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天
平
時
代
の
社
会
改
革
に
活
躍
し
た
僧
侶 

行
基
（
６
６
８
ー
７
４
９
） 

 

栄
耀
栄
華
時
代
の
裏
側 

  

藤
原
京
か
ら
の
遷
都
に
よ
り
、
平
城
京
が
日
本
の
都
と
な
っ
た
七
一
〇
年
か
ら
平
安
京
に
遷
都
す

る
七
九
四
年
ま
で
は
奈
良
時
代
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
心
は
第
四
五
代
聖
武
天
皇
が
在
位
さ
れ
た

七
二
四
年
か
ら
七
四
九
年
ま
で
二
六
年
間
の
天
平
時
代
で
す
。
こ
の
天
下
泰
平
を
連
想
さ
せ
る
年
号

の
時
代
は
「
あ
お
に
よ
し 

奈
良
の
都
は 

咲
く
花
の 

に
お
ふ
が
ご
と
く 

今
盛
り
な
り
」
と
い

う
和
歌
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
の
栄
耀
栄
華
の
時
代
の
よ
う
で
す
が
、
実
態
は
内
乱
、
疫
病
、

災
害
が
頻
発
し
た
時
代
で
し
た
。 

  

と
り
わ
け
農
民
に
は
穀
物
を
自
身
で
運
搬
し
て
支
払
う
「
租
」
、
労
役
で
支
払
う
「
庸
」
、
織
物

で
支
払
う
「
調
」
な
ど
の
課
税
や
、
防
人
な
ど
の
兵
役
が
あ
り
、
大
変
な
負
担
を
強
要
さ
れ
て
い
た

時
代
で
す
。
こ
の
一
見
す
る
と
栄
華
の
社
会
の
裏
側
に
あ
る
格
差
を
和
歌
で
表
現
し
た
の
が
官
吏
で

あ
っ
た
山
上
憶
良
（
六
六
〇−

七
三
三
）
で
す
。
『
万
葉
集
』
に
七
八
首
の
和
歌
が
採
択
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
多
数
は
地
方
へ
赴
任
し
た
と
き
に
見
聞
し
た
農
民
の
苦
闘
を
表
現
し
た
内
容
で
、
そ
の
代
表

が
「
貧
窮
問
答
歌
」
で
す
。 

風
雑
り 

雨
降
る
夜
の 

雨
雑
り 

雪
降
る
夜
は 

術
も
な
く 

寒
く
し
あ
れ
ば 

堅
塩
を 

取

り
つ
づ
し
ろ
ひ 

糟
湯
酒
う
ち
啜
ろ
ひ
て 

咳
か
ひ 

鼻
び
し
び
し
に 

然
と
あ
ら
ぬ 

髭
か
き

撫
で
て 

吾
を
除
き
て 

人
は
あ
ら
じ
と 

誇
ろ
へ
ど 

寒
く
し
あ
れ
ば 

麻
衾 

引
き
被
り 

布
肩
衣 

有
り
の
こ
と
ご
と 

服
襲
へ
ど
も 

寒
き
夜
す
ら
を 

吾
よ
り
も 

貧
し
き
人
の 

父

母
は 

飢
ゑ
寒
ゆ
ら
む 

妻
子
ど
も
は 

乞
ふ
乞
ふ
泣
く
ら
む 

こ
の
時
は 

如
何
に
し
つ
つ
か 

汝
が
世
は
渡
る 
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天
地
は 

広
し
と
い
へ
ど 

吾
が
為
は 

狭
く
や
な
り
ぬ
る 

日
月
は 

明
し
と
い
へ
ど 

吾
が

為
は 

照
り
や
給
は
ぬ 

人
皆
か 

吾
の
み
や
然
る 

わ
く
ら
ば
に 

人
と
は
あ
る
を 

人
並
に 

吾
れ
も
な
れ
る
を 

綿
も
無
き 

布
肩
衣
の 

海
松
の
如 

わ
わ
け
下
が
れ
る 

か
か
ふ
の
み 

肩
に
打
ち
懸
け 

伏
廬
の 

曲
廬
の
内
に 

直
土
に 

藁
解
き
敷
き
て 

父
母
は 

枕
の
方
に 

妻
子
ど
も
は 
足
の
方
に 

囲
み
居
て 

憂
へ
吟
ひ 

竃
に
は 

火
気
吹
き
立
て
ず 

甑
に
は 

蜘
蛛
の
巣
か
き
て 
飯
炊
く 

事
も
忘
れ
て 

ぬ
え
鳥
の 

の
ど
よ
ひ
居
る
に 

い
と
の
き
て 

短
き
物
を 

端
切
る
と 
言
へ
る
が
ご
と
く 

し
も
と
取
る 

五
十
戸
長
が
声
は 

寝
屋
戸
ま
で 

来
立
ち
呼
ば
ひ
ぬ 

か
く
ば
か
り 

す
べ
な
き
も
の
か 

世
の
中
の
道 

世
間
を
憂
し
と
や
さ
し
と
思
へ
ど
も 

飛
び
立
ち
か
ね
つ 

鳥
に
し
あ
ら
ね
ば 

 

社
会
活
動
に
進
出
し
た
僧
侶 

  

朝
廷
の
役
人
で
あ
っ
た
憶
良
が
社
会
の
実
態
を
和
歌
と
し
て
記
録
し
た
こ
と
は
価
値
あ
る
業
績

で
す
が
、
そ
の
実
態
を
改
良
し
よ
う
と
し
た
僧
侶
が
存
在
し
ま
す
。
そ
の
僧
侶
で
あ
る
行
基
を
今
回

は
紹
介
し
ま
す
。
近
鉄
奈
良
駅
前
の
広
場
に
両
手
に
数
珠
を
も
つ
一
体
の
彫
像
が
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
が
行
基
で
す
（
図
１
）
。
行
基
は
憶
良
と
前
後
し
て
六
六
八
年
に
河
内
国
大
鳥
郡
（
現

在
の
堺
市
西
区
家
原
寺
町
）
で
渡
来
の
家
系
と
さ
れ
る
高
志
才
智
と
蜂
田
古
爾
比
売
を
父
母
と
し
て

誕
生
し
ま
し
た
。 

 
  

一
五
歳
の
六
八
二
年
に
奈
良
に
あ
る
大
官
大
寺
で
得
度
し
て
出
家
し
、
法
行
と
い
う
名
前
に
な
り
、

二
四
歳
の
と
き
に
は
高
宮
寺
の
高
僧
の
徳
光
禅
師
に
よ
り
受
戒
し
ま
す
。
さ
ら
に
飛
鳥
寺
や
薬
師
寺

で
修
行
し
、
名
前
を
行
基
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
指
導
を
し
た
僧
侶
の
道
昭
は
遣
唐
使
と
し
て
入
唐

し
、
イ
ン
ド
か
ら
経
典
や
仏
像
を
中
国
へ
も
た
ら
し
た
玄
奘
法
師
か
ら
指
導
さ
れ
た
こ
と
で
有
名
な

人
物
で
す
が
、
帰
国
し
て
か
ら
各
地
で
井
戸
の
掘
削
や
桟
橋
の
構
築
を
し
た
人
物
で
、
そ
れ
が
行
基

の
活
動
に
影
響
し
て
い
ま
す
。 

  

三
六
歳
に
な
っ
て
以
後
、
母
親
と
一
緒
に
生
活
し
な
が
ら
奈
良
の
一
帯
で
修
行
し
ま
す
が
、
四
三

歳
に
な
っ
た
七
一
一
年
に
母
親
が
死
亡
し
、
そ
れ
を
転
機
に
行
基
集
団
と
名
付
け
ら
れ
る
僧
俗
混
合

の
宗
教
集
団
を
形
成
し
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
貧
民
救
済
や
治
水
工
事
な
ど
社
会
事
業
活
動
を
開
始

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
行
基
と
弟
子
た
ち
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
た
め
、

僧
尼
の
宗
教
活
動
以
外
の
活
動
を
規
制
す
る
「
僧
尼
令
」
に
違
反
す
る
と
し
て
、
七
一
七
年
に
糾
弾

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

図１ 行基像 
（近鉄奈良駅前） 
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
基
は
平
城
京
の
各
地
で
多
数
の
人
々
を
相
手
に
説
教
す
る
と
と
も
に
、

新
田
開
発
や
灌
漑
事
業
を
継
続
し
、
そ
の
活
動
が
庶
民
だ
け
で
は
な
く
地
域
の
豪
族
に
も
支
持
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
朝
廷
か
ら
二
種
の
法
令
が
発
令
さ
れ
ま
す
。
第
一
は
七

二
二
年
の
「
良
田
一
百
万
町
歩
開
墾
計
画
」
で
す
。
現
在
の
日
本
の
農
地
面
積
は
四
五
〇
万
町
歩
で

す
か
ら
、
人
口
が
約
六
〇
〇
万
人
の
当
時
に
一
〇
〇
万
町
歩
の
開
拓
を
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
壮
大

な
構
想
か
が
理
解
で
き
ま
す
。 

  

背
景
に
あ
る
の
は
人
口
が
増
加
し
は
じ
め
食
糧
が
不
足
気
味
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
や
、
東
北

な
ど
辺
境
の
土
地
で
の
国
防
の
た
め
に
財
源
を
必
要
と
し
た
当
時
の
事
情
で
す
。
し
か
し
建
設
機
械

も
存
在
せ
ず
、
人
手
し
か
労
力
の
な
い
時
代
に
号
令
だ
け
で
は
開
拓
は
進
行
し
な
い
た
め
、
翌
年
に

朝
廷
が
発
布
し
た
の
が
「
三
世
一
身
法
」
と
い
う
法
令
で
す
。
新
田
を
開
墾
し
た
場
合
、
開
墾
し
た

人
間
の
三
世
代
先
ま
で
田
畑
の
私
有
を
許
可
す
る
制
度
で
す
。
こ
れ
は
行
基
の
活
動
に
と
っ
て
は
追

風
で
し
た
。 

  

さ
ら
に
行
基
は
平
城
京
の
周
辺
で
数
千
人
の
民
衆
を
相
手
に
説
教
を
す
る
な
ど
活
動
し
て
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
が
朝
廷
に
歯
向
か
う
よ
う
な
意
図
で
は
な
い
こ
と
が
次
第
に
判
明
し
て
き
た
た
め
、

朝
廷
は
新
田
開
発
や
治
水
事
業
に
行
基
の
能
力
を
利
用
す
る
方
向
に
転
換
し
ま
す
。
そ
し
て
七
三
六

年
に
イ
ン
ド
出
身
の
僧
侶
の
菩
提
僊
那
が
来
日
し
た
と
き
に
は
行
基
が
出
迎
え
て
平
城
京
を
案
内

し
て
対
応
し
た
た
め
、
七
三
八
年
に
は
行
基
は
「
行
基
大
徳
」
と
い
う
称
号
ま
で
授
与
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

 

一
五
ケ
所
に
建
造
し
た
溜
池 

  

こ
こ
で
行
基
集
団
が
実
施
し
た
事
業
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。
大
阪
市
の
東
側
に
隣
接
す
る
大

阪
狭
山
市
の
中
心
に
面
積
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
な
る
広
大
な
狭
山
池
と
い
う
溜
池
が
あ
り
ま
す

（
図
２
）
。
一
帯
の
河
内
平
野
は
水
利
の
不
便
な
地
域
で
古
代
か
ら
多
数
の
溜
池
が
造
成
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
狭
山
池
は
ダ
ム
を
建
設
し
て
実
現
し
た
溜
池
と
し
て
は
日
本
最
古
で
、
二
〇
一
四
年
に
は

国
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
基
集
団
は
一
五
の
溜
池
を
実
現
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
代
表
で
す
。 

  

河
内
平
野
に
溜
池
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
は
古
代
の
史
書
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
『
古
事
記
』

に
は
第
一
一
代
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
狭
山
池
が
実
現
し
た
と
記
録
さ
れ
、
『
続
日
本
紀
』
に
は
七
三

二
年
に
工
事
を
し
た
こ
と
や
七
六
二
年
に
決
壊
し
た
狭
山
池
を
修
造
し
た
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま

す
し
、
行
基
の
活
動
を
記
録
し
た
『
行
基
年
譜
』
に
は
七
三
一
年
に
「
狭
山
池
院
」
と
「
狭
山
池
尼

院
」
を
起
工
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
で
、
工
事
に
参
加
す
る
信
者
を
現
地
で
教
育
し
て
い
た
こ

と
も
推
察
で
き
ま
す
。 
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行
基
集
団
が
建
造
し
た
狭
山
池
よ
り
も
一
回
り
広
大
な
四
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
が
あ
る
溜
池

が
岸
和
田
市
に
あ
る
久
米
田
池
で
す
（
図
３
）
。
周
囲
に
は
最
高
で
堤
高
が
九
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る

盛
土
の
堤
防
が
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
図
に
よ
る
と
周
辺
に
は
多
数
の
溜
池
が
存
在
し
て
お
り
、

用
水
の
確
保
に
苦
労
し
て
き
た
地
域
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
東
側
に
水
量
が
豊
富
な
牛
滝
川
が
流
下
し
て
お
り
、
そ
の
上
流
か
ら
取
水
し
て
用
水
を
確
保
し

て
き
ま
し
た
。 

 
 

淀
川
流
域
の
広
大
な
沼
地
を
干
拓 

  

行
基
は
河
川
改
修
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
最
大
の
挑
戦
が
淀
川
の
改
修
で
し
た
。
か
つ
て
淀
川

の
上
流
に
は
巨
椋
池
と
い
う
広
大
な
湖
水
が
あ
り
ま
し
た
。
北
西
か
ら
桂
川
、
北
東
か
ら
宇
治
川
、

東
側
か
ら
木
津
川
が
流
入
し
、
面
積
は
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
富
士
山
麓
に
あ
る
河
口
湖
よ
り
一

回
り
広
大
な
湖
沼
で
し
た
。
残
念
な
が
ら
一
九
三
〇
年
代
に
干
拓
さ
れ
、
現
在
で
は
消
滅
し
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
こ
の
湖
水
の
効
果
で
行
基
の
時
代
に
は
淀
川
の
氾
濫
は
頻
発
せ
ず
、
流
域
の
開
拓
が

課
題
で
し
た
。 

  

要
所
は
巨
椋
池
か
ら
の
水
流
の
出
口
と
な
る
山
崎
、
中
流
で
河
川
が
方
向
転
換
す
る
枚
方
、
下
流

で
二
本
に
分
流
す
る
大
隅
で
し
た
。
行
基
は
山
崎
に
は
久
修
園
院
と
山
埼
院
、
枚
方
に
は
枚
方
院
と

薦
田
尼
院
を
設
置
し
、
周
辺
を
開
拓
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
行
基
集
団
が
集
中
し
て
開
拓
し
た
の

が
淀
川
と
並
行
し
て
左
岸
を
流
下
す
る
古
川
と
淀
川
の
中
間
に
あ
る
二
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

図２ 狭山池 

図３ 久米田池 
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も
な
る
広
大
な
沼
地
で
、
そ
こ
を
干
拓
し
て
農
地
に
す
る
と
い
う
壮
大
な
構
想
で
し
た
が
、
見
事
に

達
成
し
ま
し
た
。 

 

社
会
安
泰
祈
願
の
大
仏
建
立 

  

こ
の
よ
う
な
行
基
集
団
の
実
行
能
力
に
注
目
し
た
の
が
聖
武
天
皇
で
し
た
。
在
位
の
八
世
紀
の
中

頃
、
日
本
に
は
様
々
な
災
難
が
襲
来
し
て
い
ま
し
た
。
疫
病
が
流
行
し
て
当
時
の
政
権
の
中
枢
に
あ

っ
た
藤
原
武
智
麻
呂
、
房
前
、
宇
合
、
麻
呂
の
四
人
の
兄
弟
が
相
次
い
で
死
亡
し
、
さ
ら
に
旱
魃
に

よ
る
飢
饉
が
発
生
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
七
三
四
年
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
と
推
定
さ
れ
る
畿
内
七

道
地
震
が
発
生
し
て
奈
良
を
中
心
に
多
数
の
家
屋
が
倒
壊
し
、
多
数
の
死
者
が
発
生
す
る
と
い
う
状

態
で
し
た
。 

  

そ
こ
で
聖
武
天
皇
は
厄
払
い
の
た
め
、
七
四
〇
年
に
恭
仁
京
、
七
四
四
年
に
難
波
宮
、
翌
年
に
紫

香
楽
宮
に
都
を
移
動
さ
せ
ま
す
が
効
果
は
な
く
、
四
ヶ
月
後
に
は
平
城
京
に
帰
還
す
る
と
い
う
混
乱

で
し
た
。
途
中
の
七
四
一
年
に
は
全
国
に
国
分
僧
寺
と
国
分
尼
寺
を
建
立
し
ま
す
が
際
立
っ
た
効
果

は
な
く
、
七
四
三
年
に
盧
舎
那
仏
の
巨
像
を
建
立
す
る
決
定
を
し
ま
す
。
当
初
は
紫
香
楽
宮
に
建
立

の
計
画
で
し
た
が
、
周
辺
で
森
林
火
災
が
発
生
し
た
た
め
、
平
城
京
に
安
置
す
る
こ
と
と
し
、
七
四

五
年
か
ら
制
作
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。 

  

そ
の
よ
う
な
時
期
の
七
四
三
年
に
聖
武
天
皇
は
行
基
に
直
接
出
会
い
、
大
仏
造
営
の
た
め
の
勧
進

（
資
金
調
達
）
の
役
目
を
依
頼
し
ま
す
。
そ
の
効
果
は
抜
群
で
、
行
基
は
全
国
か
ら
大
量
の
資
材
と

大
量
の
労
力
を
調
達
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
感
謝
の
気
持
ち
か
ら
聖
武
天
皇
は
行
基
に
日
本
最

初
の
仏
教
界
最
高
位
の
「
大
僧
正
」
の
称
号
を
授
与
し
ま
し
た
。
地
上
か
ら
の
全
長
一
八
メ
ー
ト
ル
、

重
量
二
五
〇
ト
ン
の
盧
舎
那
仏
は
七
年
の
年
月
と
延
二
六
〇
万
人
以
上
の
労
力
を
か
け
て
七
五
二

年
に
完
成
し
ま
し
た
（
図
４
）
。 

 

図４ 盧舎那仏（再建） 
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四
月
九
日
、
か
つ
て
行
基
が
出
迎
え
た
イ
ン
ド
の
僧
侶
菩
提
僊
那
を
導
師
と
し
て
盛
大
な
開
眼
供

養
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
す
で
に
退
位
し
て
お
ら
れ
た
聖
武
天
皇
は
聖
武
上
皇
と
し
て
参
列
し
、

女
帝
で
あ
る
孝
謙
天
皇
を
筆
頭
に
朝
廷
の
高
官
や
僧
侶
な
ど
約
一
万
人
が
参
列
す
る
盛
大
な
式
典

で
し
た
。
残
念
な
が
ら
三
年
前
の
七
四
九
年
に
八
一
歳
で
入
滅
し
て
い
た
行
基
は
参
列
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
功
績
は
聖
武
天
皇
、
菩
提
僊
那
、
東
大
寺
を
開
山
し
た
良
辨
と
と
も
に
東

大
寺
の
四
聖
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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