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京
都
に
お
け
る
羅
振
玉
と
王
国
経
の
寓
居

一
九

二

年
辛
亥
革
命
の
年
､
羅
振
玉
は
学
部
の
二
等
諮
議
官
で

ま
た
農
科
大
学
監
督
も
兼
職
し
て
お
-
､
王
国
経
は
北
京
で
学
部
の

名
詞
館
協
修
と
い
う
職
に
あ

っ
た
｡
十

1
月
衰
世
凱
が
内
閣
経
理
大

臣
に
再
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
清
朝
の
情
勢
は
極
め
て
緊
迫
し

騒
然
と
し
て
い
た
｡
そ
の
時
日
本
西
本
願
寺
の
大
谷
光
瑞
は
羅
振
玉

に
封
し
､
日
本

へ
避
難
す
る
つ
も
-
で
あ
れ
ば
援
助
し
よ
う
と
い
う

申
し
出
を
行

っ
た
｡
羅
振
玉
は
そ
の
時
ま
で
大
谷
氏
と
交
際
が
あ

っ

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
席
蹄
し
て
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
だ
が
､
そ

こ
へ
今
度
は
奮
知
の
内
藤
虎
次
郎
､
狩
野
直
喜
､
富
岡
謙
職
諸
氏
か

ら
京
都

へ
来
て
は
ど
う
か
､
蔵
書
は
大
学
の
圏
書
館
で
あ
ず
か
る
し
､

寓
居
の
用
意
も
し
よ
う
と
の
勧
誘
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
羅

振
玉
は
藤
田
豊
八
と
相
談
し
､
彼
の
意
見
に
よ
っ
て
京
都

へ
行
-
漢

'j
を
し
た
.

一
九

二

年
十

一
月
下
旬

(陰
暦
十
月
初
)
羅
振
玉
'
王
国
維
及
び

羅
振
玉
の
長
女
婿
劉
大
坤
の
三
家
族
二
十
人
飴
-
が
北
京
か
ら
天
津

へ
赴
き
､
十
二
月
初

(陰
暦
十
月
中
旬
)
温
州
丸
と
い
う
約
千
ト
ン
の

商
船
に
乗
-
七
日
後
神
戸
に
到
着
し
た
｡
彼
ら
は
藤
田
､
狩
野
な
ど

諸
奮
知
に
よ
っ
て
神
戸
か
ら
京
都
の
田
中
村

へ
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
｡
皆
目
は
狩
野
夫
人
が
皆
の
た
め
に
食
事
を
用
意
し
､
住
居
の
掃

除
も
す
ま
せ
て
あ

っ
た
｡
東
瀦
諸
友
の
情
誼
に
感
動
し
た
羅
振
玉
は

後
に
こ

う

記し
て
い

る

｡
｢諸
君

風誼
､
不

滅古
人､
終
吾

生
不
能
忘

也
｣
｡

ま
た蔵書
及
び
荷

物
は
本願寺
に

依頼
して

京
都

へ
搬
迭
し

た
｡羅

振
玉
は
そ
の
時
鮎
で
は
日
本
に
長
-
住
む
か
ど
う
か
ま
だ
決
め

か
ね
て
い
た
よ
う
で
､
京
都
に
着
い
て
三
日
の
後
す
ぐ
中
開
に
戻

っ

て
み
た
が
､
革
命
の
情
勢
が
完
全
に
醸
成
さ
れ
活
の
滅
亡
も
も
う
免

れ
な
い
大
勢
を
目
に
し
た
た
め
､
北
京
の
官
職
を
射
し
て
京
都
に
引

き
返
し
､

一
九

二

年
十
二
月
初
旬
か
ら

1
九

l
九
年
五
月
ま
で
ほ

ぼ
七
年
牛
に
わ
た
る
彼
の
長
い
京
都
生
活
が
始
ま

っ
た
の
で
あ
る

(Tl

(王
国
経
は
方
の
山
九
一
六
年
二
月
ま
で
四
年
二
カ
月
京
都
で
暮
ら
し
た
)O
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(

〟)
田
中
飛
鳥
井
町
の
羅
振
玉
の
居

初
来
日
の
十
二
月
初
か
ら

一
九

l
三
年

l
～
二
月
に
浄
土
寺
の
新

築
家
屋
に
移
る
ま
で
羅
振
玉
及
び
そ
の
家
族
は
田
中
の
家
に
住
ん
で

い
た
｡

羅

振
玉
の
寓
居
の
所
在
地
は
現
在
の
左
京
匝
田
中
飛
鳥
井
町
四
十

三
で
､
現
在
外
村
晃
と
い
う
表
札
の
か
か
っ
て
い
る
所
で
あ
る
｡
寓

居
の
具
鰻
的
な
場
所
は
狩
野
直
喜
教
授
の
令
息
狩
野
直
方
氏
の
御
教

示
を
受
け
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た

(狩
野
直
方
氏
に
は
一
九
九
三

年
二
月
二
十
一
日
お
話
を
直
接
伺
う
機
合
を
得
た
の
で
あ
る
が
'
同
年
七
月
､

九
十
二
歳
で
亡
-
な
ら
れ
た
)
｡
狩
野
直
方
氏
の
お
話
に
よ
れ
ば
常
時
以

来
の
家
の
所
有
者
外
村
氏
は
室
町
で
呉
服
屋
を
営
ん
で
お
ら
れ
､
田

中
の
家
は
お
そ
ら
-
別
邸
で
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
(京
都
地
方
法

務
局
左
京
支
局
に
あ
る
奮
土
地
童
帳
に
よ
れ
ば
'
大
正
三
年

1
月
十
九
日
ま

で
'
そ
の
土
地
の
所
有
主
は
佐
竹
元
太
郎
で
あ
っ
た
が
'
同
日
に
所
有
権
を

外
相
宗
治
郎
に
移
轄
ざ
れ
た
)
｡
そ
の
家
屋
は
羅
振
玉
が
来
日
す
る
前
か

ら
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
羅
振
玉
達
が
田
中
に
い
た
時
狩
野
直
方
氏

は
ま
だ
小
学
校
の
四
年
生
で
あ

っ
た
が
､
し
ば
し
ば
父
上
の
手
紙
を

紹

介

持

っ
て
羅
振
玉
の
家
に
お
使
い
に
行
か
れ
た
の
こ
と
で
'
鮮
明
に
そ

の
家
の
こ
と
を
覚
え
て
お
ら
れ
た
(所
在
地
に
つ
い
て
附
銀
の
地
園

l
を

参
照
)
｡
狩
野
直
喜
教
授
の
田
中
大
堰
町
の
故
居
に
は
今
も
そ
の
ま
ま

長
孫
の
狩
野
直
両
氏

一
家
が
住
ん
で
お
ら
れ
る
が
､
そ
こ
か
ら
羅
振

底

地閤- :(昭和四十九年精密住宅地 圃 に よ る )
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玉
の
借
家
ま
で
歩
い
て
ほ
ん
の
三
四
分
程
度
の
距
離
し
か
な
い
｡
直

方
氏
の
お
話
し
で
は
､
狩
野
直
喜
教
授
と
羅
振
玉
､
三
園
維
達
と
の

交
際
は
か
な
-
頻
繁
で
､
お
互
い
に
手
紙
を
や
-
と
-
す
る
ほ
か
､

お
互
い
の
家
に
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
行
き
来
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
羅
振

玉
は
日
本
語
が
で
き
な
か
っ
た
が
､
王
国
経
は
日
本
語
を
話
せ
る
の

で
､
時
々
墓
所
で
母

(狩
野
夫
人
)
と
日
本
語
で
お
し
ゃ
べ
-
し
て
い

る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
-
｡
ま
た
産
､
王
両
氏
は
勿

論
軒
髪
で
'
清
朝
蓉
式
の
長
袖
を
き
て
い
た
｡
羅
が
い
つ
も
い
い
服

装
を
着
て
き
ち
ん
と
し
た
姿
で
あ

っ
た
の
と
封
照
的
に
､
王
は
白
い

長
袖
で
あ
ま
-
お
し
ゃ
れ
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
直
方
氏
の
長
男

狩
野
直
砥
教
授
に
案
内
さ
れ
羅
振
玉
の
借
家
で
あ
っ
た
外
相
氏
の
家

屋
の
概
観
を
観
察
し
た
｡
今
も
庭
つ
き
の
廉
い
日
本
式
家
屋
で
あ
る

が
､
昔
は
も
っ
と
虞
か
っ
た
ら
し
い
｡
現
在
の
敷
地
は
昭
和
十
二
､

三
年
頃
か
ら
第
二
次
大
戦
後
に
か
け
､
東
大
路
の
境
張
に
伴
い
東
側

が
か
な
-
創
ら
れ
は
し
た
も
の
の
､
現
在
残
る
東
側
の
二
階
建
の
建

物
は
常
時
以
来
の
も
の
だ
そ
-
で
あ
る

(以
上
は
狩
野
直
碩
教
授
の
御

教
示
に
よ
る
)

0

羅
振
玉
の
田
中
の
借
家
の
様
子
及
び
任
所
に
つ
い
て
､
王
国
維
'

羅
振
玉
の
文
に
は

｢
田
中
僑
寓
｣
と
い
う
よ
-
詳
し
い
記
録
は
見
え

ず
､
ま
た
彼
ら
に
関
す
る
年
譜
及
び
停
記
資
料
で
も
同
じ
で
あ
る
｡

日
本
側
の
文
献
資
料
で
は
貝
塚
茂
樹
著

『古
代
殿
帝
国
』
に
､
｢京
都

で
は
京
都
大
学
近
-
の
田
中
村

(今
の
左
京
匝
田
中
飛
鳥
井
町
)
に
家
が

②

借
-
て
あ
-
-

｣

と
あ
る
も
の
と
昭
和
二
十
六
年
大
阪
で
開
か
れ
た

｢
王
静
安
先
生
を
追
想
す
｣
の
食
談
記
録
が
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の

③

で
あ
る
｡
中
国
側
に
は
現
在

一
次
資
料
は
存
在
し
え
ず
､
文
献
記
録

も
全
-
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
が
､
穆
茎
孫
の
日
記
を
謹
む
う
ち
に

偶
然
に
も
辛
亥
十

一
月
二
十
日
(陽
暦
一
九
二
看

一
月
八
日
)
の
所
に

｢接
羅
叔
薙
信
云
任
日
本
西
京
田
中
村
大
字
流
田
四
番
地
｣
と
い
う

④

記
事
を
尊
兄
し
た

｡

こ
れ
は
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
記
事
で

あ

る

｡
と
こ
ろ
が

｢
田
中
村
大
字
流
田
四
番
地
｣
と
い
う
地
名
は
現
在
存

在
し
な
い
｡
大
正
七
年
八
月
五
日
田
中
村
が
京
都
市
上
京
匡

(現
左

京
匝
)
に
編
入
さ
れ
た
際
に
田
中
村
大
字
田
中
字
流
田
は
田
中
門
前

町
に
合
併
さ
れ
､
字
流
田
四
番
地
は
田
中
門
前
町
三
十
八
番
地
に
襲

更
さ
れ
た
｡
昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
九
日
､
匠
劃
整
理
の
換
地
虞

分
に
よ
っ
て
､
田
中
門
前
町
三
十
八
番
地
は
更
に
今
の
飛
鳥
井
町
四
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⑤

十
三
番
地
に
か
わ
っ
た
の
で
あ
る

｡

(
二

)

百
高
遠
の
王
国
椎
の
居

l
九

二

年
十
二
月
初
京
都
に
着
い
た
普
初
､
王
国
維

1
家
及
び

劉
大
坤

一
家
は
皆
田
中
の
羅
振
玉
の
借
家
に
し
ば
ら
-
住
ん
で
い
た

が
､
全
部
で
二
十
人
飴
-
も
い
て
手
狭
な
た
め
羅
振
玉
は
ま
も
な
-

別
に
二
軒
を
借
-
て
王
､
劉

l
家
を
佳
ま
わ
せ
た
｡
そ
こ
で
壬
閉
経

は
田
中
百
高
遠
に
移
-
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
引
越
し
た

⑥

の
は

一
九

二

一年

一
月
中
旬
頃

､

そ
の
年
に
は
鈴
木
虎
雄
､
西
村
時

彦
､
青
木
正
兄
､
本
田
成
之
な
ど
大
勢
の
京
都
大
学
の
教
官
お
よ
び

畢
生
が
そ
の
家
に
足
を
は
こ
ん
だ
の
で
あ

っ
た
｡

百
高
遠
王
国
経
の
借
家
の
場
所
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ

る
が
ま
ず
鈴
木
教
授
の
談
話
か
ら
見
て
み
よ
-
0

日
本
に
来
ら
れ
て
間
も
な
い
時
の
こ
と
で
あ
-
ま
す
が
､
田

中
の
百
寓
遍
の
中
華
料
理
店

(今
の
｢神
海
棲
｣)
か
ら

〓

一軒
隣

-
へ
引
移
ら
れ
､
そ
の
引
越
の
ご
た
ご
た
の
最
中
に
訪
問
し
ま

し
た
｡
そ
れ
か
ら
間
も
な
-
王
先
生
は
百
高
遠
の
お
寺
の
左
の

怪
し
げ
な
日
本
家
屋
に
移
ら
れ
そ
こ
に
長
-
住
ま
は
れ
ま
し
た
｡

紹

介

(『懐
徳
』
第
二
十
二
親
'
昭
和
二
十
六
年
)

鈴
木
先
生
の
談
話
に
よ
る
と
百
寓
遍
の
家
は
二
箇
所
あ
-
､

一
つ

は
百
寓
遍
の
中
華
料
理
店
(昭
和
二
十
六
年
の
｢神
海
壕
｣'
お
そ
ら
-
衣

の
本
田
成
之
氏
の
述
べ
る
支
那
料
理
屋
と
同
じ
)
の
隣
で
､
も
う

1
つ
は

百
高
遠
の
知
恩
寺
の
左
側
で
あ
る
｡
明
治
四
十
五
年

(大
正
元
年
)
鈴

木
教
授
は
し
ば
し
ば
王
国
経
と
詩
の
唱
酬
を
L
t
手
紙
も
書
き
､
ま

た
王
国
椎
の
著
作
『簡
頗
検
署
考
』､
『古
劇
脚
色
考
』
な
ど
を
和
讃
し

て

『重
文
』
に
載
せ
る
な
ど
し
て
王
国
経
と
の
個
人
的
な
交
際
の
最

も
多
か
っ
た
人
物
で
あ
る
｡
鈴
木
教
授
の
王
国
経
の
寓
居
が
二
箇
所

あ

っ
た
と
い
う
話
し
に
は
間
違
い
が
な
い
は
ず
で
あ
る
が
､
多
数
の

人
々
に
よ
-
覚
え
ら
れ
て
い
る
の
は
昔
時
の
東
大
路
の
西
側
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば
本
田
成
之
氏
は
次
の
よ
-
に
書
い
て
い
る
｡

羅
氏
は
堂
々
た
る
家
を
借
-
て
住
ん
で
い
た
が
王
氏
は
今
の

支
那
料
理
屋
に
な
っ
て
い
る
百
高
遠
西
門
前
の
所
で
陀
住
居
を

⑦

し
て
屠
ら
れ
た

｡

ま
た
青
木
正
兄
教
授
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
O

田
中
村
百
高
遠
郵
便
局
の
横
を
少
し
北
に
入
る
と
'
西
側
に

杉
壇
を
濁
ら
し
た
二
階
建
て
の
中
家
が
三
軒
並
ん
で
い
た
｡
確
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⑧

か
其
の
虞
中
が
王
先
生
の
寓
居
で
あ

っ
た

O

昔
時
の
東
大
路
の
幅
は
二
メ
ー
ト
ル
程
し
か
な
か
っ
た
か
ら
本
田

氏
が
述
べ
た

｢
百
寓
過
西
門
前
の
所
｣
と
い
う
と
東
大
路
の
西
側
の

⑨

こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る

｡

狩
野
直
顧
先
生
も
現
在
百
寓
遍

東
大
路
の
西
側
(知
恩
寺
西
門
の
向
か
い
側
)
に
か
つ
て
支
那
料
理
屋
が

あ

っ
た
と
言

っ
て
お
ら
れ
る
｡

百
高
遠
郵
便
局
は
何
回
も
場
所
を
移
し
て
お
-
､
大
正
十

一
年
頃

は
今
の
第

一
勧
業
銀
行
の
西
隣
'
昭
和
七
年
頃
は
今
出
川
通
-
と
東

大
路
の
交
差
鮎
西
北
角
に
移
さ
れ
､
ま
た
昭
和
十
二
年
末
東
大
路
に

電
車
を
通
ら
せ
る
た
め
道
路
擁
張
し
た
際
に
今
の
場
所
､
交
差
鮎
の

東
北
角
に
再
び
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
昭
和
十
二
年
五
月
に
青
木
教

授
が
上
記
の
文
を
車
表
し
た
時
は
百
寓
遍
郵
便
局
は
ち
ょ
う
ど
交
差

鮎
の
西
北
角
に
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

鈴
木
教
授
の
談
話
に
み
え
る
二
軒
の
家
の
関
係
は
明
ら
か
に
で
き

な
い
が
､
以
上
か
ら
わ
か
る
限
-
の
こ
と
を
ま
と
め
て
見
れ
ば
､
百

寓
遍
の
王
国
経
の
借
家
の

7
つ
は
知
恩
寺
の
西
門
の
向
側
で
昔
時
の

東
大
路
の
西
側
に
あ

っ
た
O
現
在
の
東
大
路
は
以
前
よ
-
十
倍
程
拡

張
さ
れ
た
も
の
で
そ
の
た
め
奮
衆
の
建
物
も
な
-
な

っ
て
い
る
｡
か

っ
て
の
王
国
経
の
住
ま
い
は
恐
ら
-
現
在
で
は
東
大
路
の
中
に
取
-

込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
推
測
は
狩
野
直

方
氏
の
記
憶
と
も

l
致
す
る
も
の
で
あ
る
o

直
方
氏
自
身
は
直
接
に
百
寓
遍
の
王
国
経
の
寓
居
に
行

っ
た
こ
と

は
な
い
が
､
そ
の
近
適
の
小
川
過
で
洗
濯
を
す
る
王
家
の
人
を
見
た

こ
と
が
あ
る
と
い
う
｡

資
言
す
れ
ば
田
中
村
は
大
正
七
年
ま
で
京
都
市
に
ま
だ
編
入
さ
れ

て
お
ら
ず
愛
宕
郡
に
属
し
､
東
は
白
川
､
西
は
高
野
河
原
に
､
北
は

一
乗
寺
､
南
は
吉
田
の
各
村
と
接
し
て
い
た
｡
大
正
二
年
の
京
都
市

3

街
圏
に
見
え
る
小
川
が
田
中
村
の
中
央
を
通
-

(地
固
二
参
照
)､
ま

た
地
園
に
は
見
え
な
い
流
水
も
多
-
縦
横
に
交
錯
し
て
い
た
そ
う
で

あ
る
｡
白
川
の
適
よ
-
は
人
家
も
多
-
な

っ
て
は
い
た
が
や
は
-
防

畑
が
主
の
田
園
風
景
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
田
中
村
に
居
を
決
め
た
ば

か
-
の
王
国
経
は

｢近
市

l
厘
偽
遠
俗
､
登
模
四
面
許
若
山
.
書
聾

⑪

只
在
音
溝
裏
､

病
骨
全
蘇
紫
翠
間
｡｣
と
書
い
て
い
る
.

ま
た
明
治

四
十
五
年
の
春
に
京
都
に
来
て
田
中
村
の
王
､
羅
二
氏
の
近
所
に
居

を
決
め
た
羅
姓

(羅
振
玉
の
季
弟
羅
振
常
の
長
女
)
も

｢挨
流
新
港
活
､

解
落
野
花
菓
｣
､
｢茅
窟
朝
日
永
､
戸
外
看
春
耕
｣
(｢卜
居
西
京
田
中
村

160



地図二:(大正二年京都市街全固より)

宿
雨
初
晴
臨
窓
四
望
野
色
殊
可
檎
悦
｣)､
ま
た

｢高
原
聯
歩
近
黄
昏
､
昨
塩
驚
飛
度
遠
村
'

秋
稼
登
場
田
野
閲
､
夕
陽
明
庭
見
柴
門
｣

(｢遊
EE
中村倍弟
疑
晩
節
｣
)

な
ど
の
詩
を
作

⑫

っ

て
い
た｡

大
正
元
年
頃
京
都
府
に
在
留
す
る
外
国

人
の
教
は
今
よ
-
ず

っ
と
少
な
か
っ
た
の

は
勿
論
で
あ
る
が
､
や
は
-
中
国
人
が
其

二
分
の
一
を
占
め
最
も
多
か
っ
た
｡
大
正

四
年
京
都
府
が
編
纂
し
た

『京
都
府
誌
』

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
O

府
下
に
在
留
す
る
外
国
人
の
総
数

は
､
大
正
元
年
末
現
在

二
百
十
人
戸

数
五
十
九
に
し
て
､
京
都
市
内
在
留

の
百
七
十
八
人
其
の
戸
数
五
十
二
戸

最
多
-
､
愛
宕
郡
の
二
十
八
人
其
戸

数
四
戸
之
に
次
ぎ
-
-
(上
第
三
編
第

十

一
章
)
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狩
野
直
方
氏
の
お
話
し
に
よ
れ
ば
昔
時
そ
の
あ
た
-
に
羅
振
玉
'

王
国
維
達
を
除
け
ば
ま
っ
た
-
外
国
人
の
姿
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
o

そ
う
だ
と
す
る
と

『京
都
府
誌
』
の

｢愛
宕
郡
の
二
十
八
人
其
戸
数

四
声
｣
と
い
う
統
計
は
お
そ
ら
-
羅
振
玉
､
王
国
経
､
劉
大
坤
､
羅

振
常
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
岸
､
王
､

劉
三
家
が
二
十
人
-
ら
い
で
､
後
の
羅
振
常

1
家
と
あ
わ
せ
れ
ば
人

数
も
は
ば
符
合
す
る
｡

(

≡)
｢永
慕
園
｣-

羅
振
玉
邸
宅

羅
振
玉
は
田
中
村
の
借
家
に

一
年
飴
-
い
た
が
､
蔵
書
が
全
て
京

都
大
学
園
書
館
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
毎
日
王
国
椎
と

1
緒
に
大
学

に
通
い
整
理
を
行

っ
て
い
た
｡
し
か
し
そ
れ
は
非
常
に
不
便
で
し
か

も
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
で
､
藤
田
豊
八
教
授
の
名
義
で
(外
国
人
は
日

本
で
土
地
を
買
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
)
浄
土
寺
の
四
百
坪
の
土
地
を

購
入
し
､
度
々
と
し
た
邸
宅
を
新
築
し
た
｡
顔
之
推

｢観
我
生
賦
｣

の

｢興
紳
鼎
而
僧
没
､
切
仙
官
之
永
慕
｣
の
句
か
ら

｢永
慕
園
｣
と

名
づ
け
､
書
庫
も
建
て
て
大
挙

へ
寄
託
し
て
い
た
蔵
書
を
移
し
､
蔵

書
の
中
に
北
朝
初
年
の

『
大
雲
無
想
経
』
寓
本
が
あ
る
の
で

｢大
雲

書
庫
｣
と
名
付
け
た
｡

ま
た
庭
に
は
小
さ
い
池
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
が

で
き
あ
が
っ
た
時
､
昔
時
の
清
史
館
総
裁
蓮
爾
巽
が
羅
振
玉
へ
の
清

史
館
職
の
招
聴
状
を
迭

っ
て
来
た
の
だ
が
､
羅
振
玉
は
そ
の
書
状
を

焼
き
､
池
を

｢洗
耳
池
｣
と
名
付
け
て
い
る
｡
そ
し
て
京
都
大
学
か

ら
講
師
と
し
て
招
聴
さ
れ
も
し
た
が
堅
-
辞
退
し
､
著
述
に
専
念
し

⑬た
｡

浄
土
寺
で
居
を
構
え
た
こ
と
か
ら
羅
振
玉
に
は
日
本
に
長
-
任

も
う
と
い
う
意
志
の
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
､
次
に
引
-
穆
茎
孫

宛
の
書
簡
に
そ
の
動
機
の

一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢
玉
海
外

飴
生
､
所
以
久
久
不
締
着
､
蓋
亦
以
賦
性
洞
隆
､
其
不
能
容
於
今
之

⑩

世
必
臭
､
故
寧
碩
尾
流
離
而
不
悔

｣

｡

羅
振
玉
が
浄
土
寺
の
新
居
に
移

っ
た
の
は

l
九

1
三
年

1
-
二
月

の
間
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡

一
っ
に
は
王
園
経
の

｢
王
子
除
夕
前

l

夜
｣
附

(『王
国
維
全
集
書
信
』
第
三
十
五
頁
)
謬
杢
孫
宛
書
簡
の
後
に

あ
る

｢薙
公
移
居
在
京
都
上
京
匝
浄
土
寺
町
字
馬
場
八
番
地
｣
と
い

う
記
事
か
ら
居
を
移
し
た
の
は
お
そ
-
と
も

一
九

一
三
年
二
月
四
日

(陰
暦
l
九
二
1年
十
二
月
二
十
九
日
)
以
前
で
あ
-
､

ま
た
董
康
の
1

九

一
三
年

一
～
二
月
間
の
穆
杢
孫
宛
書
簡
に

｢叔
薙
新
構
落
成
､
刻

⑬

在
遷
移
之
際
｣
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る

｡

董
康
は
書
簡
の
日
付
克
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ど
は
す
で
に
陽
暦
で
記
し
て
い
た
の
で
､
羅
振
玉
の
移
盾
は
早
-
と

も

l
九

1
三
年

l
月

1
日
以
後
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
O

｢永
慕
園
｣
で
羅
振
玉
は
多
-
の
仕
事
を
し
､
と
-
わ
け
甲
骨
文

字
の
研
究
と
出
版
に
非
常
に
す
ぐ
れ
た
業
績
を
挙
げ
､

一
九

一
九
年

五
月
帝
国
ま
で
そ
こ
で
過
ご
し
た
｡
｢永
慕
園
｣
は
羅
振
玉
の
自
宅
で

は
あ

っ
た
が
､
五
十
寓
雀
と
栴
せ
ら
れ
る
蔵
書
及
び
彼
の
1
番
の
貨

物
で
あ
る
龍
骨
と
三
代
古
器
物
､
ま
た
数
多
-
の
雪
雲
な
ど
も
そ
こ

に
戒
さ
れ
て
､

一
つ
の
博
物
館
と
も
言
え
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
王
国

経
は
勿
論
そ
れ
を
圏
書
館
及
び
研
究
の
場
所
と
し
て
よ
-
利
用
し
た

の
で
あ
-
､
ま
た
そ
こ
で

『
流
沙
墜
簡
考
帯
』､
『
奔
魯
封
泥
集
存
』
'

『
殿
嘘
書
契
前
編
』
揮
文
な
ど
羅
振
玉
と
の
共
同
作
業
も
多
-
行

っ

た
の
で
あ
る
｡
後
に
羅
守
巽

(羅
振
常
の
三
女
)
が
回
憶
し
て
い
る
が
､

王
国
経
は
毎
日
出
勤
す
る
よ
う
に
朝
か
ら

｢永
慕
園
｣

へ
行

っ
て
羅

⑬

振
玉
と
と
も
に
研
究
を
し
て
い
た

.

ま
た
王
国
維
だ
け
で
な
く
､
富

岡
謙
戒
､
小
川
琢
治
､
梅
原
末
治
､
神
田
喜

一
郎
な
ど
の
京
大
関
係

者
も
誠
に
頻
繁
に

｢永
慕
園
｣
に
出
入
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
｡
梅

原
末
治
氏
の
話
で
は

｢羅
先
生
の
お
家
に
は
私
ど
も
に
は
不
思
議
な

ほ
ど
津
山
な
人
が
居
ら
れ
た
･-
‥
｣
(注
釈
④
と
同
じ
資
料
)
と
あ
る
よ

紹

介

う
に

｢永
慕
園
｣
は
京
大
の
東
洋
学
者
を
中
心
と
し
た
京
都
の
ひ
と

つ
の
学
術
サ
ロ
ン
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

大
正
八
年
五
月
帝
国
の
際
､
羅
振
玉
は

｢永
慕
園
｣
を
京
都
大
学

に
寄
附
し
て
､
日
本
に
存
す
る
南
砂
本
を
景
印
す
る
こ
と
を
内
藤
虎

次
郎
'
狩
野
直
吉
両
教
授
に
依
頼
し
た
｡
｢永
慕
園
｣
は
後
に
二
寓
三

千
園
で
要
ら
れ
､
京
都
大
学
文
学
部
景
印
唐
砂
本
が
出
版
さ
れ
た
の

で
あ

っ
た
｡

｢永
慕
園
｣
は
昭
和
十
年
頃
京
都
市
の
洋
傘
屋

｢
田
中
久
商
店
｣

に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
､
羅
邸
は
と
-
こ
わ
さ
れ
て
新
た
な
家
屋
が
建

て
ら
れ
た
｡
こ
れ
が
現
浄
土
寺
東
田
町

一
番
地
に
あ
る

｢碧
光
園
｣

の
建
物
で
あ
る
｡
昭
和
二
十
八
年
そ
の
敷
地
及
び
建
物
が
日
本
専
頁

公
社

(現
在
の
日
本
た
ば
こ
産
業
専
頁
食
紅
)
に
そ
の
ま
ま
買
わ
れ
､

現
在
で
も
次
の
よ
う
な
改
造
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど

｢
田
中
久
商
店
｣

が
建
て
た
常
時
の
ま
ま
で
あ
る
｡
異
な
る
鮎
は
現
在
の
二
階
の
小
部

屋
は
ホ
ー
ル
に
な
っ
て
い
た
こ
と
､
特
別
室
に
は
茶
席
が
あ
っ
た
こ

と
､
昭
和
三
十
四
年
に
鷹
接
室
を
改
造
し
た
こ
と
'
昭
和
三
十
七
年

⑰

に
離
れ
を
建
築
し
た
こ
と
で
あ
る

｡

今
の

｢碧
光
園
｣
は
新
築
常
時

｢吉
田
御
殿
｣
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
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の
す
ぼ
ら
し
い
和
風
建
築
で
あ
る
が
､
こ
れ
で

｢永
慕
園
｣
の
も
と

の
姿
は
永
遠
に
取
-
戻
す
こ
と
が
で
き
な
-
な

っ
た
｡
｢永
菜
園
｣

で

生
ま
れ
満
六
歳
ま
で
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
羅
振
玉
の
長
孫
羅
艦
租
氏

は

一
九
四
二
年
冬
か
ら

一
九
四
四
年
の
秋
ま
で
､
京
都
大
学
文
学
部

講
師
乗
東
方
文
化
研
究
所
嘱
託
と
し
て
日
本
に
滞
在
し
た
お
-
､
幼

少
時
に
見
た
膏
宅
の

｢永
墓
園
｣
を
見
､
後
に
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
｡

私
は
か
つ
て
の
奮
宅
の
門
前
を
俳
御
し
て
､
子
供
の
頃
の
記

憶
を
呼
び
戻
し
､
そ
の
謹
撰
を
探
そ
う
と
し
ま
し
た
が
､
蓉
宅

は
新
し
い
主
人
の
改
築
を
経
た
後
で
､
す
で
に
た
た
ず
ま
い
は

⑬

す

っ
か
-
襲
わ

っ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た

O

羅
振
玉
が
い
た
潜
時
の

｢永
末
園
｣
の
姿
を
見
た
人
は
今
で
は
お

そ
ら
-
い
な
い
だ
ろ
う
が
､
大
正
の
末
頃

つ
ま
-
建
物
が
ま
だ
改
築

さ
れ
て
い
な
い
時
の
様
子
を
見
た
人
が
い
る
｡
そ
の

一
人
は
大
正
七

年
生
ま
れ
の
安
西
春
吉
氏
で
､
幼
少
の
頃
よ
-
長
谷
川
造
園
で
働
き
､

｢永
慕
園
｣
が
改
築
さ
れ
た
際
に
造
園
の
手
偉
い
も
し
た
の
で
あ
る
｡

安
西
氏
の
追
憶
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡
大
正
十
四
五
年

頃
､
｢永
慕
園
｣
で
あ

っ
た
家
の
ま
わ
-
は
ま
だ
田
畑
ば
か
-
で
､
人

家
が
な
-
ぽ
つ
ん
と
目
立

つ
存
在
で
あ

っ
た
と
い
う
｡
其
の
家
の
前

に
細
い
小
路
が
あ

っ
て
小
学
校
に
行
-
た
め
に
氏
は
毎
日
通

っ
て
お

ら
れ
た
｡
そ
の
時
の
家
屋
は
今
程
立
涯
で
な
-
､
い
-
つ
か
の
建
物

が
分
散
さ
れ
て
庭
の
少

々
西
側
に
あ
-
､
池
も
ち
ゃ
ん
と
し
た
も
の

で
な
-
'
た
だ
水
が
流
れ
て
た
ま

っ
た
満
に
す
ぎ
な
か
っ
た

(そ
の

適
は
か
つ
て
水
の
多
い
と
こ
ろ
で
地
面
を
二
尺
-
ら
い
も
掘
れ
ば
水
が
す
ぐ

出
て
-
る
の
で
あ
っ
た
)
｡
ま
た
そ
の
時
の
家
は
今
の
よ
う
に
き
ち
ん
と

し
た
煉
瓦
垣
で
閉
ま
れ
て
お
ら
ず
､
ま
わ
-
に
樹
木
が
す
こ
し
あ

っ

た
だ
け
な
の
で
中
が
見
え
た
｡
昭
和
十
年
頃
改
築
す
る
ま
で
そ
こ
に

ず

っ
と
十
人
飴
-
の
中
国
人
の
家
族
が
住
ん
で
い
た
が
､
年
輩
の
人

は
民
族
衣
装
を
き
て
尉
髪
で
あ
LO
た
も
の
の
､
若
者
は
日
本
の
普
段

着
を
着
て
日
本
語
も
話
せ
る
の
で
､
日
本
人
と
あ
ま
-
襲
わ
ら
な
か

っ
た
｡
そ
の
中
園
人
達
は
皆
京
大
関
係
の
学
問
の
あ
る
人
ら
し
-
､

彼
ら
か
ら
書
を
貨

っ
た
住
民
も
あ
-
'
安
西
氏
自
身
も
彼
ら
と
話
し

た
-
お
菓
子
な
ど
を
貰

っ
た
こ
と
が
あ
る

(そ
の
家
屋
は
常
時
か
な
-

旦
止
っ
て
い
た
)

｡

後
に
も
と
の
家
屋
は
突
然
取
-
壊
さ
れ
立
涯
な
邸

宅
が
建
て
ら
れ
た
｡
煉
瓦
垣
は
更
に
後
に
な

っ
て
遠
路
を
漬
張
す
る

時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
今
の

｢碧
光
園
｣
の
庭
の
松
は
昭
和
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十
年
頃
改
築
し
た
と
き
植
え
ら
れ
て
､
常
時
は
直
径
十
セ
ン
チ
は
ど

の
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た

(羅
振
玉
が
植
え
た
松
山∵
p
う
遵
二

､い
Lr芦

ら
し
い
)

｡

以
上

が

｢永
慕
園
｣
の
大
鮭
の
沿
革
で
あ
る
.
羅
振
玉
は
こ
よ
な

-

｢永
慕
園
｣
を
愛
し
て
､
其
の
中
の
建
築
に

｢展
翰
模
｣
､
｢夢
都

草
堂
｣
､
｢雲
窓
｣
､
｢雲
峰
精
舎
｣
､
｢吉
石
庵
｣
､
｢
四
時
嘉
至
軒
｣
な

ど
の
名
を
付
け
て
お
-
､
終
生
忘
れ
ら
れ
な
い
記
念
物
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
｡

(四
)

紳
栗
岡
の
王
国
経
の
居

羅
振
玉
が
浄
土
寺
の
新
居

へ
移
輯
す
る
の
に
従

っ
て
､
王
国
経
も

一
九

一
三
年
三
月
十
四
日
吉
田
町
神
楽
岡
八
番
地
の
借
家
に
引
越
し

た
O
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
経
基
孫
宛
三
月
二
十
六
日
(陰
暦
翼
丑
二
月

⑬

十
九
日
)
の
書
簡
に
王
国
経
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

O

半
月
以
後
､
移
盾
吉
田
町
神
楽
岡
八
番
地
､
背
吉
田
山
､
面

如
意
練
､
典
羅
藁
二
公
新
居
極
近
､
地
亦
幽
勝
､
惟
去
市
略
遠

耳
O
移
居
以
後
､
日
通
注
疏

一
巻
､
擬
自
三
薩
始
､
以
及
他
経
､

期
以
不
間
断
､
不
知
能
持
久
否
｡

紹

介

だ
が
､
羅
振
玉
が
穆
茎
孫
に
宛
て
た
三
月
十
三
日

(陰
暦
二
月
六
日
)

附
け
の
書
簡
に
は
ま
た

｢静
安
兄
明
日
亦
移
居
僅
之
左
近
｣
と
書
い

て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢明
日
｣
と
い
う
の
は
三
月
十
四
日

(陰
暦
二
月

七
日
)
で
あ
る
か
ら
､
上
記
の
王
氏
書
簡
の

｢半
月
以
後
､
移
居
-
｣

は

｢牛
月
以
前
｣
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
､
ま
た
手
紙
の
語
気
及
び

｢移
居
以
後
､
日
清
注
疏

1
奄
｣
の
文
脈
を
見
て
も
そ
の
手
紙
が
移

屈
し
た
後
に
書
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

(た
だ
そ
れ
が
王
閉
経
の

筆
誤
か
『
王
国
維
全
集
書
信
』
の
録
誤
か
は
不
明
で
あ
る
)｡

一
九

1
三
年
頃
か
ら
王
国
経
は
ほ
と
ん
ど
毎
日

｢永
慕
園
｣
に
出

か

け

､
日
本
の
知
友
達
も
用
事
の
あ
る
場
合
､
羅
振
玉
邸
に
行
-
と

両
人
に
脅
え
る
の
で
､
神
楽
岡
の
王
国
経
の
家
を
訪
れ
た
経
験
の
あ

る
人
は
あ
ま
-
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

神
楽
岡
八
番
地
は
､
現
在
朋
友
書
店
横
の
小
路
の
起
鮎
か
ら
小
路

沿
い
に
吉
田
山
を
登
-
､
｢碧
光
園
｣
の
ち
ょ
う
ど
斜
め
向
か
い
あ
た

-
の
斜
面
ま
で
に
該
皆
す
る
｡
前
記
の
王
国
維
書
簡
の

｢背
吉
田
山
､

面
如
意
縁
｣
と

羅
振
玉
書
簡
の

｢移
居
偉
之
左
近
｣
の
記
事
､
ま
た

大
正
二
三
年
頃
に
は
そ
こ
し
か
家
屋
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
-
､
王

国
経
の
神
楽
岡
の
家
の
場
所
は
現
在
の

｢碧
光
園
｣
西
方
の
向
か
い
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第
四
十
七
放

側
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
｡

其
の
近
所
に
董
康

(虞
如
堂
町
)､
羅
振
常
及
び
劉
大
坤

(紳
栗
岡
)

も
住
ん
で
い
た
｡
常
時
の
其
の
連
-
の
環
境
に
つ
い
て
羅
振
常
の
長

女
で
あ
る

｢文
学
少
女
｣
の
羅
在
の
詩
詞
や
散
文
に
し
ば
し
ば
書
か

れ
て
い
る
の
で
､
そ
の
一
斑
を
拾

っ
て
見
て
み
よ
う
｡

新
由
田
中
村
移
居
神
楽
岡
､
岡
之
前
後
皆
山
､
開
軒
排
閥
､

緑
薄
青
連
､
景
色
途
干
奮
居
｡
(詩
序

『初
日
棲
正
績
稿
』)

ま
た

其
地
風
景
幽
勝
､
気
候
適
中
､
小
棲

一
棟
､
僅
堪
容
膝
､
而

織
塵
不
染
､
席
地
悉
凡
､
猶
然
古
風
o
歯
外
山
光
嵐
束
､
朝
曙

夕
陰
､
寄
魂
不
可
名
状
｡
続
屋
則
渓
流
如
帯
､
日
夜
演
混
｡
比

屋
而
居
着
､
有
劉
季
援
姉
丈

(大
坤
)､
王
静
安
姻
丈

(閲
維
)､

二
家
多
僕
姐
童
稚
､

隔
離
呼
答
､

悉
作
郷
音
､

頗
不
等

寂
.

(『初
日
榎
遺
稿
･
海
東
雑
記
』)

前
に
も
述
べ
た
よ
-
に
神
楽
岡
に
輯
居
し
て
か
ら
王
国
経
は
毎
日

｢永
慕
園
｣
に
行

っ
て
羅
振
玉
と
と
も
に
研
究
に
打
ち
込
ん
で
い
た

が
､
こ
の
頃
か
ら
彼
は
専
ら
経
史
､
金
石
甲
骨
文
に
関
し
て
の
研
究

を
始
め
た
｡
昔
時
､
王
国
経
は
自
ら
の
預
金
を
ほ
と
ん
ど
使
い
果
た

し
て
い
た
の
で
､
羅
振
玉
の

『
園
学
叢
刊
』
の
編
集
に
職
を
得
､
月

に
二
百
園
を
貰
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
昔
時
の
二
百
園
は

日
本
圃
で
は
お
よ
そ
百
六
十
園
に
あ
た
-

(そ
の
頃
大
挙
教
授
の
月
給

は
七
十
風
､
政
府
機
関
な
ど
の
職
員
は
十
五
～
三
十
回
'
講
師
は
二
十
五
鳳

飴
-
で
'
最
低
水
準
の
生
活
は
十
園
で
も
維
持
で
き
た
)､
日
本
で
生
活
す

る
に
は
ま
っ
た
-
問
題
が
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
故
に

一
九

一
六

年
二
月

(陰
暦
正
月
)
に
蹄
園
す
る
ま
で
王
国
経
は
日
本
で
研
究
に
専

念
す
る
こ
と
が
で
き
'
や
や
こ
し
い
人
間
関
係
も
な
-
､
心
の
通
じ

合
う
東
森
の
友
人
も
大
勢
い
て
､
あ
た
か
も
羅
症
が
後
に
述

べ
る

｢故
郷
侭
旗
､
不
見
不
聞
､
堪
稀
世
外
桃
園
臭
｣
の
よ
う
な
扶
桑
歳

月
を
過
ご
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡

ま
た
王
国
維
自
身
も

｢生
活

最
為
簡
単
､
而
学
問
則
襲
化
滋
甚
､
成
書
之
多
'
馬

l
生
之
冠
｣
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の
滞
在
に
深
-
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ

閉る
｡以

上
の
よ
う
に
京
都
に
お
け
る
羅
振
玉
､
王
国
経
の
寓
居
の
昔
と

今
の
状
況
を
調
査
し
た
結
果
を
報
告
す
る
｡
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
岸
､

王
の
日
本
に
お
け
る
事
績
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
調
査
研
究
し

て
い
-
予
定
で
あ
る
｡
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注①

以
上
諸
事
は
主
に
羅
振
玉
著

『
集
蓉
編
』
(『
羅
雪
堂
先
生
全
集
』
五

編
(
一
)
…
｢狩
野
君
山
博
士
六
十
需
序
｣
(同
上
績
編

(
二
)
…
｢満
州
寓

異
帖
序
｣
(同
上
初
編

(七
))
…
王
図
維
辛
玄
十
二
月
初

1
(陰
暦
)
致

謬
茎
孫
信
札

(『
王
国
維
学
術
研
究
論
集
』
第
三
輯
'
茶
菓
彪

｢
王
国
維

致
経
茎
孫
信
札
雨
通
｣
に
よ
る
)
o

④

貝
塚
茂
樹
著

『
古
代
殿
帝
国
』
Ⅰ
の
七

｢
背
骨
海
を
渡
る
｣
第
四
十

三
頁

(み
す
ず
書
房
'
昭
和
三
十
三
年
二
月
)
｡

④

『懐
徳
』
第
二
十
二
親

(懐
徳
堂
堂
友
合
)
｢
王
静
安
先
生
を
追
想
す
｣

の
中
に
梅
原
末
治
教
授
の
以
下
の
よ
う
な
追
憶
が
あ
る
｡
｢
…
(明
治
)

四
十
五
年
の
初
め
の
頃
で
し
た
で
し
ょ
う
｡
支
那
の
有
名
な
学
者
が
来

て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
'
百
寓
遠
近
-
の
田
中
村

へ
そ
の
家
を
見
に
行
っ

た
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
そ
の
家
の
事
は
今
も
は
っ
き
-
と
記
憶
し
て
ゐ

ま
す
｡
南
に
門
が
あ
っ
て
そ
の
前
に
東
西
に
小
川
が
流
れ
て
居
-
'
小

さ
な
橋
が
か
か
っ
て
ゐ
る
｡
門
の
う
ち
は
庭
に
な
っ
て
奥
に
平
屋
の
家

が
あ
っ
た
｡
近
接
し
て
家
は
な
-
東
側
に
田
中
神
社

へ
の
道
が
あ
っ
た

の
で
'
そ
こ
か
ら
中
の
様
子
を
見
て
蹄
-
ま
し
た
｡
た
し
か
外
村
さ
ん

と
云
う
人
の
別
荘
と
聞
き
ま
し
た
｡｣
田
中
村
寓
居
の
場
所
に
つ
い
て

梅
原
教
授
の
措
寓
は
最
も
異
腹
的
で
あ
る
が
'
彼
が
指
し
て
い
た
王
閉

経
の
任
所
は
賓
際
は
田
中
の
羅
家
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
王
国
維
が
ま
だ

百
寓
遍
に
移
居
し
て
い
な
か
っ
た
時
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
座
談
合
の

こ
の
部
分
で
は
梅
原
教
授
の
壁
言
は
諸
先
生
の
話
し
と
は
少
し
食
い
違

っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
o
例
え
ば

綜

介

鈴
木

百
高
遠
の
家
で
は
'
王
さ
ん
は
租
先
の
命
日
に
は
床
の
間
の

壁
に
肖
像
を
か
け
て
祭
っ
て
居
ら
れ
ま
し
た
｡

神
田

田
中
村
は
今
は
す
っ
か
-
襲
わ
っ
て
ゐ
ま
す
が
'
百
寓
遍
の

西
横
の
電
車
通
-
の
過
-
で
す
ね
｡

梅
原

い
ま
の
狩
野
先
生
の
お
宅
の
少
し
上
手
に
あ
る
襲
電
所
の
東

側
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
ま
す
｡

の
よ
う
に
'
鈴
木
'
神
田
両
氏
は
王
国
経
の
百
高
遠
の
寓
居
に
つ
い
て

述
べ
'
梅
原
氏
は
飛
鳥
井
町
の
羅
家
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
具

合
だ
｡
こ
の
結
果
'
羅
家
と
王
家
は
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
う
狩

野
直
方
氏
の
ご
教
示
に
よ
-
誤
解
を
解
-
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

『蛮
風
老
人
日
記
』
六
第
二
四
四
〇
頁

(北
京
大
学
出
版
社

一
九
八

六
年
)
｡

『京
都
市
告
示
第
三
〇
六
競
』
｢
町
名
襲
更
調
書
｣
(大
正
七
年
'
京
都

市
役
所
区
政
課
存
)
…

『京
都
市
告
示
第
三
七
三
暁
』
(昭
和
三
十
五
年

『
京
都
市
公
報
』
競
外
第

一
〇
九
競
)
…
｢
東
第
二
地
区
町
名
地
番
新
蕃

対
照
｣

(昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
九
日
'
京
都
市
役
所
匝
葺
整
理
課

存
)
a

王

国
維
十
二
月
初

l
日
致
経
茎
孫
信
札

(同
注
釈
①
)
の
後
に
鈴
木

虎
雄
氏
へ
の
唱
酬
詩

｢
定
居
京
都
奉
答
豹
軒
先
生
柾
胎
之
作
井
束
若
山

湖
南
君
損
請
君
子
｣
が
附
さ
れ
'
そ
の
一
句
は

｢
他
年
第

1
難
忘
事
'

秘
関
西
頭
是
赦
底
｣
に

｢
寓
居
正
封
大
挙
固
書
館
｣
と
自
ら
注
し
て
い

た
こ
と
か
ら
'
こ
の
詩
は
王
国
経
が
百
高
速
に
引
っ
越
し
て
後
'
十
二

月

1
日

(陽
暦

l
月
十
九
日
)
前
に
作
ら
れ
た
は
ず
で
あ
っ
て
'
王
国
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㍍

経
の
移
居
時
間
も
そ
れ
に
よ
っ
て
大
膿
分
か
る
の
で
あ
る
tJ

.i上
関
経
の
書
簡
に
つ
き
'
中
華
書
局

一
九
八
四
年

に
出
版
さ
れ
た

『
■上
関
維
全
集
書
信
.FF
lj
桑
も
基
本
的
(j
貿
料
て
あ
る
が
'
書
信
に
封

す
る
架
年
に
は
再
検
討
し
直
す
;Jへ
き
と
こ
ろ
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
o
例

え
ば
'

山
九

二

年
冬
～

一
九

一
六
年
春
異
国
の
日
本
に
滞
在
し
て
い

た
期
間
に
日
本
の
友
人
と
お
互
い
に
手
紙
の
や
-
と
-
を
し
て
い
た
の

だ
が
'
そ
れ
ら
の
手
紙
の
日
付
に
つ
い
て

『
王
園
維
全
集
書
信
』
は
全

部
陰
暦
と
し
て
扱

っ
て
い
る
｡
し
か
し
上
図
経
は
生
涯
基
本
的
に
は
陰

暦
を
使
い
､
最
後
の
遺
書
も
陰
暦
で
記
し
て
は
い
る
が
､
日
本
に
い
た

間
必
ず
し
も
陰
暦
を
用
い
た
と
は
限
ら
な
い
｡
例
え
ば
鈴
木
虎
雄
宛
書

簡
の
日
付
は
基
本
的
に
陽
暦
だ
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
-
O

こ
こ
で

i
例
L
)け
準
げ
て
説
明
し
た
い
O

鈴
木
虎
雄
宛

｢
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
九
日
｣
(『書
信
』
第
二
十

七
頁
)
書
簡
の
目
附
は
.+
閲
羅
臼
ら
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
は

陰
暦
で
は
な
-
'
陽
暦
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
O
理
由
の

?
つ
は

明
治
天
皇
が
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
に
崩
御
さ
れ
'
同
時
に
大
正

と
改
元
さ
れ
て
お
久

も
し

｢
七
月
二
十
九
日
｣
を
陰
暦
と
見
な
せ
ば

陽
暦
で
は
九
月
十
日
と
い
-
こ
と
に
な
-
'
も
う
明
治
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
王
閲
経
の
他
の
書
簡
賀
料
を
扱
う
時
に
も
陰
陽

暦
の
こ
と
に
注
意
を
沸
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
か
で
あ
ろ
う
｡

本
田
成
之

｢
憶
王
国
維
氏
｣
(昭
和
二
年

『
聾
文
』
第
十
八
年
第

八

窮
'
京
都
文
学
禽
)
o

青
木
正
兄

｢
王
辞
庵
先
生
の
追
憶
｣
(
一
)
｢
初
封
面
｣
(昭
和
十
二
年

五
月

｢
中
国
文
学
月
報
｣
'
『
青
木
正
兄
全
集
』
七
)o

⑨

こ
の
適
の
地
理
的
な
解
釈
L).
は
木
津
路
子
氏
に
多
-
助
け
て
頂
い
た
.

⑲

『愛
宕
那
誌

･
田
中
村

･
用
水
川
FF
(明
治
四
十
四
年
)
｢
修
世
院
村

字

1
乗
寺
よ
-
来
本
村
の
中
央
を
過
ぎ
市
郡
界
に
到
鴨
川
に
入
る
贋
十

二
尺
許
深

山
尺
許
｣
Q

⑭

王
欄
維

｢
定
居
京
都
奉
答
豹
軒
先
生
柾
胎
之
作
井
東
君
山
湖
南
君
損

諸
君
子
｣
(『塾
文
』
明
治
四
十
五
年
の
第
三
年
第
三
競
)o

⑭

仰維
荘

『
初
日
模
正
績
稿
』
O

⑱

羅
振
玉

『
集
を
編
』
及
び
王
園
維

｢
酢
司
命
日
｣
の
日
附
の
穆
茎
孫

宛
書
簡

(『
工
閥
維
全
集
書
信
』
第
二
十
四
五
)
0

⑭

羅
振
玉
十

一
月
十
六
日

(末
署

年
)
経
基
孫
宛
書
簡

(『蛮
風
堂
友
朋

l

書
札
』
下
'
竺

一
〇
五
雪

上
侮
古
籍
出
版
聖

九
八

左

)
O

脚

⑯

董
康
の
揮
茎
孫
宛

書
簡
(注
釈
⑭
と
同
じ
'
第
四
四
三
貢
)
'
こ
の
手

l

紙
も
年
月
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
'
文
中
記
載
の
諸
事
に
よ
っ
て
年

月
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

例
え
ば
'
｢
又
前
在
北
京
構
獲

『
永

楽
大
典
』
十
七
筋
｣
'
董
康
が

『
永
楽
大
典
』
を
只

っ
た
の
は

一
九

l
二

年
十
月
～
十

l
月
の
こ
と
な
の
で
此
手
紙
は
そ
の
以
降
に
書
か
れ
た
は

ず
で
あ
る
O
又

｢
久
遠
郷
里
､
三
四
月
間
思
至
常
州

一
省
先
随
'
懲
於

去
蔵
北
京
之
瀞
へ
共
費
七
千
飴
周
｡｣
に
よ
っ
て
史
に
こ
の
手
紙
は

一
九

一
三
年

l
月

一
日
後
'
三
月
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
O

⑯

羅
守
光

『
回
憶
王
観
堂
及
其

一
家
』
(陳
鴻
群

『
王
国
経
年
詔
』
奔
魯

書
証

一
九
九

1
年
)
･･｢
斯
時
永
慕
園
己
建
成
'
則
相
距
顕
速
O
但
画
商



額
田
､
甚
空
嘱
'
登
棲
可
見
O
有

1
候
大
路
､
中
過
百
川
相
至
馬
場
橋
'

誰

一
田
城
即
達
'
若
沿
路
走
則
須
続

l
竹
林
へ
遠
多
莫
o
親
堂
毎
農
必

由
直
路
至
永
慕
園
へ
象
上
弦

1
棟
､
穿
上
白
'
下
淡
青
爾
折
園
長
移
'

頭
帯
群
髪
'
至
伯
父
家
'
共
析
文
史
'
僕
輩
則
栴
他
箆

〝
王
老
爺
〃
｣
｡

興
膳
宏
教
授
の
紹
介
に
よ
っ
て
伊
藤
亜
矢
氏
か
ら
得
た
日
本
た
ば

こ

産
業
共
済
組
合
編
集

｢碧
光
園
｣
改
築
資
料
に
よ
る
｡

羅
績
租

｢
京
都
建
憶
｣
(
1
)
(『書
論
』
第
十
八
競
'
東
京
堂

1
九
八

一
年
春
)

『
王
閉
経
全
集
書
信
』
第
三
五
頁
'
本
文
に
は
た
だ

｢
十
九
日
｣
と
目

附
し
て
い
た
が
手
紙
の
内
容
に
よ
っ
て
二
月
十
九
日

(陽
暦
三
月
二
十

六
日
)
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
｡

趨
寓
里

『
王
静
安
年
譜
』
(『
主
観
党
先
生
全
集
』
射
十
六
㌧
文
筆
出

版
公
司
'
民
間
五
十
七
年
O)

(京
都
大
学

鎖

純

)

169

紹

介


