
問―

た
り、
図
柑
館
に
本
を
寄
付
し
た
り
す
る
塔
合
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り、

裔
付
金
に
晶
づ
く
財
団
を
も
慈
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い。

中
世
に
お
い
て
は、
こ
の
言
業
は
し
ば
し
ば
翁
民
に
薔
捨
す
る
賑
に
使
わ
れ
て
い
る
が、
こ
の
滋
捨
の
あ

り
方
は
我
国
の
そ
れ
と
は
大
変
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る。

中
世
都
市
の
財
産
家
は
辿
言
で
あ
ら
か

じ
め
自
分
の
死
後
に
一
定
領
の
金
を
貧
民
に
辿
し、

毎
年
命
日
に
全
市
の
貧
民
に
パ
ン
な
ど
を
配
布
す
る

よ
う
定
め
て
い
る
こ
と
が
多
い。
そ
の
よ
う
な
行
為
が
シ
ュ
テ
ィ
フ
テ
ン
な
の
だ
が、
こ
の
喜
捨
は
以
後、

行
事
と
な
り
長
い
間
読
け
ら
れ
る。

ハ
イ
ン
ペ
ル
教
授
の
伝
え
て
い
る
例
に
よ
る
と
一
―
―
一
年
八
月
七
日
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
は
自
分

が
退
位
を
迫
っ
て
迫
害
し
た
拮
果
死
去
し
た
父
四
世
の
た
め
に
回
向
し、
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
市
民
の
賛
納
を

免
除
し
た。
市
民
た
ち
は
そ
れ
に
感
謡
し
て
死
せ
る
皇
帝
に
永
述
の
現
在
を
与
え、
翁
民
に
パ
ン
を
配
っ
た

と
い
う。
こ
の
行
事
は
十
八
世
紀
に
い
た
る
ま
で
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た。
一
―
―
一
年
八
月
七
日
の
出
来
甜

は
ほ
ん
の
一
賑
に
す
ぎ
な
い
が、
そ
れ
以
後
毎
年、
市
民
が
手
に
ロ
ー
ソ
ク
と
貧
者
の
た
め
の
パ
ン
を
も
っ

て
教
会
に
集
う
行
事
は
ま
さ
に
犀
史
と
な
り、

数
百
年
も
つ
づ
け
ら
れ
た。

シ
ュ
テ
ィ
フ
テ
ン
と
は、
い
う
な
ら
ば
有
限
の
時
を
生
き
る
し
か
な
い
個
人
が
自
分
の
有
限
の
生
命
を

辿
し
て
時
代
を
越
え
て
他
者
と
か
か
わ
る
袢
を
削
り
出
す
行
為
な
の
で
あ
る。

だ
か
ら
日
本
語
の
慈
苦
と

い
う
感
じ
と
は
か
な
り
沢
な
っ
て
い
る。
同
じ
く
貌
民
牧
済
に
は
達
い
な
い
の
だ
が、
喜
捨
す
る
者
が
直
接

に
貧
民
に
配
る
の
で
は
な
い。
自
分
の
死
後
に
行
京
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る。
忌
捨
と
い

う
行
為
は
施
主
の
魂
の
故
い
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て、
．
貧
民
は
命
日
に
パ
ン
一
片
を
受
け
取
り

施
主
の
翌
の
た
め
に
祈
る。
こ
う
し
て
翁
民
は
な
ん
の
卑
下
す
る
と
こ
ろ
な
く
施
主
と
対
等
の
立
場
で
薔

捨
に
与
る
の
で
あ
る。

本
来
こ
の
よ
う
な
姿
で
生
ま
れ
た
涵
捨・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
ウ
ン
グ
と
い
う
行
為
は、
や
が
て
宗
教
改
革
の

の
ち
都
市
や
国
家
が
敦
会
に
代
わ
っ
て
貧
民
救
済
に
の
り
だ
す
よ
う
に
な
っ
て
も
言
葉
と
し
て
は
残
っ
て

い
っ
た。
都
市
や
国
家
は
貧
民
に
金
や
物
を
提
供
す
る。
し
か
し、
そ
の
際
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
テ
ン
と
い
う
言

菓
に
け
「
面
倒
を
み
て
や
る」

と
い
っ
た
思
い
あ
が
っ
た
感
じ
は
全
く
な
く、

都
市
や
国
家
自
身
が
住
民

と
い
う
意
味
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
テ
ン
と
い
う
動
詞
か
ら
来
て
い
る
の
だ
が

次
の

文章
は、

阿部

謹也
『
中
由
i

の
星
の
下
で』
の一
節
で
あ
る。
こ
れ
を
読
み、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い。

問一

傍速
部
「
盃
横
を
み
て
や
る」
と
い
っ
た
思
い
あ
が
っ
た
感
じ
は
全
く
な
く」
と
あ
る
が、
そ
れ
は
な
ぜ
か。

七
十
五
字
以
内
（
句
読
点
含
む）
で
述
ぺ
な
さ
い。

「
シ
ュ
テ
フ
ィ
ト
ウ
ン
グ」
に
対
応
す
る
日
本
語
の
訥
詰
が
み
つ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が、
日
本
人
の
行

い
の
意
味
を
考
え
直
す

楼会
と
な
る
と
い
う
本
文
の
主
張
を
ふ
ま
え、

現
代
の

日本
に
お
い
て

「喜
捨」

「慈

善」
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
ぺ
き
か、

自身
の
考
え
を
六

百字以内
（
句
読
点
を
含
む）
で
述
べ
な
さ
い。

外
国
語
を
日
本
語
に
訳
す
ば
あ
い、

も
と
の
慈
味
に
び
っ
た
り
合
致
す
る
訳
語
が
み
つ
か
ら
な
く
て
困

る
こ
と
が
多
い。
日
本
語
の
表
現
が
多
彩
で
き
め
こ
ま
か
で
あ
る
た
め
も
あ
る
が、
そ
の
言
菜
に
表
現
さ
れ

る
行
為
の
あ
り
方
が
彼
我
で
全
く
累
な
っ
て
い
る
ば
あ
い
も
あ
る。
そ
う
い
う
ば
あ
い、
翻
訳
の
困
燐
は
同

時
に
外
国
理
解
の
困
難
で
あ
り、

更
に
自
分
た
ち
日
本
人
の
行
い
の
意
味
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
直

す
椴
会
と
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
ド
イ
ツ
語
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
ゥ
ン
グ
S2f
cung
と
い
う
言
菜
を
み
よ

う。

独
和
辞
典
で
は、

設
立
建
立、

薔
捨、

慈
蓋
施
設、

基
金、

財
団
な
ど
と
訳
さ
れ
て
お
り、

そ
れ
ぞ

れ
も
と
の
意
味
を
部
分
的
に
は
伝
え
て
い
る
が、
一
語
で
び
っ
た
り
対
応
す
る
言
葉
は
日
本
語
に
は
み
つ

か
ら
な
い。

こ
の
言
葉
は
本
来
特
定
の
宗
教
的
な
目
的
の
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
律
院
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
を
建
設
す
る

令
和

四
年
度

一
般
化
し
て
組
品
の
剖
立
や

（
札
ー
）

や
が
て
教
会
に
燈
明
を
寄
進
し
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全
体
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
泊
金
す
る
と
い
う
語
感
が
残
る
の
で
あ
る。

令
和

四
年
度

そ
れ
は
学
術
財
団
の
ば
あ
い
も
同
様
で
あ
り、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
は
毎
年、

L
ょ．
9
（

い

世
界
中
か
ら
多
く
の
研
究
者
を
招

聘
し
て
い
る
が、

こ
れ
は
後
進
国
の
感
梢
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
金
を

出
す
と
い
う
さ
も
し
い
配
底
か
ら
で
は
な
く、

人
類
の
学
問
水
部
の
向
上
の
た
め
に
ド
イ
ツ
が
密
者
の
義

務
と
し
て
郎
金
し
て
い
る、

と
い
う
ふ
う
に
み
え
る。

こ
う
し
て
西
欧
に
お
い
て
は
組
織
や
国
家
も
有
限
の
時
の
な
か
に
生
き
て
い
る
個
々
の
人
間
の
行
為
か

ら
剖
出
（

シ
ュ

テ
ィ
フ
テ
ン
）

さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

国
家
や
組
織
が
と
も
す

れ
ば
自
然
的
な
も
の
と
う
け
と
ら
れ
が
ち
な
日
本
と
の
差
が
こ
の
言
業
に
も
み
ら
れ
る。

涵
捨
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り、

ド
イ
ツ
の
中
世
に
は
金
や
パ
ン
・

衣
煩
の
他
に
公
衆
浴
場
に
貧
民
を
週

一

回
入
浴
さ
せ
る
た
め
の
料
金
を
追
言
で
遥
す
と
い
う
善
捨
も
あ
っ
た。

十
九
世
紀
ま
で
こ
の
よ
う
な
習

恨
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
な
ど
に
も
の
こ
っ
て
い
た。
一

四
四
一

年
に
は
あ
る
人
は
修
逍
尼
院
の
尼
佃
た
ち
に
入

浴
後
に
ビ
ー
ル
を
一

杯
ず
つ
与
え
る
と
い
う
遥
言
を
の
こ
し
て
い
る。

心
に
く
い
配
應
と
い
う
べ

き
か。

ど
ん
な
堀
合
で
も
人
間
は
飢
え
と
寒
さ
か
ら
は
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
喜
捨
も
食
物
と
薪
で

あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た。

十
九
世
紀
初
頭
ま
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
市
庁
舎
の
そ
ば
に
は
「
翁
者
の
穴」

と

呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
り、

そ
こ
に
は
い
つ
も
火
が
燃
え
て
い
て、

貌
民
は
そ
こ
で
限
を
と
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た。

十
九
世
紀
以
来
そ
の
よ
う
な
貧
民
は
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
か、

近
代
都
市
で
は

も
は
や
そ
の
よ
う
な
火
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2

し
か
し、

諌
て
つ
い
た
冬
の
夜、

町
の
な
か
で
一

カ
所
い
つ
ま
で
も
火
が
あ
か
あ
か
と
燃
え
て
い
て、

心

の
飢
え
に
悩
む
者、

失
意
の
人
々
が、

そ
こ
で
黙
っ
て
暖
を
と
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う、

と
私
は
空
想

す
る。

中
世
に
お
け
る
よ
う
な
貧
民
は
も
う
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が、

現
代
の
人
々
は
屈
託
し、

互
い
に

不
信
の
眼
で
み
あ
い
、

人
と
人
と
を
結
ぶ
絆
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
の
だ
か
ら。

（
注
1)

燦
明
：·
:．
と
う
み
ょ
う。

神
仏
に
供
え
る
灯
火
の
こ
と。

（
注
2)

醐
金
…
…
き
ょ
き
ん。

何
か
事
を
す
る
た
め
に
金
を
出
し
あ
う
こ
と。

そ
の
金。
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