質
素
な
生
活
を

し
て
群
書
を
博
渉
L
と
-
に
悌
典
に
詳
し
か
っ
た
と
い
う
｡
庭
山
僧
侍
の
名
は
慧
鮫
が
挙
げ
へ
三
重
頴
に
よ
っ
て
､
張
孝
秀
は
筆
は
と
つ
た
が
､
都

超
が
得
た
と
同
じ
請
､
す
な
わ
ち
た
ま
-

住
み
あ
わ
せ
た
土
地
で
の
選
揮
な
き
取
材
探
線
を
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

十
八
､
沙
門
停

陸
明
霞
撰

陸
明
霞
'
名
は
呆

(四
五
九
-
五
二
二
)'
呉
郡
の
名
家
の
出
で
､
も
と
よ
り
併
法
を
信
じ
持
戒
甚
だ
精
し
と
梁
書
巻
二
十
六
の
侍
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

高
僧
博

の
成
立

(上
)



東

方

畢

報

性
は
梓
直
忌
慣
す
る
と
こ
ろ
な
-
'
司
法
の
職
に
つ
い
て
は
催
事
を
も
避
け
ず
と
許
さ
れ
た
陸
兵
の
日
常
は
厳
格
を
き
わ
め
た
｡
し
か
も
沙
門
俸
三

十
億
を
撰
述
す
る
だ
け
の
係
数
界
に
封
す
る
博
識
を
も
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
｡
六
朝
時
代
悌
教
信
仰
の
主
流
を
な
し
た
観
音
信
仰
の
蛋
験
記
で
あ

る
繋
観
世
音
慮
験
記
六
十
九
候
を
摸
し
て
樽
亮

｡
張
演
の
観
世
音
鷹
験
記
に
繋
い
だ
の
は
南
奔
最
後
の
年
'
中
興
元
年

(五
〇
l
)
で
あ
り
'
時
に
司

徒
従
事
中
郎
の
職
に
あ
り
'
四
十
三
歳
の
壮
年
で
あ
っ
た
｡
沙
門
俸
三
十
篭
の
撰
述
の
年
時
は
不
詳
で
あ
-
､
そ
の
撰
述
が
事
案
で
あ
る
と
す
れ
ば
'

繋
観
世
音
麿
験
記
よ
り
も
後
の
著
述
で
あ
ろ
う
｡
大
唐
内
典
銀
嶺
十
に
は
'
慧
鮫
の
高
僧
健
を
列
し
た
次
に
'
梁
著
作
中
書
監
薬
子
野
撰
沙
門
俸
三

十
巻
､
其
十
奄
劉
謬
綾
と
あ
り
､
さ
ら
に
梁
外
兵
郎
劉
謬
奉
勅
撰
揚
都
寺
記

1
十
巻
を
挙
げ
て
い
る
｡
英
子
野
(四
六
九
-
五
三
〇
)
は
著
名
な
歴
史
畢

着
装
松
之
の
曾
孫
に
あ
た
り
､
著
書
も
多
い
が
'
梁
書
巻
三
十
の
侍
に
よ
れ
ば
勅
命
に
よ
っ
て
衆
恰
俸
二
十
饗
を
撰
し
た
と
停
え
る
｡
道
宜
は
そ
の

慧
鮫
侍
に
お
い
て
'
江
表
に
多
く
襲
子
野
の
高
僧
停

l
秩
十
雀
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
文
は
極
め
て
省
的
'
未
だ
通
竪
す
る
に
足
ら
ず
と
許

し
て
い
る
｡
陸
兵
の
沙
門
俸
三
十
巻
は
､
こ
の
薬
子
野
の
沙
門
博
と
の
混
滑
へ
誤
解
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
'
疑
問
を
の
こ
し
て
お
-
も
の
で

あ
る
｡

慧
鮫
の
高
僧
俸
執
筆
の
直
接
の
動
機
は
い
う
ま
で
も
な
-
'
賓
唱
の
名
僧
侍
の
敏
を
改
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ

し
て
'
名
僧
侍
を
除
い
た
如
上
の
慧
唆
自
序
の
中
に
示
さ
れ
た
十
八
種
の
資
料
に
つ
い
て
若
干
の
論
述
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
外
に
､

慧
鮫
が
ふ
れ
ず
に
､
王
鼻
頴
が
慧
鮫

へ
の
返
筒
の
中
に
示
す
も
の
で
'
い
わ
ゆ
る
別
侍
の
類
が
若
干
見
ら
れ
る
｡
陪
書
経
籍
志
考
讃
奄
十
三
に
は
'

世
説
に
引
用
さ
れ
た
別
俸
六
十
九
種
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
古
来
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
'
王
畳
覇
は
'
康
轍
の
草
道
開
俸

･
王
秀
の
高

(E3)

(e9)

産
別
偉

｡
張
痔
の
恰
稔
俸
賛

･
周
顕
撰
の
玄
暢
碑
文
を
挙
げ
て
い
る
｡
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
別
俸
碑
文
の
類
は
慧
鮫
の
高
健
棒
中
に
も
他
に
も
多

く
引
用
さ
れ
て
い
て
'
こ
れ
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
｡
と
-
に
著
書
と
し
て
畢
げ
る
必
要
も
な
い
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
片
記

孤
文
の
堆
積
が
つ
い
に
慧
鮫
の
高
僧
侍
の
成
立
に
ま
で
つ
な
が
る
こ
と
は
否
み
得
な
い
事
寛
で
あ
る
.



三

名
僧
侍
と
高
僧
停

以
上
の
よ
う
な
数
多
-
の
恰
俸
寺
俸
庶
験
記
の
類
と
か
'
稗
史
野
乗
の
類
な
ど
'
慧
鮫
が
自
序
に
い
う
が
ご
と
-
'
宣
験
記

･
幽
明
銀

･
冥
梓
記
･

感
鷹
停

･
微
鷹
俸

･
捜
紳
銀
等
に
い
た
る
薙
銀
数
十
除
家
及
び
音
宋
賛
梁
各
朝
の
春
秋
史
書
'
隔
書
経
籍
志
に
よ
れ
ば
青
書
だ
け
で
も
王
隠

･
虞
預
･

朱
鳳

｡
謝
要
遅

･
諸
子
雲

･
沈
約
の
各
家
の
も
の
が
あ
り
､
ま
た
向
法
盛
の
育
中
興
書

｡
習
整
歯
の
漢
音
陽
秋

･
孫
盛
の
育
陽
秋
そ
の
他
'
宋
書
に

し
て
も
徐
宴
の
宋
書
を
は
じ
め
孫
厳

･
沈
約
所
編
の
も
の
'
そ
の
他
賛

｡
梁
の
国
史
に
か
-
l

わ
る
も
の
｡
ま
た
秦
趨
燕
涼
荒
朝
侭
暦
と
い
う
北
方
胡

族
閣
家
の
史
書
へ
た
と
え
ば
高
恰
停
電
九
､
悌
固
澄
博
に
引
-
田
融
の
連
記
と
か
の
類
｡
地
理
薙
篇
'
高
僧
停
竜
三
へ
宋
六
合
山
樺
寒
雲
博
に
い
ラ

｢
其
遊
履
外
国
､
別
右
記
俸
｣
と
す
る
よ
う
な
天
竺
旅
行
記
､
曇
無
渇
の
歴
国
俸
記
､
庚
仲
舞
の
剤
州
記
な
ど
の
類
｡
孤
文
片
記
'
さ
き
に
述
べ
た

別
侍

｡
俸
質

･
別
記
と
か
､
劉
鉱
が
作
っ
た
恰
砿
碑
文

･
何
胤
が
作
っ
た
慧
基
の
碑
文
､
あ
る
い
は
停
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
'
孫
縛
の

遺
賢
論

･
正
像
論

･
明
徳
沙
門
論

｡
慧
琳
の
白
黒
論

こ
ホ
柄
の
難
白
票
論
の
類
.
ま
た
慧
鮫
が
直
接
間
接
に
故
老
か
ら
博
聞
し
た
こ
と
が
ら
｡
そ
の

よ
う
な
も
の
が
高
僧
停
編
纂
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
､
慧
姪
の
蔵
書
が
梁
の
元
帝
葡
鰐
の
有
に
節
す
る
の
も
き
わ
め
て
営

然
な
ほ
ど
､
多
-
の
資
料
が
記
述
の
た
め
に
蒐
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
､
賓
唱
の
名
僧
博
が
も
っ
と
も
大
き
-
'
慧
鮫
の
著

作
に
影
響
力
を
輿
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

寮
唱
の
名
僧
停
三
十
宅
は
､
梁
の
武
帝
天
監
九
年

(五
一
〇
)
よ
り
筆
を
起
し
p
天
監
十
三
年

(五
一
四
)
に
候
列
に
就
い
た
と
い
う
か
ら
､
前
後
五

年
を
つ
い
や
し
て
よ
う
や
-
成
っ
た
｡
名
恰
博
に
つ
い
て
は
他
に
成
稿
を
登
表
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
'
今
は
重
複
は
避
け
る
が
'
績
高
慣

博
の
寛
唱
博
に
記
さ
れ
た
名
恰
侍
の
自
序

｡
後
序
に
よ
っ
て
編
纂
の
過
程
を
知
り
得
る
.
慧
鮫
は
三
十
歳
ほ
ど
へ
だ
っ
た
恰
界
の
大
先
輩
に
射
し
て

ヽ

ヽ

か
た
く
な
ほ
ど
に
､
名
を
排
し
て
高
を
立
て
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
慧
鮫
の
自
序
に
'

前
代
よ
り
撰
す
る
と
こ
ろ
'
多
-
名
倍
と
い
-
｡
然
も
名
は
も
と
賓
の
賓
な
-
､
若
し
賓
に
行
な
う
も
光
を
潜
む
れ
ば
則
ち
高
な
れ
ど
も
名
あ

高
僧
博

の
成
立

(上
)

二
三



東

方
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報

ら
ず
｡
徳
寡
き
も
時
に
適
え
ば
則
ち
名
あ
れ
ど
も
高
な
ら
ず
｡
名
あ
り
て
高
な
ら
ざ
る
は
も
と
よ
り
紀
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
｡
高
な
れ
ど
も

名
あ
ら
ざ
る
は
則
ち
今
録
に
備
う
｡
故
に
名
の
音
を
省
き
て
代
-
る
に
高
の
字
を
も
っ
て
す
｡
そ
の
間
'
草
創
な
れ
ば
あ
る
い
は
遣
逸
あ
ら
ん

(19
)

か

｡

と
い
う
｡

｢
多
-
名
倍
と
い
う
｣
と
記
す
が
､
名
僧
の
名
を
冠
し
た
慣
侍
は
慧
鮫
よ
り
十
年
以
前
に
撰
述
さ
れ
た
三
十
巻
の
規
模
を
持
つ
本
格
的
な

恰
俸
-
名
僧
博
を
除
い
て
は
'
法
進
の
江
東
名
徳
博
が
あ
る
の
み
で
あ
-
'
慧
蚊
が
直
接
に
名
僧
侍
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
､
自
序
の
中
に
'
従

来
の
恰
博
の
敏
鮎
を
畢
げ
て
､
き
び
し
い
批
判
を
し
て
い
る
が
さ
ら
に
次
の
教
句
に
よ
っ
て
も
そ
の
県
意
が
知
ら
れ
る
｡

お
の
お
の
1
万
を
挙
げ
て
'
今

古
に
通
ぜ
ず
'

一
書
を
存
す
る
に
努
め
て
'
徐
行
に
及
ば
ず
'
即
時
に
逮
ん
で
ま
た
粒
ぐ
に
作
者
あ
り
'
然
れ

ど
も
あ
る
い
は
褒
質
の
も
と
､
あ
い
捻
揚
す
る
に
過
ぎ

(僧
停
類
へ
の
批
評
)
あ
る
い
は
'
事
を
叙
す
る
の
中
に
空
し
-
鮮
費
を
列
ね
'
こ
れ
が
真

理
を
求
む
る
に
的
と
し
て
稀
す
べ
き
も
の
な
し
(名
僧
侍
へ
の
批
評
)t

(20
)

と
の
て
き
び
し
い
批
判
を
下
し
て
い
る
こ

と

は

'
い
ち
め
ん
青
年
史
家
慧
駿
の
意
気
ご
み
を
も
推
察
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
名
と
高
の
匝
別
や
'
的

と
し
て
覇
す
べ
き
も
の
な
し
な
ど
い
う
慧
鮫
の
見
解
は
と
も
か
-
と
し
て
'
現
寛
に
は
'
慧
鮫
は
賓
唱
の
名
恰
侍
を
意
識
し
封
抗
し
て
'
己
の
高
僧

博
を
畢
げ
る
こ
と
に
つ
と
め
た
｡
し
か
し
附
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
名
恰
俸
は
さ
い
わ
い
に
今
日
に
残
さ
れ
た
日
本
の
笠
置
宗
佐
の
抄
寓
し
た
名

恰
俸
指
示
抄
に
記
さ
れ
た
日
銀
に
よ
れ
ば
三
十
懇
四
百
二
十
五
人
'
梁
高
恰
侍
は
十
三
奄
二
百
五
十
七
人
と
'
人
数
に
お
い
て
は
若
干
の
へ
だ
た
り

は
あ
る
｡
名
僧
博
に
専
侍
と
す
る
も
の
を
高
僧
侍
に
お
い
て
附
鬼
の
中
に
入
れ
る
も
の
も
あ
り
､

一
概
に
教
の
多
少
で
云
云
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

L
t
こ
の
二
百
五
十
七
人
の
中
に
｣
名
恰
侍
に
な
い
も
の
は
三
十
数
人
に
過
ぎ
な
い
｡
上
述
の
と
お
り
'
道
立
は
慧
鮫
侍
に
お
い
て
'

｢
牽
唱
の
摸

し
た
名
僧
侍
は
す
こ
ぶ
る
浮
沈
多
き
を
も
っ
て
'
よ
っ
て
蓮
に
例
を
開
き
て
鹿
を
成
し
(八
科
を
十
科
に
ひ
ろ
げ
る
)
て
高
僧
俸
十
四
雀
を
著
し
た
｣
と
い

う
の
で
あ
る
が
､
や
は
り

一
代
の
偶
数
史
家
と
し
て
､
ま
た
永
-
宮
廷
の
蔵
書
を
も
自
由
に
利
用
し
得
る
地
位
に
も
あ
っ
た
賓
唱
の
名
恰
俸
撰
述
は
'

資
料
的
に
も
豊
富
で
手
堅
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
'
事
賓
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
慧
鮫
が
､

｢誇
悟
を
傍
出
し
そ
の
風
素
を
叙
ぶ
る
も
皆
附
見
に
し
て
壷
ば
疎
開
多
し
｣
と
し
た
腐
敗
記
の
類
も
'
高
僧
侍
に
お
い
て
文
辞
は



修
飾
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
事
績
は
多
-
語
り
つ
が
れ
て
い
て
､
た
と
へ
ば
冥
群
記
の
場
合
を
み
て
も
､
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
､
附
表
を

一
見
す

れ
ば
'
こ
れ
ら
も
高
恰
侍
の
成
立
に
は
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
冥
群
記
な
ど
の
歴
験
記
に
も
と
づ
い
た
高
僧
侍
の
列
侍
の
究

明
は
'
中
国
人
の
理
解
し
受
容
し
た
初
期
中
国
儒
教
の
本
質
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
o
後
篇
に
お
い
て
さ
ら
に
深
-
描

り
さ
げ
て
論
述
し
た
い
｡四

高
侍
倍
目
録
封
照
表

大
正
大
蔵
経
(第
五
十
雀
)本
高
僧
俸
序
銀
に
よ
っ
て
p
高
僚
侍
の
列
俸
者
の
名
を
擬
し
'
名
僧
俸

･
出
三
蔵
記
集

･
冥
群
記

･
幽
明
銀

･
宣
験
記

･

観
世
音
鮭
験
記
な
ど
に
著
銀
さ
れ
て
い
る
も
の
1
所
在
を
あ
き
ら
か
に
し
た
｡
名
僧
俸

･
出
三
蔵
記
集
に
つ
い
て
は
山
内
晋
卿
氏
が
す
で
に
五
十
飴

年
前
に
試
み
ら
れ
た
が
'
そ
れ
を
参
照
し
っ
ゝ
さ
ら
に
進
め
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
'
慧
鮫
の
高
僧
侍
の
列
俸
が
両
怪

･
小
説
の
た
ぐ
い

ま
で
を
も
ふ
-
め
て
'
ど
の
よ
う
な
系
列
で
記
述

･
埼
添
さ
れ
て
い
つ
た
か
の
過
程
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

名
僧
博
は
春
日
鮭
智
氏
の
報
告
に
よ
る
笠
置
宗
性
自
筆
本
の
目
録
'
些

二
蔵
記
集
は
大
正
大
麻
経
本
に
よ
っ
た
｡
名
僧
侍
の
項
に
1
I
l
と
あ
る
の
は
第

一
巻
の
第

l
で
あ
る
こ

と
を
示
す
｡
出
三
蔵
記
集
の
場
合
も
こ
れ
に
準
ず
る
｡
冥
祥
記
な
ど
は
魯
迅
全
集
重
印
本
で
あ
る
一
九
五

一
年
北
京
重
印
第

1
版
の
古
小
説
鈎
枕
に
よ
っ
た
.
た
と
え
ば
開
巻
第

1

の
轟
摩
騰
の
冥
3-5
は
同
書
三
七
五
貢
記
載
の
冥
群
記
で
あ
る
こ
と
を
示
す
o
ま
た
観
世
音
鷹
験
記
数
に
つ
い
て
は
牧
田
著
六
朝
古
逸
観
世
音
鷹
験
記
の
研
究
の
頁
数
を
示
す
｡

高
値
博
第

義

認

仙

1
､
漢
雅
陽
白
馬
寺
東
摩
騰

2
､
漠
雅
陽
白
馬
寺
竺
法
蘭

3
､
漠
雅
陽
安
清

4
､
漢
錐
陽
支
模
迦
識

高

僧
博

の
成
立

(上
)

名

暦

俸

1

-
･1

1
-
2

1
-
4

1
1
3

其

他

冥

…

幽

…

幽

…

竺
俳
朔

安
玄

巌
俳
調

支
曜

康
巨

康
孟
詳

5
'
塊
椎
陽

曇

村
迦

羅

報

鎖

書

6
㌧
魂
呉
建
業
建
初
寺
廉
僧
禽

7
7
貌
呉
武
昌
維
紙
難

法
立
法
巨

8
7
膏
長
安
竺
曇
摩
羅
列

鯛
詣



東
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軍

報

9
㌧
菅
長
安
吊
遠

吊
汝
詐

術
土
産

10
㌧
育
建
康
建
初
寺
吊
戸
梨
賓

11
､
曹
長
安
倍
伽
験
澄

儲
園
罪
刑

12
､
曹
長
安
曇
摩
難
捉

趨
正

13
'
晋
鷹
山
倫
伽
提
婆

僚
伽
羅
叉

14
㌧
背
長
安
竺
俳
念

15
､
育
江
陵
辛
寺
曇
摩
耶
舎

竺
法
度

高
僧
停
第
二
巻

謂

中

16
㌧
菅
長
安
鳩
摩
羅
什

17
､
膏
長
安
弗
若
多
尿

18
､
曹
長
安
曇
摩
流
支

19
㌧
腎
葉
春
石
澗
寺
卑
摩
羅
叉

20
､
菅
長
安
併
陀
耶
舎

21
'
菅
京
師
道
場
寺
俳
駄
紋
陀
羅

軍

曹
河
西
霊

盛

装

農
法
増

｡恰
表

19 26 3 3 3 1

I I l I I I

6 1 1 2 3 7

15 13 13 13 13
E ) 1 1 I
5 12 ll 10 9

高
僧
侍
第
三
奄

欄
票

23
'
宋
江
陵
辛
寺
樺
法
顕

24
'
宋
黄
龍
揮
曇
無
端

25
'
宋
建
康
龍
光
寺
悌
駄
什

26
へ
宋
河
西
浮
陀
験
摩

27
'
宋
京
師
頼
園
寺
樺
智
厳

28
㌧
宋
六
合
山
揮
賓
雲

29
㌧
宋
京
師
紙
痘
寺
求
郵
政
摩

30
､
宋
京
師
奉
誠
寺
倫
伽
験
摩

31
'
宋
上
定
林
寺
曇
摩
蜜
多

32
㌧
宋
京
兆
樺
智
猛

33
､
宋
京
師
道
林
寺
墓
良
耶
舎

恰
伽
連
多

滑
伽
羅
多

34
､
宋
京
師
中
興
寺
求
郡
紋
陀
羅

阿
郡
摩
低

35
､
弊
建
康
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寺
稗
法
恭

伶
恭

2-3
'
宋
京
師
彰
城
寺
揮
僚
覆

(慧
琳
)

m
t
帝
京
師
高
座
寺
稗
慧
進

恰
念

2-5
'
弊
永
興
栢
林
寺
樺
弘
明

216
'
弊
京
師
震
根
寺
樺
慧
諌

法
音
(普
)

217
､
番
:上
定
林
寺
樺
道
嵩

218
､
幹
上
達
林
寺
揮
超
群

法
明

壁

心

決
定

2
.
哲
山
陰
天
柱
山
樺
法
憲

垂
遊

2-0
㌧
帝
京
師
後
岡
樺
恰
侯

悪
温

2-1
､
梁
上
定
林
寺
揮
慧
爾

縁
仙

2-2㌧
巣
窟
陽
野
望
寺
樺
造
琳

高
僧
俸
第
十
三
省

器

先

人

詐

十
1
人

興
癌

十
凹
人

2-3'
青
井
州
竺
慧
達

2
.
菅
武
陵
平
山
樺
慧
元

竺
慧
直

2-5
､
育
京
師
瓦
官
寺
樺
慧
力

2-6
､
育
京
師
安
楽
寺
樺
慧
受

2-7
'
宋
京
師
崇
明
寺
揮
侭
慧

2
'
宋
山
陰
法
華
山
樺
僧
賀

2
'
宋
預
州
伴
僧
洪

2-0
へ
宋
京
師
揮
僚
亮

2-1
'
宋
京
師
延
賢
寺
揮
法
意

㍑
'
哲
南
海
雲
峯
寺
揮
慧
敬

2-3
t
PRY:南
海
蔽
森
山
樺
法
献

2-4､
ゾ哲
上
定
林
寺
梓
法
猷

玄
陽

2-5
､
梁
側
石
城
山
樺
倫
護

2-6
'
梁
京
師
正
餐
寺
揮
法
悦

経
師

十
一
人

.;-7
㌧
育
中
山
爵
法
橋

2-8
㌧
育
京
師
建
初
寺
支
曇
笛

2
'
宋
京
師
砥
桓
寺
樺
法
平

2-0
'
宋
京
師
白
馬
寺
樺
恰
鏡

28 28 28 28
I 1 1 I
1 2 3 5

30 30 30 23
1 L i T
6 2 1 3



M
t
宋
安
契
寺
得
道
慧

2-2
'
宋
謝
寺
樺
智
宗

2
'
哲
烏
衣
寺
揮
曇
違

2
'
斉
東
安
寺
稗
曇
智

は
'
哲
安
楽
寺
樺
倍
.BE

2-6
'
奔
白
馬
寺
秤
量
摘
心

2-7
､
管
北
多
賓
寺
樺
慧
忍

唱
導

十
人

2
'
宋
京
師
紙
垣
寺
揮
遺
贈

細
'
宋
長
干
寺
揮
曇
頴

29 29 30 30 30 30 30 30 30
1 t i l i I I I I
2 1 17 15 14 13 10 8 7

2-0
㌧
宋
瓦
官
寺
樺
慧
礎

2-1
､
宋
蚕
昧
寺
樺
曇
宗

2
'
宋
中
寺
揮
曇
光

2-3
'
賛
興
福
寺
梓
慧
芥

捌
'
哲
興
福
寺
樺
道
儒

2-5
'
轡
瓦
官
寺
樺
慧
重

2-6
㌧
哲
正
勝
寺
棒
法
願

2-7
㌧
哲
清
隆
寺
梓
法
鏡

石
十
三
巻
十
和
凡
二
百
五
十
七
人

29 25 29 29 29 29 29 29

I i 1 i l l i l
13 33 10 9 7 6 5 3

注(1
)

山
内
育
卿
著
支
部
併
数
史
之
研
究
所
些
馬
借
博
の
研
究
(大
正
七
年
十
二
月
稿
)

は
常
時
と
し
て
は
珍
し
い
中
国
撃
の
立
場
か
ら
研
究
を
進
め
た
異
色
の
も
の
で

あ
っ
た
｡
本
稿
も
山
内
教
授
の
研
究
方
式
を
参
照
し
な
が
ら
'
そ
の
後
の
研
究

成
果
を
ふ
享
凡
て
稿
を
な
し
た
o
陳
垣
著
中
国
係
数
史
籍
概
論

(
一
九
五
五
年

十
二
月
北
京
科
学
出
版
社
)
は
､

l
九
四
二
年
九
月
二
十
三
日
附
の
縁
起
を
も

っ
た
戦
時
中
の
著
作
で
あ
る
が
'
さ
す
が
に
中
国
老
学
者
の
見
識
撃
解
の
随
底

に
見
ら
れ
る
好
著
で
あ
り
'
傍
致
史
学
研
究
の
立
場
か
ら
は
不
必
要
の
と
こ
ら

も
あ
る
が
'
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
稗
益
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
｡

l
九
六

八
年
に
は

B
iog
rap
h
ies
des
m
oin
es
6m
in
en
ts
(K
a.
sen
g
tch
.u
an
)

d
e
H
ou
ei･k
ia
o,

traduites
et
anno

t

ies
par
R
.be
rt
Shih･
第
l巻
よ

り
第

三
巻ま

で

の

諾

経
篇
完
講
の
第
一分
析
が
蛮
行
さ

れ

た
o
こ
の
外
に
ち

A
rth
u
r
W
righ
t
致
授
の
傍
圏
澄
博
英
語
t
A
rth
u
r
L
in
k
s
教
授
の
道
安
博

英
講
な
ど
が
あ

る
が
､
な
お
試
諸
の
域
を
出

な
い
｡
名
僧
博
に
つ
い
て
は
春
日

穫
智
氏
の

｢浄
土
教
史
料
と
し
て
の
名
僧
俸
指
示
抄
名
僧
俸
要
文
抄
並
に
爾
勤

高
僧
博

の
成
立

(上
)

如
来
感
鷹
抄
第
四
所
引
の
名
僧
博
に
就
い
て
｣
が
貴
重
な
資
料
と
な
る

(宗
撃

研
究
第
十
二
流
'
昭
和
十

l
年
七
月
刊
)O

牧
田
編
の
染
高
僧
倖
索
引

(中
国

高
僧
博
索
引
第

一
巻
､
昭
和
四
十
七
年
三
月
刊
)
も
中
国
沸
教
史
研
究
の
完
全

を
期
す
る
た
め
の
l
つ
の
試
み
で
あ
る
｡
本
研
究
所
に
お
け
る
弘
明
集
研
究
報

告
は
近
-
第

1
朋

(遺
文
篇
)
が
上
梓
さ
れ
る
が
'
さ
ら
に
篤
学
の
研
究
者
に

よ
っ
て
出
三
蔵
記
集
の
研
究

(
l
部
は
宇
井
博
士
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ
た

-
秤
道
安
研
究
)
が
進
め
ら
れ
る
な
ら
ば
､
中
国
係
数
上
代
史
の
研
究
は
'
恰

砿
'
賓
唱
､
慧
鮫
の
事
績
究
明
と
あ
い
ま
つ
て
よ
り
深
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

(2
)

績
高
恰
博
巻
六

(大
正
五
〇
､
四
七

1
b
)
揮
慧
校
､
未
詳
氏
族
ヽ
倉
持
上
底

人
'
畢
通
内
外
'
博
訓
経
律
'
住
嘉
群
寺
'
春
夏
弘
法
､
秋
冬
著
述
､
撰
浬
紫

綬
義
疏
十
奄
及
究
網
経
疏
行
世
､
又
以
唱
公
所
撰
名
僧
煩
多
浮
沈
､
困
蓮
開
例

盛
虞
'
著
高
僧
博

一
十
四
巻
'
其
序
略
日
'
前
之
作
者
或
嫌
以
繁
贋
胴
滅
其
事
へ

而
抗
迩
之
寄
多
所
遠
別
､
謂
出
家
之
士
虞
国
賓
王
へ
不
慮
励
然
自
遠
高
蹄
猫
絶
､

尋
節
柴
棄
愛
'
本
以
異
俗
為
賢
'
若
此
而
不
論
克
何
所
紀
'
又
云
'
自
前
代
所

撰
､
多
目
名
倍
､
然
名
著
木
賃
之
真
也
､
若
寒
行
潜
光
則
高
而
不
名
､
若
寡
徳

一二
三



東

方

撃

報

適
時
ー
別
名
而
不
高
'
名
而
不
高
､
本
非
所
紀
'
高
而
不
名
則
備
今
録
'
故
省

名
音
代
以
高
字
'
博
成
通
園
博
之
､
黄
馬
免
鏡
､
文
義
明
約
'
郎
世
崇
重
へ
級

不
知
所
終
'
江
表
多
有
襲
子
野
高
僧
博

1
峡
十
巻
､
文
極
省
約
㌧
未
極
通
壁
'

故
其
差
少
｡

(㊥
)

梁
書
撃

T十
二
'
太
租
五
王
南
至
冗
薬
王
偉
博

大
原
王
畳
穎
卒
'
家
貧
無
以

残
数
へ
友
人
江
草
往
突
之
'
共
裏
兄
封
華
貌
訴
'
革
日
､
建
安
王
普
知
'
必
烏

鷺
理
'
言
未
託
而
偉
便
至
､
給
其
喪
事
､
得
周
済
鳶
'
-
･･･晩
年
崇
信
悌
理
､

尤
精
玄
畢
'
著
二
旨
義
､
別
馬
新
通
､
又
製
性
情
幾
神
等
論
､

(4
)

梁
書
巻
三
十
六
江
革
博

畢
歴
官
八
府

長
史
四
王

行
事
二
､
馬
二
千
石
'

傍
無
姫
侍
､
家
徒
壁
立
'
世
以
此
高
之
､

(5
)

金
壌
子
巻
二
㌧
衆
吾
篇

又
就
合
稽
宏
普
藩
校
道
人
捜
衆
之
｡
こ
こ
に
い
う
宏

普
寺
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
､
元
帝
が

｢今
年
四
十
六
歳
｣
と
い
う
､
今
年
は
'

元
帝
の
承
聖
二
年

(五
五
三
)
で
あ
-
'
慧
鮫
は
五
十
七
歳
へ
入
寂
の
前
年
に

あ
た
る
｡
嘉
禅
寺
か
ら
宏
普
寺
に
障
壊
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
同
鹿

に
､
張
預
章
柁
経
鯛
書
如
高
僧
博
之
例
是
也
と
あ
り
'
大
同
五
年

(五
三
九
)

に
預
葦
内
史
と
な
っ
た
張
舘

(四
九
二
I
五
五
四
㌢
)
か
ら
高
僧
博
を
得
た
こ

と
を
記
す
の
も
､
慧
駿
の
高
僧
侍
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
.

(

6
)

緯
高
僧
俸
巻

二

発
揚
都
荘
厳
寺
金
陵
沙
門
賓
唱
侍

(大
正
蔵
五
〇
'
四
二
六

b
-
四
二
七
C
)
参
照
｡

(七
)

大
正蔵
経
本
高

僚

侍

(高
麗
蒸
)
の
校
記
に
よ
れ
ば
'
宮
内
鹿
本
に
は
こ
の
慧

鮫
侍
補
遺
百
二
十
七
字
を
紋
い
て
ゐ
る
｡

(8
)

高
僧
俸
巻
十
四

(大
正
蔵
巻
五
〇
､
四
二
三
a
)
此
停
是
合
椿
嘉
群
寺
慧
鮫
法

師
所
撰
､
法
師
畢
通
内
外
善
詩
経
律
'
著
担
架
疏
十
巻
焚
網
戒
等
義
疏
､
並
為

世
軌
'
又
著
此
高
僧
停
十
三
巻
'
梁
末
承
聖
二
年
大
歳
巽
西
､
避
侯
景
難
'
莱

室
亀
城
'
少
時
講
説
'
甲
成
年
二
月
拾
化
､
時
年
五
十
有
八
､
江
州
僚
正
慧
慕

終
始
葬
鷹
山
押
閣
寺
墓
､
龍
光
寺
僧
栗
岡
避
難
在
山
'
遇
見
時
事
､
聯
記
之
云

爾
'

(9
)

南
史
巻
六
四
､
張
彪
俸
参
照
｡

(10
)

高
倫
博
で
は
'
竺
潜

(法
探
)
は
王
敦
の
弟
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
が
'
世

T
二
四

説
注
に
お
い
て
は

(徳
行
嘉
)
で
は
､
桓
鼻
の
侍
借
法
探
は

｢
不
知
其
俗
姓
､

蓋
衣
冠
之
胤
也
｣
と
す
る
｡

(ll
)

高
逸
沙
門
停
日
'
法
師
居
合
稽
'
皇
帝
重
其
風
徳
'
遣
使
迎
蔦
'
法
師
暫
出
底

命
'
司
徒
魯
梧
王
'
天
性
虚
渦
へ
興
法
師
結
殿
勤
之
歓
'
師
錐
升
履
丹
塀
出
入

朱
邸
'
混
然
購
達
'
不
具
蓬
宇
也
O

(12
)
巻
八

億
鍾
停

(三
七
五
C
)
時
輿
鍾
奔
名
比
徳
者
-
-
倫
賓
等
並
各
善
経
論
'

悉
馬
文
宣
所
敬
'
迭
興
講
唐

桑

.
ま
た
慧
次
俸

(三
七
九
C
)
時
謝
寺
又
有
僧

賓
-
-
1
代
英
暫
'
馬
時
論
所
宗
｡
ま
た
貸
売
博

(三
八
二

a
)

暁
野
寺
僧
賓

亦
並
帝
代
法
匠
'
賓
又
善
三
玄
'
番
貴
遊
所
重
o

(13
)

高
僧
博
省

三

康
僚
合
侍

(大
正
蔵
五
〇
､
三
二
五

C～三
二
六
a
)
胎
問
日
'

係
数
所
明
'
善
悪
報
臆
'
何
者
是
耶
'
合
対
日
､
･-

‥易稀
積
善
除
塵
'
詩
詠

求
福
不
回
へ
錐
儒
典
之
格
言
､
即
係
数
之
明
訓
'
胎
日
'
若
然
則
周
孔
巳
明
'

何
用
係
数
､
倉
日
､
周
孔
所
言
暗
示
近
迩
'
至
於
粋
教
則
備
極
幽
徴
､
故
行
悪

則
有
地
獄
長
苦
'
修
善
則
有
天
富
永
繋
-
-
後
便
宿
衛
兵
人
後
官
治
国
'
於
地

得

一
金
像
高
教
尺
呈
膳
'
酷
使
著
不
浄
盛
'
以
穣
汁
液
之
'
-
･･･俄
爾
之
間
､

拳
身
大
腰
'
陰
虞
尤
痛
-
-

(14
)

法
苑
珠
林
巻
十
四

(大
正
戒
五
三
'
三
八
八
C
)

斉
建
元
初

(四
七
九
)
大
原

王
瑛
者
､
年
在
幼
稚
'
於
交
祉
賢
法
師
受
五
戒

'

以
観
音
金
像
令
供
養
､
逐
奉

還
揚
都
寄
南
澗
寺
'
瑛
塞
寝
夢
像
立
干
座
隅
'
意
甚
異
之
'
即
馳
迎
遠
'
其
♂

南
澗
失
像
十
飴
へ
盗
製
鋳
鏡
､
至
宋
大
明
七
年

(四
六
三
)
秋
夕
'
散
光
照
三

尺
許
'
金
輝
映
奪
合
家
同
親
'
後
以
此
像
寄
多
賓
寺
'
淡
過
剰
楚
垂
格
十
戟
I

不
知
像
虞
'
及
遠
揚
都
､
夢
在
殿
東
'
衆
小
像
内
的
的
分
明
'
語
旦
造
寺
如
夢

便
獲
'
一於
建
元
元
年
七
月
十
三
日
也
､
故
瑛
冥
群
記
自
序
云
･･･-

ま
た
牧
田
著
六
朝
育
逸
観
世
音
鷹
験
記
の
研
究
参
照
｡

(15
)

世
説
新
語
の
注
を
書
い
た
劉
峻

(四
六
二
-
五
二
l
)
で
あ
れ
ば
基
部
寺
記
の

著
者
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
が
､
彼
は
山
東
平
原

(鄭
平
麻
)
の
人
'
慧
姪
の

序
に
は
影
城
の
劉
俊
と
明
記
し
て
い
る
｡

(
16

)

梁
書
巻
五
十
劉
親
侍

親
早
孤
､
篤
志
好
学
'
家
禽
不
婚
賢
､
俵
沙
門
僧
拓
､

輿
之
屠
虚
構
十
能
年
､
遜
博
通
経
論
'
因
区
別
部
数
録
而
序
之
､
今
定
林
寺
経



戒
､
放
所
定
也
｡
ま
た
梁
高
僧
停
電
十

一
倍
拓
博
に
も
'
恰
蕗
が
人
を
し
て
要

事
を
抄
摸
し
て
出
三
蔵
記
集
､
樺
迦
譜
'
弘
明
集
な
ど
を
つ
-
つ
た
と
記
し
て

い
る
こ
と
は
'
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡

(17
)

山
内
晋
卿
教
授
は
'

一
㌧
高
座

(吊
戸
繋
蜜
)
別
博
'
王
秀
撰
'
梁
高
僧
博
の

本
文

(巻

二

三
二
八
a
)
に
郵
郡
の
王
現
が
蜜

(-
三
四
二
)
に
師
事
し
て
､

後
に
序
を
作
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
､
王
秀
は
王
現
か
､
二
'
ま
た
晋
書
巻
六

十
五
㌧
王
導
俸
附
鬼
の
王
現
俸
に
よ
れ
ば
'
現
は
大
元
十
三
年

(二
六

八
)
二

十
八
歳
で
死
ん
で
い
る
か
ら
年
代
的
に
は
合
致
せ
ず
と
し
て
疑
問
を
提
起
し
て

い
る

(支
那
悌
数
史
之
研
究

l
五
頁
)
.

高
圧
別
侍
は
世
説
の
注

(巻
上
之
上
'

言
語
簾
､
高
座
道
人
が
中
国
語
を
話
さ
な
か
っ
た
の
で
'
あ
る
人
が
そ
の
講
を

聞
-
と
'
簡
文
帝
は
'
彼
は
問
答
鷹
封
の
煩
わ
し
さ
を
は
ぶ
-
た
め
な
の
だ
と

言
っ
た
)
に
高
座
別
博
を
引
用
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
慧
鮫
の
吊
戸
費
蜜
侍
の

成
立
に
大
き
-
影
響
し
て
い
る
o
ま
た
梁
高
僧
侍
奄
十

1
､
帝
京
師
安
繁
寺
揮

智
栴

(四
三
〇
1
五
〇

一
)
は
少
年
時
代
は
王
玄
議
の
軍
に
あ
つ
た
が
t
の
ち
'

三
十
六
歳
で
出
家
し

て
律
部
を
お
さ
め
た
｡
十
謡
律
を
講
ず
る
こ
と
数
十
百
遍
'

十
講
義
記
八
巻
を
撰
し
て
い
る
｡
同
巻
明
律
の
論
に
'

｢
哲

･
梁
の
間
に
智
柄

の
律
撃
は
聞
え
た
の
で
'
雛
し
て
'
命
世
の
学
徒
と
栴
し
'
博
記
し
て
今
に
こ

れ
を
尚
ぶ
｣
と
い
う
が
ご
と
き
'
こ
の
博
記
し
た
小
篇
に
い
た
っ
て
は
'
枚
餐

に
遥
な
い
ほ
ど
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
小
篇
が
あ
っ
ま
っ
て
､
後
に
高
僧
博
に
大

成
さ
れ
て
ゆ
-
の
で
あ
る

(大
正
痛
巻
五
〇
'
四
〇
二
b
t
同
四
〇
三
b
)
｡

(
18
)

梁
高
僧
俸
巻
十
四

(大
正
蔵
巻
五
〇
へ
四
二
二
C
)

磨
.58
専
紀
葦
開
､
王
秀
但

栴
高
座
'
恰
稔
卓
爾
猫
哉
'
玄
暢

超
然
孤
録
'
康

鎚

の
こ
と
は
巻
九
革
遺
開
倦
､

偲
稔
の
こ
と
は
巻
九
倍
玲
侍
に
'
呉
郡
の
張
群
の
健
筆
を
載
せ
て
い
る
し
､
巻

八
玄
暢
博
に
は
､
臨
川
王
厭
が
そ
の
碑
を
立
て
'
周
覇
が
文
を
製
し
た
こ
と
を

博
え
て
､
玄
暢
侍
の
本
文
が
周
願
の
碑
文
に
掠
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

高
座
遣
人
吊
戸
黍
蜜
に
つ
い
て
は
前
注
参
照
｡

(19
)

自
前
代
所
撰
多
目
名
僧
'
然
名
著
本
貴
之
賓
也
､
若
苦
行
僧
光
則
高
而
不
名
'

寡
徳
適
時
'
別
名
而
不
高
､
名
而
不
高
'
本
非
所
紀
'
高
而
不
名
'
則
備
今
錬
'

故
省
名
音
代
以
高
字
､
其
問
草
創
或
有
遺
逸
､

(
20
)

各
競
拳

一
方
不
通
今
古
'
務
存

l
善
不
及
徐
行
'
逮
乎
即
時
､
亦
胎
有
作
者
'

然
或
褒
賛
之
下
'
過
相
投
揚
'
或
叙
事
之
中
'
空
列
辞
費
､
求
之
薫
理
無
的
可

稀
'

附
注

高
僧
停
目
録
対
照
表
は
高
僧
博
巻
十
四
の
紋
日
と
'
高
僧
博
本
文
と
の
照
合
の

上
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
50
道
安
侍
に
は
在
俗
の
王
嘉
を
録
L
t

60道
立
附

且
の
恰
常

･
法
痛
'
63
竺
遺
童
附
鬼
の
道
施
'
64
慧
度
附
兄
の
曇
誠

･智
明
'

1-9智
秀
附
兄
の
法
整
'
1-5
倍
審
附
鬼
の
法
隠
､
213
倍
覆
附
兄
の
慧
琳
は
目
録
に

あっ
て
本
文
に
記
載
は
な
い
｡
目
録
附
見
に
名
な
-
'
本
文
に
記
事
の
あ
る
も

の
は
す
こ
ぶ
る
多
い
が
今
は
摘
記
し
な
い
｡
こ
の
封
照
表
に
よ
っ
て
高
僧
博
の

成
立
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
す
-
な
-
な
い
｡
後
勘
に
ま
ち
た
い
｡

高

僧
博

の
成
立

(
上
)




