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飽
郎
子
神
再
考

筆
者
は
先
年
来
、
中
国
浄
土
教
の
始
祖
で
あ
る
北
貌
の
僧
、
曇
驚

(
四
七
六
五
四
二
)
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
研
究
を
進
め
て
い
る
が
、

九
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
日
本
に
お
け
る
曇
鷺
研
究
に
は
か
な
り

目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
む
し
ろ
活
況
を
呈
し
て
い
る
と
さ
え
言

え
る
状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
曇
鷲
研
究
の
現
状
に
つ
い

て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

一
九
九

O
年
に
邦
訳
が
出
版
さ
れ
た
、
執
筆
当
時
に
は
「
山
西
新

報
」
の
記
者
で
あ
っ
た
宋
沙
蔭
著
の
『
海
土
古
利
玄
中
寺
」
は
、
曇
鷲

が
創
建
し
、
唐
の
道
縛
(
五
六
二

l
六
四
五
)
が
住
し
、
後
に
善
導

(六一=一ー
l
六
八
一
)
も
参
拝
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
そ
の
寺
の
歴
史
と

現
状
に
つ
い
て
、
地
元
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
丹
念
に
調
査
し
た
成

果
で
、
現
地
を
訪
れ
る
機
会
の
す
く
な
い
我
々
に
と
っ
て
大
い
に
参

考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
九
五
年
に
刊
行
さ

土
口

英

田

隆

れ
た
藤
堂
恭
俊
著
の
『
曇
驚
』
で
、
全
集
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
分
量
と
し
て
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
最
近
の
新
説

に
も
目
を
配
り
な
が
ら
、
曇
鷲
の
思
想
と
生
涯
と
を
手
堅
く
し
か
も

簡
潔
に
整
理
し
て
い
て
、
今
後
の
曇
驚
研
究
の
基
礎
と
な
る
に
十
分

な
快
著
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
翌
九
六
年
に
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

教
学
研
究
所
の
、
曇
鴛
の
『
往
生
論
註
』
(
『
静
土
論
註
』
、
以
下
『
論

註
』
)
研
究
班
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
論
註
研
究
会
に
よ
る
『
曇
鷲

の
世
界
往
生
論
註
の
基
礎
的
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
。
本
書
は
各
分

野
か
ら
の
論
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
も
関
係
者
の
ひ
と

り
で
あ
る
の
で
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
後
考
を
ま
ち
た
い
。
更
に

九
八
年
に
は
稲
垣
久
雄
著
訳
の
『
往
生
論
註
(
英
訳
)
』
が
刊
行
さ
れ

た
。
本
書
は
『
論
註
』
の
初
の
完
全
英
訳
本
で
、
曇
鷲
の
生
涯
と
思

想
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
と
中
国
に
お
け
る
浄
土
思
想
の
展
開
を
も

概
観
し
、
詳
細
な
注
釈
も
付
せ
ら
れ
て
い
る
好
著
で
、
曇
鴛
の
事
跡

を
広
く
世
界
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
今
後
が
大
い
に
期
待
さ
れ



司令。
以
上
は
す
べ
て
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
に
も
関
西
大
学
の
藤
善
真
澄
教
授
は
、
近
年
曇
鷲
と
そ
の
周

辺
に
つ
い
て
精
力
的
に
研
究
を
進
め
て
お
ら
れ
、
従
来
疑
問
視
さ
れ

て
い
た
曇
矯
の
没
年
を
確
定
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
出
自
に
関
し

て
も
胡
族
か
胡
漢
混
血
の
身
分
の
低
い
家
柄
の
出
身
で
あ
る
可
能
性

の
た
か
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
宗
学
研
究
の
狭

い
枠
を
打
破
し
て
、
巨
視
的
な
視
点
か
ら
多
く
の
創
見
を
導
き
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
剖
目
に
値
す
る
。
筆
者
も
そ
う
し
た
先
学
の
意
欲

的
な
諸
研
究
に
刺
激
を
受
け
て
、
い
く
つ
か
の
小
論
を
発
表
し
て
い

る
が
、
こ
の
た
び
の
小
稿
も
、
筆
者
の
一
連
の
著
作
と
伝
記
を
中
心

と
す
る
曇
鷲
研
究
の
一
環
を
な
す
、
基
礎
作
業
の
試
み
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

田音考
こ
こ
ま
で
の
わ
ず
か
の
研
究
の
結
果
、
筆
者
は
曇
驚
の
数
多
い
伝

栴
記
の
中
で
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
、
唐
の
道
宣
(
五
九
六
|
六
六
七
)

{7} 

子
の
編
ん
だ
『
続
高
僧
停
」
義
解
篇
所
収
の
曇
鴛
伝
の
記
述
は
、
曇
醐
崩

御
の
著
作
を
道
縛
の
も
の
と
取
り
違
え
る
と
い
う
大
き
な
誤
解
は
あ
る

幻
も
の
の
、
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
信
溶
性
の
た
か
い
、
信
頼
す
べ
き

l

資
料
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
た
と
考
え
て
い
る
。

だ
い
り
つ

そ
の
『
績
高
僧
惇
』
中
の
曇
鷲
伝
に
は
、
『
大
集
経
』
の
注
釈
作
り

に
没
頭
し
た
結
果
、
い
さ
さ
か
精
神
失
調
気
味
と
な
っ
た
曇
鴛
が
、
健

康
回
復
の
た
め
当
時
流
行
し
て
い
た
不
老
長
生
の
術
を
学
ば
ん
と
し

て
、
梁
の
大
通
年
中
(
五
二
七
五
二
九
)
に
、
南
北
の
き
び
し
い

軍
事
対
立
の
続
く
中
を
、
首
都
建
康
(
現
、
南
京
)
に
近
い
句
容
山

(
茅
山
)
に
隠
棲
し
て
い
た
、
道
教
の
大
家
で
山
中
宰
相
と
呼
ば
れ
て

尊
崇
を
集
め
て
い
た
陶
隠
居
す
な
わ
ち
弘
景
(
四
五
六
|
五
三
六
)
の

も
と
を
訪
れ
て
教
え
を
受
け
、
「
仙
経
」
十
巻
を
授
け
ら
れ
て
帰
途
に

つ
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
問
題
と
し
た
い
の
は

そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
『
績
高
僧
俸
」
の
原
文
を
引
く
。

還
至
掘
削
江
。
有
飽
郎
子
神
者
、
一
鼓
涌
浪
、
七
日
使
止
。
正
値

波
初
、
無
由
得
度
。
鷲
便
往
廟
所
、
以
情
祈
告
、
必
如
所
語
、
嘗

局
起
廟
。
須
受
神
即
見
形
、
朕
如
二
十
。
来
告
鴛
日
、
若
欲
度

者
、
明
旦
首
得
、
願
不
食
言
一
。
及
至
明
展
、
祷
猶
鼓
怒
、
線
入

船
一
一
設
、
伯
然
安
静
。
依
期
建
帝
、
具
池
由
縁
。
有
敷
魚
江
神
、
更

起
霊
廟
。

(
曇
驚
は
)
ま
た
掘
削
江
に
至
っ
た
。
(
そ
の
地
に
は
)
飽
郎
子
神

と
い
う
神
が
お
り
、
ひ
と
た
び
波
立
つ
と
大
浪
が
わ
き
あ
が
り
、

七
日
た
っ
て
よ
う
や
く
静
ま
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
波
の
立
ち
は
じ
め
に
遭
遇
し
て
、
(
水
路
を
)
渡
る
て

だ
て
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
(
曇
)
驚
は
そ
と
で
神
の
ほ
こ
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ら
に
行
き
、
「
も
し
願
い
ど
お
り
に
し
て
(
渡
ら
せ
て
)
下
さ
る

な
ら
、
(
神
の
)
た
め
に
廟
を
建
立
い
た
し
ま
す
」
と
心
を
と
め

て
祈
願
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
(
飽
郎
子
)
神
が
姿
を
現
わ

し
た
。
そ
の
容
貌
は
二
十
歳
く
ら
い
(
の
若
者
)
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
(
曇
)
驚
の
も
と
に
来
る
と
、
「
も
し
渡
り
た
い
の
で
あ
れ

ば
、
明
朝
渡
れ
よ
う
。
ど
う
か
約
束
を
た
が
え
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
」
と
述
べ
た
。
翌
朝
に
な
っ
て
も
波
は
ま
だ
高
く
激
し

か
っ
た
が
、
船
に
乗
る
と
よ
う
や
く
衰
え
、
安
ら
か
に
お
さ
ま
っ

て
ゆ
き
静
か
に
な
っ
た
。
(
神
と
の
)
約
束
ど
お
り
皇
帝
に
そ
の

由
来
を
言
上
す
る
と
、
勅
命
が
下
っ
て
(
絢
郎
子
神
を
)
江
神

と
し
て
封
じ
、
さ
ら
に
霊
廟
が
建
立
さ
れ
た
。

要
す
る
に
、
句
容
山
か
ら
の
帰
途
、
曇
鷲
は
飽
郎
子
神
と
呼
ば
れ

て
い
た
地
方
神
と
遭
遇
し
、
そ
の
神
助
に
よ
っ
て
波
浪
に
さ
ま
た
げ

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
無
事
に
目
的
地
に
着
く
こ
と
が
で
き
、
皇
帝
に

こ
と
の
次
第
を
申
し
あ
げ
て
、
神
と
の
約
束
を
果
た
し
て
廟
が
建
立

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
神
異
色
の
濃
い
こ

の
挿
話
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
検
討
を
く
わ
え
ら
れ
る
こ
と
も

な
い
ま
ま
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
し
、
仏
教
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
歴
史
学
者
で
も
あ
っ
た
学
僧

道
宣
が
、
そ
の
特
異
な
伝
承
を
曇
驚
伝
中
に
収
録
し
て
い
る
の
は
、
す

く
な
く
と
も
こ
の
話
が
漸
江
地
方
に
お
い
て
、
唐
代
初
期
に
は
か
な

り
広
く
一
般
に
流
布
し
て
お
り
、
記
録
に
値
す
る
も
の
と
彼
自
身
が

認
め
た
か
ら
で
あ
る
と
み
な
し
て
異
論
は
あ
る
ま
い
。

《

8
】

筆
者
は
先
ご
ろ
発
表
し
た
「
飽
郎
子
神
考
曇
鷺
と
神
異
|
」

(
以
下
前
稿
)
に
お
い
て
、
飽
郎
子
神
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
、

従
来
論
じ
ら
れ
て
い
た
諸
説
、
す
な
わ
ち
飽
郎
子
神
と
は
西
晋
時
代

の
人
物
で
『
抱
朴
子
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
葛
洪
(
二
八
三
三

四
=
一
)
の
岳
父
で
あ
っ
た
飽
観
(
飽
南
海
)
で
あ
る
と
い
う
飽
観
説
、

及
び
『
抱
朴
子
』
や
『
風
俗
通
義
』
に
記
述
の
あ
る
、
田
中
の
あ
み

に
か
か
っ
た
の
ろ
を
見
つ
け
た
通
り
が
か
り
の
人
物
が
、
代
金
が
わ

り
に
飽
魚
一
匹
を
置
い
て
立
ち
去
っ
た
の
を
、
あ
み
の
持
主
が
神
の

し
わ
ざ
と
誤
解
し
て
飽
君
と
呼
ん
で
そ
れ
を
ま
つ
り
、
一
時
は
流
行

神
と
な
っ
た
が
実
情
が
判
明
し
た
後
に
は
す
た
れ
た
と
い
う
飽
君

神
髄
の
ニ
説
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
明
末
に
編
ま
れ
た
顧
組
馬
の

『
讃
史
方
輿
紀
要
』
に
記
述
の
あ
る
、
現
在
の
漸
江
省
海
塩
県
所
在
の

か
つ
て
飽
郎
市
と
呼
ば
れ
て
い
た
あ
た
り
に
お
い
て
、
か
な
り
以
前

に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
東
晋
の
隆
安
五
年
(
四

O
二

三
月
こ
ろ
、
孫
恩
の
反
乱
の
際
に
そ
の
付
近
に
お
い
て
戦
死
し
た
、
東

晋
の
海
塩
令
飽
随
の
子
、
飽
嗣
之
こ
そ
が
飽
郎
子
神
で
あ
っ
た
と
い

う
結
論
に
達
し
た
。

そ
の
飽
嗣
之
飽
郎
子
神
説
に
対
し
て
、
藤
善
真
澄
教
授
は
こ
の
程
、

南
宋
代
に
編
ま
れ
た
『
嘉
泰
曾
稽
志
」
洞
廟
に
記
述
の
見
え
る
、
後

漢
時
代
の
郎
邑
の
人
、
絢
蓋
と
そ
が
飽
郎
子
神
で
あ
ろ
う
と
の
新
説

を
提
唱
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
度
の
小
稿
に
お
い
て
は
、
藤
善
教
授



の
説
か
れ
た
飽
護
説
に
つ
い
て
改
め
て
検
証
を
試
み
、
飽
郎
子
神
と

は
一
体
ど
の
よ
う
な
神
で
、
何
故
に
曇
鮮
と
の
関
係
が
生
じ
た
か
等

に
つ
い
て
、
前
稿
で
見
落
し
た
部
分
を
も
補
い
つ
つ
再
度
そ
の
真
相

を
さ
ぐ
り
、
曇
矯
の
生
涯
を
考
え
る
上
で
の
参
考
に
供
し
た
い
。

藤
善
教
授
が
飽
郎
子
神
飽
惹
説
に
お
い
て
根
拠
と
さ
れ
た
資
料

は
、
会
稽
の
地
方
志
の
記
述
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
曇
鴛
南
渡
当

時
の
南
北
分
断
期
の
海
上
交
通
を
考
え
て
み
る
と
、
教
授
が
説
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
常
識
的
に
は
海
塩
よ
り
も
そ
の
あ
た
り
の
中
心
都

市
で
あ
っ
た
会
稽
の
方
が
、
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
と
と
は
間
違
い

な
い
か
ら
。
そ
の
上
会
稽
は
中
国
に
お
い
て
も
地
方
志
刊
行
の
盛
ん

な
文
化
水
準
の
た
か
い
土
地
柄
で
あ
っ
た
乙
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、

)
こ
の
地
で
刊
行
さ
れ
た
地
方
志
は
多
数
に
の
ぽ
り
、
そ
の
意
味
で
関

剖
係
資
料
は
決
し
て
す
く
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
比
較
的
古
い
も

普
の
で
あ
る
、
南
宋
の
嘉
泰
年
間
(
一
二

O
一ー
l
一二

O
四
)
に
編
纂

ザ
c
れ
た
事
泰
曾
稽
島
に
は
、

仔
絢
郎
廟
在
府
南
二
塁
二
百
四
歩
。

融
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
、
そ
の
当
時
会
稽
府
に
鎮
座
し
て
い
た
飽
郎

お
廟
の
お
よ
そ
の
所
在
地
を
明
ら
か
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
祭

I

神
が
誰
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
い
つ
頃
か
ら
そ
こ
に
ま
つ
ら

れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

飽
郎
廟
と
そ
の
祭
神
な
ど
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
で
あ
る
の
は
、
『
嘉

泰
曾
稽
志
』
よ
り
こ
十
年
あ
ま
り
後
の
宝
慶
年
間
(
一
二
二
五
|
一

二
二
七
)
に
編
ま
れ
た
『
質
慶
曾
稽
績
盛
で
あ
る
。
そ
乙
で
い
さ
さ

か
繁
雑
と
な
る
け
れ
ど
も
、
藤
善
教
授
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
そ
の

記
述
を
引
い
て
、
今
一
度
検
討
を
く
わ
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

飽
郎
廟
、
前
志
云
飽
郎
廟
在
府
南
二
里
二
百
四
歩
、
不
言
飽
郎

局
何
時
人
、
及
立
廟
之
因
。
按
輿
地
志
、
飽
郎
名
蓋
、
後
漢
鄭

邑
人
、
震
懸
吏
。
豚
嘗
停
捧
牒
入
京
、
留
家
酎
飲
、
総
月
不
行
。

豚
方
詰
責
、
己
市
得
報
章
、
果
上
達
、
審
究
賞
然
。
既
死
葬
三

十
年
、
忽
夢
謂
妻
目
、
吾
首
更
生
、
童
開
吾
家
。
妻
疑
不
信
、
再

夢
知
初
。
乃
護
棺
、
其
「
依
然
如
生
、
第
無
気
息
耳
。
冥
器
完

潔
、
若
日
用
者
。
家
之
四
傍
、
燈
然
不
滅
、
膏
亦
不
鋪
。
郡
人

楽
観
、
成
神
怪
之
、
立
洞
以
肥
。
自
梁
大
遁
以
来
、
霊
熔
益
著
。

廟
初
日
永
泰
王
廟
、
崇
寧
二
年
盟
臨
奏
永
泰
犯
哲
宗
陵
名
、
乞

改
局
窓
腹
、
詔
如
其
請
。
.

飽
郎
廟
は
前
志
(
『
嘉
泰
曾
稽
志
』
)
に
、
飽
郎
廓
は
(
会
稽
)
府

の
南
二
塁
二
百
四
歩
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
述
べ
る
も
の
の
、
飽

郎
が
い
つ
頃
の
人
で
あ
る
と
か
廟
が
建
立
さ
れ
た
理
由
に
つ
い

て
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
『
輿
地
志
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
飽

郎
は
名
を
叢
と
い
い
、
後
漢
時
代
の
節
邑
(
現
、
掘
削
江
省
部
県

東
部
)
の
人
で
、
県
の
下
級
役
人
で
あ
っ
た
。
(
あ
る
時
)
県
で



126 

公
文
書
を
蓋
に
都
(
洛
陽
)
へ
提
出
の
た
め
派
遣
し
よ
う
と
し

た
が
、
自
宅
に
留
ま
っ
た
ま
ま
酒
を
飲
ん
で
い
て
、
一
か
月
た
っ

て
も
一
向
に
上
京
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
乙
で
田
町
が
そ
の

責
任
を
追
及
し
よ
う
と
し
た
矢
先
、
(
都
か
ら
)
返
答
の
公
文
書

が
届
き
、
(
既
に
)
中
央
に
達
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
詳
し
く
調

査
し
て
み
る
と
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
と
と
が
あ
っ

た
後
、
死
ん
で
葬
ら
れ
て
三
十
年
の
歳
月
を
経
た
あ
る
時
、
叢

は
に
わ
か
に
妻
の
夢
枕
に
立
っ
て
「
私
は
再
び
よ
み
が
え
る
筈

で
あ
る
。
ど
う
か
私
の
墓
を
開
け
て
欲
し
い
」
と
言
っ
た
。
妻

は
疑
っ
て
信
じ
な
い
で
い
る
と
、
ま
た
同
じ
夢
を
見
た
の
で
、

(
墓
を
闘
い
て
)
棺
を
あ
け
て
み
る
と
、
そ
の
体
は
お
ご
そ
か
で

あ
た
か
も
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
た
だ
呼
吸
を
し
て
い
な

い
だ
け
で
あ
っ
た
。
陪
葬
さ
れ
た
器
物
に
も
欠
け
た
と
こ
ろ
は

な
く
清
潔
で
、
ま
る
で
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、

墓
の
四
傍
に
は
あ
か
り
が
消
え
る
こ
と
な
く
燃
え
て
お
り
、
油

も
尽
き
て
は
い
な
か
っ
た
。
土
地
の
人
々
は
集
ま
っ
て
そ
の
あ

り
さ
ま
を
見
、
不
思
議
な
こ
と
と
し
て
洞
を
立
て
て
(
神
と
し

て
)
ま
つ
っ
た
。
梁
の
大
通
年
間
以
来
、
霊
応
ま
す
ま
す
あ
ら

わ
れ
た
。
廟
は
は
じ
め
は
永
泰
王
廟
と
呼
ば
れ
た
が
、
(
北
宋
の
)

崇
寧
二
年
(
一
一

o=一
)
(
当
時
尚
書
の
職
に
在
っ
た
)
豊
稜
が
、

永
泰
の
名
は
哲
宗
皇
帝
の
陵
名
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

霊
応
と
改
め
る
こ
と
を
乞
う
た
の
で
、
詔
し
て
そ
の
請
に
こ
た

え
た
。
回

以
上
が
会
稽
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
飽
蓋
に
つ
い
て
の
伝
承
の
あ
ら

ま
し
で
あ
る
が
、
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
没

後
三
十
年
も
の
歳
月
が
経
過
し
て
か
ら
で
あ
り
、
民
に
善
政
を
し
い

て
そ
の
地
域
の
人
h

べ
か
ら
長
く
尊
崇
を
あ
つ
め
た
清
官
と
い
う
訳
で

も
な
く
、
き
わ
め
て
凡
庸
な
地
方
神
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ

う
。
し
か
し
、
梁
の
大
通
年
間
よ
り
霊
応
ま
す
ま
す
あ
ら
わ
れ
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
年
代
は
ま
さ
に

曇
鴛
の
江
南
遊
学
と
時
期
的
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

神
の
霊
力
は
一
体
ど
の
よ
う
な
方
面
に
作
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
飽
蓋
は
生
粋
の
会
稽
人
で
は
な
く
、
協
邑
と
い
う
会
稽
か
ら

す
れ
ば
周
辺
地
域
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

己
こ
で
会
稽
す
な
わ
ち
現
在
の
紹
興
に
つ
い
て
す
と
し
考
え
て
み

た
い
。
銭
塘
江
の
東
岸
に
位
置
す
る
こ
の
地
は
、
今
で
こ
そ
漸
江
省

の
省
都
を
後
発
の
杭
州
に
譲
っ
て
お
り
、
紹
興
酒
と
秋
珪
や
魯
迅
の

旧
跡
以
外
に
は
あ
ま
り
見
る
べ
き
も
の
と
て
な
い
、
単
な
る
地
方
都

市
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
杭
州
よ
り
も
古
く
む
し

ろ
悠
久
の
歴
史
を
誇
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
、
紀
元
以
前
の

昔
か
ら
の
江
南
を
代
表
す
る
中
心
的
な
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
に

は
つ
と
に
春
秋
時
代
末
期
に
越
の
国
都
が
置
か
れ
て
お
り
、
越
王
匂

践
の
時
代
に
は
大
い
に
繁
栄
し
た
模
様
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
に
よ

る
天
下
統
一
の
後
に
は
会
稽
郡
が
置
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
あ
た



り
で
は
最
大
の
街
で
あ
っ
た
そ
の
地
会
稽
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
階
代
か
ら
は
越
州
と
呼
ば
れ
、
唐
代
に
は
江
南
道
、
宋
代

に
は
両
掘
削
路
に
属
し
て
、
江
南
の
発
展
に
し
た
が
っ
て
杭
州
と
と
も

に
繁
華
を
誇
っ
た
。
北
宋
滅
亡
の
後
、
杭
州
を
行
在
(
臨
時
首
都
)
と

し
て
南
宋
が
建
国
さ
れ
た
が
、
そ
の
折
に
会
稽
は
臨
安
(
杭
州
)
に

っ

万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
「
宋
を
紹
ぎ
国
を
興
す
」
と
い
う
意
味

を
こ
め
て
紹
興
と
名
を
改
め
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
会
稽
に
は
晶
画
鷲
の
時
代
に
は
ま
だ
会
稽
郡

が
置
か
れ
て
い
た
が
、
銭
塘
郡
の
置
か
れ
て
い
た
現
在
の
杭
州
と
比

較
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
な
ん
ら
遜
色
の
な
い
、
む
し
ろ
こ
ち

ら
の
方
が
そ
の
当
時
は
大
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し

て
そ
の
温
暖
な
気
候
と
、
米
や
茶
を
は
じ
め
と
す
る
農
産
物
や
海
産

物
、
そ
し
て
水
に
も
恵
ま
れ
た
豊
か
な
土
地
柄
も
あ
ず
か
つ
て
、
そ

の
周
辺
一
帯
か
ら
は
古
来
多
く
の
学
者
、
文
人
、
政
治
家
を
輩
出
し

)
て
今
日
に
至
っ
て
お
り
、
現
在
で
も
文
化
水
準
の
た
か
い
こ
と
で
知

剖
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
首
都
を
支
え
て
い
た
南
宋
の
時
代
に
、
数

考
多
く
の
充
実
し
た
地
方
志
が
編
纂
さ
れ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

栴
た
。
も
っ
と
も
そ
の
事
実
は
紹
興
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
在
の
掘
削

平
江
省
全
域
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
は
あ
る
が
。

制
先
に
引
い
た
『
嘉
泰
曾
稽
志
』
及
び
『
賓
慶
曾
稽
績
志
』
は
、
会

幻
稽
す
な
わ
ち
当
時
の
紹
興
府
の
府
志
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
述
べ

ー
ら
れ
て
い
る
飽
郎
廟
あ
ら
た
め
霊
応
廟
の
記
述
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
そ
の
頃
紹
興
府
に
存
在
し
た
廟
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
「
賓
慶
曾
稽
績
志
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
飽
蓋
は

も
と
も
と
会
稽
の
出
身
で
は
な
く
後
漢
時
代
の
鄭
邑
の
出
身
で
、
現

在
の
地
名
で
言
え
ば
会
稽
に
隣
接
す
る
寧
波
地
区
の
人
物
で
あ
る
。

そ
の
い
わ
ば
他
所
者
の
神
様
で
あ
る
飽
蓋
の
廓
が
何
故
に
紹
興
府
に

お
い
て
も
ま
つ
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
唐
の
開
元
年
間
(
七

一
三
1
七
四
二
以
前
に
は
、
い
ま
だ
寧
波
に
は
明
州
が
置
か
れ
て

お
ら
ず
、
そ
の
頃
節
県
は
越
州
に
所
属
し
て
い
た
の
で
、
越
州
に
も

廟
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
討
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
飽
郎
神
に
対

す
る
信
仰
が
次
第
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
あ
か
し
で
あ
る
と

み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
飽
郎
廟
に
つ
い
て
の
詳
細
を
知

る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
神
が
一
番
最
初
に
ま
つ
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
、
そ
の
神
の
い
わ
ば
本
貫
の
地
で
あ
る
、
後
の
明
州
節
県
の
記

録
を
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

四

明
州
す
な
わ
ち
寧
波
は
そ
の
市
街
の
西
方
に
あ
る
、
日
月
星
辰
に

光
を
通
ず
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
四
明
山
と
呼
ば
れ
た
山
々
に
も
と

づ
い
て
そ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
山
中
に
は
阿
育
王
寺
を
は
じ

め
と
し
て
古
利
が
多
く
、
ま
た
道
教
に
お
い
て
も
四
明
山
を
第
九
洞

天
と
称
し
て
尊
重
し
た
。
そ
の
意
味
で
宗
教
的
な
雰
囲
気
に
満
ち
た
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地
域
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
も
ま
た
地
方
志
編
纂
の
盛
ん
な
土
地

ー
で
あ
っ
た
。
宋
元
時
代
に
編
ま
れ
た
方
志
は
合
わ
せ
て
十
志
に
及
び
、

う
ち
四
志
は
つ
と
に
散
侠
し
た
も
の
の
、
六
士
山
が
現
存
し
て
お
り
、
そ

れ
ら
が
総
称
し
て
「
四
明
六
士
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。

そ
の
四
明
六
志
の
中
で
最
も
古
い
も
の
が
、
南
宋
の
乾
道
年
間
(
一

一
六
五
一
一
七
一
ニ
)
に
編
ま
れ
た
『
乾
道
四
明
園
経
』
で
あ
り
、
そ

の
書
の
洞
廟
の
項
に
は
霊
応
廟
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。
た
だ
し

い
さ
さ
か
分
量
が
多
い
の
で
、
先
に
引
用
し
た
『
賓
慶
曾
稽
績
志
』
と

の
重
複
部
分
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
割
愛
す
る
こ
と
と
す
る
。

盤
臆
廟
即
飽
郎
洞
也
、
首
云
永
泰
王
廟
、
在
州
南
二
塁
半
。

梁
大
通
問
、
有
奴
賊
名
益
誕
。
唱
誘
霊
盗
、
有
衆
三
千
、
競
奴

抄
。
兵
冠
曾
稽
、
永
嘉
、
臨
海
、
海
盤
、
並
海
郡
邑
、
成
被
其

害
。
官
軍
屡
港
撃
不
勝
、
賊
勢
益
張
。
定
襲
侯
粛
臨
馬
刺
吏
、
神

忽
見
形
、
因
亙
語
。
抵
願
助
討
賊
。
抵
乃
施
惟
帳
、
迎
神
置
子

議
門
。
形
錐
隠
而
言
輿
人
接
。
越
三
日
告
去
、
語
紙
目
、
賞
以

八
月
十
三
日
破
賊
奴
抄
。
果
以
是
日
至
徐
挑
。
船
勝
於
江
、
衆

陥
於
沖
、
潰
潰
如
酔
。
官
軍
悉
繋
縛
之
、
若
拾
遺
然
。
抵
奏
其

具
、
武
帝
遺
橋
大
洞
字
、
日
以
益
盛
Oi---

霊
応
廟
と
は
す
な
わ
ち
飽
郎
洞
で
あ
る
。
も
と
永
泰
王
廟
と
い

い
、
明
州
府
の
南
二
旦
半
の
場
所
に
あ
っ
た
。
.

梁
の
大
通
年
間
に
、
益
誕
と
い
う
名
の
匪
賊
が
お
り
、
群
盗
た

ち
を
そ
そ
の
か
し
て
組
織
し
、
三
千
の
兵
力
を
集
め
て
、
奴
抄

と
称
し
(
て
各
地
を
荒
ら
し
ま
わ
り
て
会
稽
、
永
嘉
、
臨
海
、

海
塩
な
ど
海
ぞ
い
の
諸
県
は
み
な
そ
の
被
害
を
受
け
た
。
官
軍

は
た
び
た
び
迎
え
撃
っ
た
が
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
賊
軍
の
勢

い
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
。
定
蓑
侯
に
封
じ
ら
れ
て
い
た

(
皇
族
の
)
粛
越
は
、
(
当
時
揚
州
)
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

(
そ
ん
な
あ
る
時
、
飽
郎
)
神
が
に
わ
か
に
姿
を
現
わ
し
、
み
こ

に
の
り
移
っ
て
話
を
し
た
。
抵
は
賊
を
討
つ
こ
と
へ
の
助
力
を

(
神
に
)
懇
願
し
た
。
そ
こ
で
抵
は
(
軍
営
に
)
幕
を
は
り
め
ぐ

ら
せ
、
神
を
迎
え
て
物
見
や
ぐ
ら
の
上
に
奉
置
し
た
。
神
は
人

に
は
姿
は
見
え
な
い
が
、
人
間
と
会
話
を
か
わ
す
こ
と
は
可
能

で
あ
っ
た
。
三
日
後
に
(
神
は
)
別
れ
を
告
げ
て
抵
に
語
っ
た
、

「
八
月
十
三
日
に
賊
の
奴
抄
を
う
ち
破
る
は
ず
で
あ
る
」
と
。
果

た
し
て
そ
の
日
、
(
賊
軍
が
)
余
挑
に
進
撃
し
て
来
た
。
(
し
か

し
)
賊
船
は
水
際
に
着
い
た
も
の
の
、
賊
兵
た
ち
は
ぬ
か
る
み

に
足
を
と
ら
れ
て
、
皆
酔
っ
た
よ
う
に
な
り
つ
い
え
て
し
ま
っ

た
。
官
軍
は
賊
兵
の
全
員
を
捕
え
て
縛
り
あ
げ
、
そ
れ
は
き
わ

め
て
容
易
で
あ
っ
た
。
粛
抵
は
そ
の
不
思
議
な
で
き
事
を
上
奏

し
、
(
梁
の
)
武
帝
は
使
者
を
さ
し
む
け
て
飽
郎
廟
の
建
物
を
増

築
し
(
謝
意
を
あ
ら
わ
し
)
た
。
そ
し
て
廟
へ
の
参
拝
者
は
ま

ず
ま
ず
増
加
し
た
。
:

以
上
が
『
乾
道
四
明
園
経
』
の
記
述
で
あ
る
が
、
そ
の
書
が
成
っ
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て
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
後
に
編
ま
れ
た
『
賀
慶
四
明
士
と
に
も
ほ
ぽ
同

様
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
飽
蓋
す
な
わ
ち
絢
郎
神
は
、
奴
抄
と
い
う

匪
賊
の
蜂
起
に
対
し
て
、
神
助
を
あ
ら
わ
し
て
政
府
軍
を
助
け
、
時

の
皇
帝
で
あ
る
武
帝
か
ら
廟
の
増
築
に
つ
い
て
援
助
を
受
け
た
と
い

う
伝
承
が
、
そ
の
神
の
本
貫
の
地
で
あ
る
明
州
地
域
に
永
ら
く
保
存

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
『
賓
慶
曾
稽
績

志
』
に
、
大
通
以
来
霊
応
ま
す
ま
す
あ
ら
わ
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て

い
た
の
は
、
実
は
こ
の
挿
話
の
と
と
を
き
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
飽
郎
神
飽
蓋
の
故
郷
で
あ
る
明
州
は

と
も
か
く
、
い
さ
さ
か
距
離
の
へ
だ
た
り
ま
た
な
じ
み
も
薄
い
紹
興

に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
伝
承
は
い
つ
の
間
に
か
人
々
の
記
憶
か
ら

失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
誤
解
を
生
じ
る
原
因
と
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

田t
ロ考

こ
こ
で
ひ
と
つ
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
筆
者

情
は
前
稿
に
お
い
て
、
海
塩
県
の
方
志
の
う
ち
現
在
日
本
国
内
で
閲
覧

刊
可
能
な
も
の
は
、
明
末
に
編
ま
れ
た
『
海
盤
勝
園
島
十
六
巻
、
清
代

抗

剖

吋

『

M
)

胸
の
唱
盤
勝
一
頑
固
毘
七
巻
、
な
ら
び
に
清
末
に
編
纂
さ
れ
た
『
海
盤

9

勝
志
』
二
十
二
巻
の
三
種
だ
げ
し
か
な
い
、
と
述
べ
た
が
そ
れ
は
正
し

2
 

ー
く
な
い
。
と
言
う
の
は
そ
れ
ら
よ
り
は
る
か
に
古
い
も
の
が
存
在
す

五

る
か
ら
で
、
そ
の
書
と
は
す
な
わ
ち
南
宋
代
に
編
ま
れ
た
『
激
水
酷

で
あ
る
。

『
激
水
誌
』
も
と
八
巻
、
常
栄
字
は
召
仲
の
撰
、
現
在
に
伝
わ
っ
て

い
る
の
は
こ
巻
の
み
。
南
宋
の
紹
定
三
年
(
一
二
三

O
)
付
の
羅
叔

留
の
序
文
が
残
っ
て
い
る
。
本
書
の
特
色
は
、
書
題
か
ら
も
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
単
な
る
海
塩
県
の
県
志
に
あ
ら
ず
し
て
、
海
塩
県
激

浦
鎮
の
鎮
志
で
あ
る
こ
と
で
、
永
ら
く
「
鎮
志
の
濫
館
、
地
乗
の
奥

島
と
讃
え
ら
れ
、
後
世
の
鎮
志
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
、
名
声
た

か
い
も
の
で
あ
る
。
撰
者
の
常
裳
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
そ
の
地
に
移
り
住
ん
だ
文
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
本
書
に

は
幾
つ
か
の
版
本
が
あ
る
が
、
現
在
で
は
『
叢
書
集
成
初
編
』
や
「
宋

元
方
志
叢
刊
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
希
観
本
で
は
な
い
。
よ
っ
て

誠
に
不
明
で
あ
っ
た
と
と
を
恐
慌
し
つ
つ
、
こ
こ
に
改
め
て
訂
正
さ

せ
て
い
た
だ
く
。

さ
て
、
現
行
の
『
激
水
誌
』
を
調
べ
て
み
て
も
、
残
念
な
が
ら
前

稿
を
訂
正
す
べ
き
記
述
は
基
本
的
に
は
な
い
。
地
理
門
の
沿
革
の
項

に
絢
郎
塩
場
の
地
名
が
既
に
見
え
る
こ
と
、
戸
口
が
そ
の
当
時
五
千

戸
程
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
の
の
、
商
宋
代
か
ら
す
れ

ば
比
較
的
時
代
の
近
い
、
唐
末
の
黄
集
の
乱
(
八
七
五

l
八
八
四
)
の

際
の
混
乱
等
に
関
し
て
は
、
記
憶
が
生
々
し
い
せ
い
か
い
ろ
い
ろ
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
の
八
百
年
以
上
も
昔
に

起
き
た
孫
恩
の
反
乱
の
と
と
と
な
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
ほ
と
ん
ど



。
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
飽
郎
浦
の
地
名
の
い
わ
れ
と
し

3
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て
『
南
史
』
の
飽
嗣
之
戦
死
の
記
述
を
引
く
の
み
で
、
も
と
よ
り
曇

鴛
の
名
前
な
ど
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
。

同
じ
く
寺
廟
門
に
は
、
鎖
内
の
幾
つ
か
の
寺
廟
に
つ
い
て
そ
の
縁

起
が
紹
介
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
比
較
的
新
し
い
も
の
ば
か

り
で
、
唐
代
以
前
に
さ
か
の
ぽ
り
得
る
歴
史
の
伝
え
ら
れ
て
い
る
寺

廟
は
全
く
存
在
し
な
い
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
古
跡
門
に
列
挙
さ
れ

て
い
る
古
跡
も
同
様
で
、
地
域
の
歴
史
を
考
え
た
な
ら
そ
の
よ
う
な

筈
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
は
唐
末
の
頃
に
余
程

の
被
害
を
受
け
て
、
住
民
も
変
り
そ
れ
以
前
の
記
録
や
記
憶
が
ほ
ぽ

完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
今
一
度
筆
者
の
飽
郎
子
神
飽
嗣
之
説
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
き
た
い
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
曇
驚
か
ら
は
い
さ
さ
か
時
代
が

へ
だ
た
る
も
の
の
、
商
宋
の
頃
に
は
絢
郎
塩
場
が
既
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
、
そ
の
塩
場
の
地
名
は
飽
随
の
子
飽
嗣
之
の
戦

没
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
。
第
二
に
、
飽
嗣
之
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
そ
の
父
の
飽
胞

に
関
し
て
は
『
宋
島
南
&
及
び
『
水
経
一
品
の
記
載
に
よ
り
実
在

の
人
物
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
孫
恩
の
乱
の
頃
に
海
塩
令
で
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
道
宣
が
呉
興
一
円
を
め
ぐ
っ

て
資
料
を
捜
集
し
た
貞
観
の
髄
に
は
ま
だ
、
漸
江
地
方
に
飽
郎
子
神

は
二
十
歳
く
ら
い
の
若
武
者
で
あ
っ
た
と
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
、
そ
の
年
齢
が
戦
死
し
た
飽
嗣
之
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
四
に
、
海
塩
は
会
稽
に
比
べ
れ

ば
単
な
る
小
邑
に
過
ぎ
な
い
と
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
小
さ
い
な
が

ら
も
天
然
の
良
港
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
も
し
曇
鷲
が
杭
州
湾
を
水
路

で
横
断
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
あ
た
り
か
ら

乗
船
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
大
き
時
こ
と
。
第
五
に
曇
鴛
と
の
挿

話
か
ら
す
る
と
、
飽
郎
子
神
は
そ
の
当
時
あ
く
ま
で
も
航
海
神
と
し

て
ま
つ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
飽
郎
塩
場
付
近
の
地
理
的

な
条
件
も
重
な
っ
て
、
次
第
に
本
来
の
姿
を
忘
れ
ら
れ
、
い
つ
し
か

水
神
あ
る
い
は
航
海
神
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
な
ら
、
一
応
説
明
が
可
能
で
あ
る
と
と
。
以
上
の
理
由
か
ら
筆
者

は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
前
稿
で
論
じ
た
飽
嗣
之
説
に
固
執
す
る
次

第
で
あ
る
。

曇
鴬
が
乗
船
し
て
む
か
お
う
と
し
た
目
的
地
は
今
な
お
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
も
し
明
州
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
、
先
に
ふ
れ
た
と
お

り
そ
の
周
辺
に
は
、
後
漢
時
代
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
呉
越

地
域
で
は
最
古
の
寺
院
で
あ
る
霊
山
寺
(
現
、
保
国
寺
)
、
西
晋
時
代

に
建
立
さ
れ
後
に
栄
西
や
道
元
が
修
行
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
天

堂
寺
、
東
晋
時
代
の
創
建
で
梁
の
武
帝
と
も
関
係
が
ふ
か
く
、
イ
ン

ド
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
舎
利
塔
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
陶

弘
景
が
参
詣
し
五
大
戒
を
授
け
ら
れ
悼
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
阿
育
王

寺
な
ど
、
仏
教
寺
院
の
数
は
す
く
な
く
な
い
。



そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
筆
者
は
現
在
の
時
点
で
は
あ
く
ま
で
も
、
飽

郎
子
神
と
は
東
晋
の
隆
安
五
年
(
四

O
二
三
月
こ
ろ
に
、
孫
恩
一

派
の
反
乱
軍
と
の
戦
闘
に
際
し
て
、
後
の
海
塩
県
飽
郎
市
付
近
に
お

い
て
、
武
運
っ
た
な
く
戦
死
し
た
、
当
時
の
海
塩
令
飽
随
の
子
の
飽

嗣
之
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
残
念
な
が
ら
筆
者
の
わ
ず
か
の

調
査
で
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
海
塩
県
付
近
に
飽
嗣
之
を
ま
つ
っ
た

飽
郎
子
神
廟
が
存
在
し
た
と
い
う
記
録
は
ど
こ
に
も
見
出
し
得
て
い

な
い
。
し
か
し
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ

の
あ
た
り
の
ど
こ
か
に
は
か
つ
て
飽
郎
子
神
廟
が
存
在
し
た
が
、
唐

代
中
期
以
降
遅
く
と
も
唐
末
五
代
の
戦
乱
の
時
期
ま
で
の
聞
に
、
破

壊
さ
れ
て
そ
の
後
は
再
び
復
興
さ
れ
る
と
と
は
な
か
っ
た
、
と
考
え

れ
ば
一
応
の
説
明
は
つ
く
。

地
域
神
信
仰
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
時
代
の
変
化
に
と
も

な
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
る
神
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
曇
鴛

)
の
時
代
に
は
一
応
安
定
期
に
入
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
江
南
の
各
地

自
に
は
古
い
伝
統
的
な
地
域
神
信
仰
が
残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
異

考
民
族
の
定
住
と
支
配
に
よ
り
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
大
き
く
変

開
化
し
た
華
北
と
く
ら
べ
て
良
く
言
え
ば
信
仰
の
あ
つ
い
、
率
直
な
と

仔
こ
ろ
湿
潤
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
要
素
を
も
濃
厚
に
含
ん
だ
地
域
で
あ
っ

醐
た
。
邪
洞
淫
洞
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
人
を
神
と
し
て
ま
つ
る
風
習

引
が
根
強
く
残
っ
た
重
層
信
仰
の
土
地
に
お
い
て
、
郷
土
の
人
々
か
ら

l

愛
惜
さ
れ
て
い
た
歴
史
の
浅
い
若
い
神
、
そ
れ
が
孫
恩
の
大
反
乱
に

奮
戦
む
な
し
く
戦
死
し
た
若
武
者
飽
嗣
之
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
折
に

戦
死
し
た
海
境
出
身
の
呉
兵
の
い
わ
ば
代
表
的
な
存
在
と
し
て
ま
つ

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

曇
驚
と
飽
郎
子
神
の
接
触
と
神
助
の
説
話
は
、
そ
の
よ
う
な
挿
話

が
あ
っ
た
と
信
じ
た
い
、
地
元
の
人
々
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ

た
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
し
て
道
宣
が
自
身
の
一
族
の
出
身
地
で

も
あ
る
漸
江
の
地
に
お
い
て
採
集
し
た
の
は
、
そ
の
地
域
で
永
く
誇

ら
し
気
に
語
り
継
が
れ
て
来
た
、
高
僧
と
地
域
神
と
の
関
わ
り
を
伝

え
る
伝
承
で
あ
り
、
土
地
の
人
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
も
彼
等
の
歴
史

の
一
部
分
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
神
が
国
家
権
力
に
よ
る
認
承
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
地
元
の
信
奉
者
た
ち
の
永
い
聞
の
悲
顕
で
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

曇
鷺
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
江
南
へ
の
遊
学
は
、
不
老
長
生
の
術
に

も
心
ひ
か
れ
て
と
い
う
、
い
さ
さ
か
不
純
な
動
機
に
も
と
づ
く
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
水
と
緑
の
豊
か
な
お

だ
や
か
な
江
南
の
風
土
と
風
物
に
接
し
、
長
い
遍
歴
の
旅
と
り
わ
け

船
の
旅
を
体
験
し
た
こ
と
が
、
い
つ
し
か
精
神
の
失
調
を
回
復
さ
せ

心
を
癒
す
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
曇
鴛
の
思
索
と
著
述
に
深
み
と
色

ど
り
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
再
び
故
郷
の

華
北
に
還
っ
た
曇
鷲
は
、
洛
陽
に
お
い
て
菩
提
流
支
(
回
。

B
5
5
)

と
運
命
的
な
出
会
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
飽
蓋
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
飽
郎
子
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神
に
つ
い
て
も
再
考
を
試
み
、
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
や
は
り
飽

嗣
之
こ
そ
が
飽
郎
子
神
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
結
論
に
透
し
た
が
、

い
ま
だ
に
そ
の
廟
の
所
在
す
ら
確
認
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
残
さ
れ

た
課
題
は
す
く
な
く
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
は
近
い
将
来
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
大
方
の

御
叱
正
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

註(I)

宋
沙
蔭
著
、
滋
野
井
悟
、
桂
華
淳
祥
訳
『
滞
土
古
利
玄
中
寺
』
(
東

本
願
寺
出
版
部
、
一
九
九

O
)
。
原
著
は
訳
書
と
同
書
名
、
北
京
、
中

国
展
望
出
版
社
、
一
九
八
五
刊
。

(2)

藤
堂
恭
俊
『
曇
驚
』
(
「
浄
土
仏
教
の
思
想
』
第
四
巻
所
収
、
講
談

社
、
一
九
九
五
万

(3)

論
註
研
究
会
編
『
鐙
驚
の
世
界
l
往
生
論
註
の
基
礎
的
研
究
|
』

(
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
六
三

(4)

出

E
o
E帽
を
"
円
、

s
h富
Z
D苦
苦
言
宮

q
S
S
E
-

吉
富
片
言
t
b
m
R
E話。

E

S
筒
、
理
、
h
Q
S
札
口
』
伺
宮
各

S
K

M
J
y
b
s
包
町
民
。
戸
同
可
。

z
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m問
問
同
問
回
ロ
ロ
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(5)

藤
善
真
澄
「
曇
鴛
大
師
生
卒
年
新
考
道
宣
律
師
の
遊
方
を
手
が

か
り
に
」
(
「
教
学
研
究
所
紀
要
」
第
一
号
、
一
九
九
二
万

同
「
曇
鷲
教
団
|
地
域
・
構
成
」
(
前
註

(
3
)
引
く
『
曇
鷺
の
世
界

|
往
生
論
註
の
基
礎
的
研
究
|
』
所
収
)
。

同
「
曇
鷲
と
『
往
生
論
註
』
の
彼
方
」
(
「
教
学
研
究
所
紀
要
」
第
六
号
、

一
九
九
七
)
。

(6)

拙
稿
「
仙
人
子
安
の
こ
と
」
(
「
日
本
中
国
学
会
報
」
沼
号
、
一
九

八
一
)
、
の
ち
拙
著
『
月
と
橋
中
国
の
社
会
と
民
俗
』
(
平
凡
社
、
一

九
九
五
)
所
収
。

同
「
禁
呪
と
木
瓜
『
論
註
』
所
引
外
典
考
|
」
(
前
註

(
3
)
引
く
『
曇

鷲
の
世
界
l
往
生
論
註
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
、
一
九
九
六
)
。

同
「
飽
郎
子
神
考
曇
鴛
と
神
異
」
(
『
古
田
敬
一
教
授
頒
寿
記
念
中

国
学
論
集
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
)
所
収
。

同
「
曇
鷲
と
仙
経
」
(
『
北
畠
典
生
博
士
古
稀
記
念
品
嗣
文
集
「
日
本
仏
教

文
化
論
殻
」
』
下
巻
、
所
収
。
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八
三

(
7
)

道
官
三
続
高
僧
伝
』
巻
六
、
義
解
篇
(
『
大
正
蔵
経
』
第
印
巻
、
史

伝
部
、
所
収
)
。
な
お
引
用
部
冒
頭
の
「
還
」
字
を
「
還
る
」
と
読
ま

な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
5
)
引
く
藤
善
「
曇
鷲
と
『
往
生
論

註
』
の
彼
方
」
参
照
。

(8)

前
註

(
6
)
引
く
「
飽
郎
子
神
考
|
曇
鴛
と
神
異
l
」。

(
9
)

飽
郎
子
神
飽
観
説
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
藤
野
立
然
「
浄

土
論
注
と
外
典
と
の
交
渉
」
(
「
宗
学
院
論
輯
」
弱
、
一
九
四
二
)
が
あ

司
令
。

(
叩
)
飽
郎
子
神
飽
君
神
説
に
関
し
て
は
、
前
注

(
2
)
引
く
藤
堂
恭
俊

『
曇
驚
』
参
照
。

(
日
)
豆
師
史
方
輿
紀
要
』
巻
九
一
、
漸
江
省
海
塩
県
。

(
ロ
)
前
註

(5)
引
く
藤
善
「
曇
鷲
と
『
往
生
論
註
」
の
彼
方
」
。

(
日
)
嘉
泰
元
年
ご
二

O
ご
修
『
嘉
泰
会
稽
志
』
巻
六
、
洞
廟
。
『
宋

元
方
志
叢
刊
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九

O
)
所
収
。

(M)

宝
慶
元
年
(
一
二
二
五
)
修
『
宝
鹿
会
稽
続
志
」
巻
三
、

元
方
志
殻
刊
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九

O
)
所
収
。

澗
廟
。
『
宋
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(
日
)
豊
稜
の
伝
記
は
『
宋
史
』
巻
三
二
一
に
あ
り
。
彼
も
ま
た
郵
の
出

身
で
あ
っ
た
。

(
日
)
会
稽
(
紹
興
)
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
嘉
泰
会
稽
志
』
『
宝

鹿
会
稽
続
志
』
及
び
『
読
史
方
輿
紀
要
」
参
照
。

(
げ
)
前
註

(U)
引
く
「
宝
慶
会
稽
続
志
』
巻
三
。

(
国
)
明
州
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
前
註
(
日
)
引
く
『
読
史
方
輿
紀
要
」

巻
九
二
、
漸
江
省
寧
波
府
。

(
日
)
四
明
六
志
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
中
園
地
方
志
詞
典
』
(
黄
山
書

社
、
一
九
八
六
)
参
照
。

(
却
)
乾
道
五
年
(
一
一
六
九
)
修
「
乾
道
四
明
図
経
』
巻
て
澗
廟
。
『
宋

元
方
志
叢
刊
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九

O
)
所
収
。

(
幻
)
粛
抵
の
伝
は
「
南
史
』
巻
五
三
、
『
北
斉
書
』
巻
三
三
、
に
見
ゆ
。

(n)
宝
腿
三
年
(
一
二
二
七
)
修
『
宝
鹿
四
明
士
山
』
巻
十
一
、
叙
柄
。
『
宋

元
方
志
殻
刊
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九

O
)
所
収
。

(
お
)
天
啓
二
年
(
一
六
二
二
)
修
、
乾
隆
十
三
年
こ
七
四
八
)
重
刊

『
海
塩
県
図
経
』
十
六
巻
。
東
洋
文
庫
蔵
。

(M)

乾
隆
十
三
年
(
一
七
四
八
)
刊
「
海
塩
県
続
図
経
』
七
巻
。
東
洋

文
庫
蔵
ロ

(
お
)
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
)
刊
「
海
塩
県
志
』
首
宋
各
一
巻
、
二
十

二
巻
。
東
洋
文
庫
蔵
。

(
お
)
紹
定
三
年
(
一
二
三

O
)
序
『
激
水
志
』
二
巻
。
『
宋
元
方
志
叢
刊
』

(
中
華
書
局
、
一
九
九

O
)
及
び
『
叢
書
集
成
新
編
」
第
何
冊
、
所
収
。

(
幻
)
前
註
(
印
)
引
く
『
中
園
地
方
志
詞
典
』
。

(
お
)
『
宋
書
』
巻
一
、
武
帝
本
紀
上
。

(
m
m
)

『
南
史
』
巻
一
、
宋
本
紀
上
。
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(
初
)
『
水
経
注
』
巻
三
一
二
、
江
水
、
魚
復
県
の
項
に
、

益
州
刺
史
飽
随
鎮
此
、
魚
畿
道
一
一
禍
所
因
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
に
飽
恒
が
益
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

(
出
)
道
宣
の
家
系
と
出
自
そ
し
て
江
南
に
お
砂
る
史
料
捜
集
に
つ
い

て
は
、
前
注

(5)
引
く
藤
善
「
曇
鷲
大
師
生
卒
年
新
考
|
道
宣
律
師

の
遊
方
を
手
が
か
り
に
」
及
び
、
同
「
道
宣
の
出
自
を
め
ぐ
っ
て

|
呉
興
の
銭
氏
」
(
「
仏
教
史
学
研
究
」
二
八
|
二
、
一
九
八
六
)
参
照
。

な
お
飽
郎
子
神
の
年
齢
は
、
前
注

(
7
)
引
く
曇
鴛
伝
中
の
「
状
如
二

十
」
に
も
と
づ
く
。

(
m
M
)

海
塩
が
杭
州
湾
口
に
お
い
て
古
来
重
要
な
位
置
に
あ
り
、
か
な
り

以
前
か
ら
会
稽
と
の
聞
に
航
路
が
開
か
れ
て
い
た
可
能
性
の
大
き
い

こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
注
(
勾
)
引
く
『
海
塩
県
図
経
』
及
び
前
注

(5)

引
く
藤
普
「
曇
鴛
と
『
往
生
論
註
』
の
彼
方
」
参
照
。

(
お
)
陶
弘
景
の
阿
育
王
塔
参
拝
と
受
戒
に
つ
い
て
は
、
麦
谷
邦
夫
「
陶

弘
景
年
譜
考
略
(
下
)
」
(
「
東
方
宗
教
」
必
号
、
一
九
七
六
)
が
詳
細

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
監
十
二
年
(
五
二
ニ
)
弘
景
五
十
八
歳

の
時
に
節
県
の
阿
育
王
寺
に
詣
で
た
と
の
こ
と
。




