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エ
ッ
セ
イ

京
都
え
ら
い

鄭
　
　
　
在
　
貞

法
古
創
新
の
歴
史
博
物
館

今
、
京
都
が
人
気
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
、
京
都
市
の
観
光
客
の
数
は
五
六
八
四
万
人
で
、
三
年
連
続
で
最

多
を
更
新
し
た
。
政
治
の
混
乱
に
重
ね
て
経
済
さ
え
低
迷
気
味
の
ソ
ウ
ル
の
一
市
民
と
し
て
羨
ま
し
い
限
り
で

あ
る
。

京
都
は
一
一
〇
〇
年
も
の
間
、
日
本
の
首
都
だ
っ
た
う
え
に
、
外
国
の
侵
攻
も
な
く
、
古
色
蒼
然
と
し
た
街

の
景
観
が
比
較
的
よ
く
保
全
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
京
都
は
歴
史
の
重
さ
に
踏
み
付
け
ら
れ
た
老

い
た
都
市
で
は
な
い
。﹁
ポ
ケ
モ
ン
ゴ
ー
﹂
を
創
案
し
た
任
天
堂
や
新
素
材
を
開
発
し
た
京
セ
ラ
な
ど
の
先
端

企
業
の
数
多
い
若
い
都
市
で
あ
る
。
人
口
は
東
京
の
一
〇
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
が
、
東
京
よ
り
も
多
く
の
ノ
ー

ベ
ル
賞
受
賞
者
を
輩
出
し
て
い
る
。
京
都
は
法
古
創
新
、
す
な
わ
ち
古
き
も
の
を
消
化
し
尽
く
し
て
、
新
し
い

も
の
を
生
み
出
す
革
新
都
市
な
の
で
あ
る
。

私
は
二
〇
〇
五
年
に
一
年
、
二
〇
一
六
年
に
三
个
月
の
間
、
京
都
の
桂
坂
に
あ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
に
外
国
人
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
た
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
鉄
道
の
歴
史
と
文
化
を
相
互
参
照
の
観
点
か
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ら
研
究
す
る
と
い
う
名
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
の
一
端
は
、
日
本
で
﹃
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
と
韓
国
鉄

道
﹄
な
ど
で
出
版
さ
れ
た
。
修
道
院
の
よ
う
な
日
文
研
の
静
か
な
環
境
は
、
誰
も
が
研
究
に
没
頭
し
て
し
ま
う

魔
力
を
持
っ
て
い
る
。

私
は
週
末
や
休
日
に
度
々
山
の
修
道
院
か
ら
抜
け
出
し
、
京
都
を
隅
か
ら
隅
ま
で
探
索
し
た
。
そ
の
と
き
に

気
付
い
た
の
は
、
京
都
は
歴
史
を
活
力
の
基
盤
と
し
、
伝
統
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
常
に
新
し
い
文
化
を
拓
く

創
造
の
気
風
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
京
都
は
危
機
に
際
し
、
古
い
文
明
か
ら
新
し
い

文
明
を
作
り
出
す
文
明
転
換
に
す
ぐ
れ
た
。

韓
日
関
係
史
の
生
き
た
展
示
場

も
う
一
つ
、
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
京
都
の
あ
ち
こ
ち
散
ら
ば
っ
て
い
る
宮
闕
、
寺
院
、
神
社
、
景
勝
地
、

大
学
な
ど
は
、
韓
国
と
の
ゆ
か
り
が
深
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
韓
日
関
係
の
歴
史
を
研
究
し
、
教
育
し
て

き
た
私
に
は
京
都
は
生
き
た
博
物
館
で
あ
り
、
展
示
場
で
あ
っ
た
。
私
は
京
都
を
探
索
し
な
が
ら
見
て
感
じ
た

こ
と
を
書
き
留
め
、
韓
国
で
﹃
京
都
か
ら
見
た
韓
日
通
史
﹄︵
改
訂
增
補
版
、﹃
ソ
ウ
ル
と
京
都
の
一
萬
年
﹄︶

を
出
版
し
た
。
京
都
の
来
歴
、
市
街
、
都
城
、
宮
闕
、
寺
院
、
神
社
、
景
勝
地
、
大
学
な
ど
を
素
材
に
し
て
記

述
し
た
韓
日
関
係
の
歴
史
物
語
で
あ
る
。

狭
い
海
を
挟
ん
で
い
る
韓
国
と
日
本
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
お
互
い
に
密
接
な
関
係
を
結
び
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
個
性
豊
か
な
文
明
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
韓
国
は
日
本
の
古
代
文
明
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
、
日
本

は
韓
国
の
近
代
文
明
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
文
明
の
交
流
は
平
和
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

強
圧
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
紆
余
曲
折
を
経
て
、
韓
国
と
日
本
は
、
人
種
・
文
化
な
ど
の
面
で
最
も

近
い
隣
国
と
な
っ
た
。
米
国
の
著
名
な
文
明
史
家
ジ
ャ
レ
ッ
ド
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
、﹃
銃
、
病
菌
、
鉄
﹄
と
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い
う
名
著
で
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
と
日
本
を
﹁
幼
年
期
を
一
緒
に
過
ご
し
た
双
子
兄
弟
﹂
に
例
え
た
。
歴
史
認

識
を
め
ぐ
り
葛
藤
と
対
立
を
繰
り
返
し
て
い
る
韓
国
と
日
本
に
、
世
界
文
明
の
次
元
で
韓
国
と
日
本
の
親
近
性

を
再
評
価
す
る
よ
う
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
彼
の
忠
告
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
京
都
の
歴
史
の
中
に
は
、
彼
の
見
解
に
賛
同
し
た
く
な
る
よ
う
な
証
拠
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。
私
は
そ
の

よ
う
な
現
場
を
自
ら
訪
ね
歩
い
て
前
の
本
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。

京
都
の
歴
史
と
文
明
交
流

京
都
は
、
桓
武
天
皇
が
平
安
京
に
遷
都
し
た
七
九
四
年
以
来
、
日
本
の
政
治
と
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。

幕
藩
体
制
が
成
立
し
て
権
力
の
中
心
が
鎌
倉
や
江
戸
に
移
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
明
治
維
新
後
、
天
皇
が
東

京
に
移
居
し
た
一
八
六
九
年
ま
で
京
都
は
日
本
の
首
都
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
京
都
に
は
今
で
も

一
六
〇
〇
軒
の
寺
院
と
四
〇
〇
軒
の
神
社
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。
だ
が
、
数
回
の
内
乱
と
火
災
な
ど
で
都
市
の

大
半
が
燃
え
、
破
壊
さ
れ
た
の
で
、
平
安
時
代
は
お
ろ
か
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
の
建
物
さ
え
あ
ま
り
見
当
た

ら
な
い
。
京
都
は
平
安
時
代
の
寝
殿
敷
地
に
幕
府
時
代
に
は
武
家
邸
宅
が
、
そ
し
て
明
治
維
新
後
は
商
街
建
物

が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
、
骨
と
肌
を
変
え
な
が
ら
京
都
は
﹁
日
本
人
の
心
の

故
郷
﹂
の
座
に
昇
り
詰
め
た
。

今
日
の
京
都
は
、
豊
臣
秀
吉
が
再
編
成
し
た
都
市
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
京
都
と
い
う
と
平
安
京
を
思

い
起
こ
す
の
は
碁
盤
の
よ
う
な
町
並
み
が
平
安
京
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
直
角
に
交
差
す
る
街
路
こ
そ
京

都
に
残
っ
た
平
安
京
の
痕
跡
だ
と
い
え
る
。
平
安
京
は
日
本
の
首
都
で
あ
っ
た
藤
原
京
、
平
城
京
、
長
岡
京
は

も
ち
ろ
ん
、
唐
の
長
安
と
北
魏
の
洛
陽
、
新
羅
の
慶
州
、
渤
海
の
東
京
な
ど
も
参
考
し
た
。
し
た
が
っ
て
平
安

京
は
日
本
の
古
代
宮
都
の
完
成
形
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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平
安
京
に
は
、
韓
国
か
ら
渡
来
し
た
人
物
の
面
影
が
濃
く
滲
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
京
都
の
山
野
を
開
き
、
首

都
の
基
盤
を
創
っ
た
。
そ
の
た
め
、
廣
隆
寺
、
松
尾
大
社
な
ど
の
古
く
て
大
き
い
寺
院
や
神
社
な
ど
に
は
、
渡

来
人
と
の
因
縁
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
圓
仁
な
ど
の
高
僧
は
新
羅
将
軍
張
宝
高
の
船
団
を
利
用
し
て
唐
に
留

学
し
た
。
京
都
一
帯
は
古
代
韓
国
と
の
文
明
交
流
を
知
ら
せ
る
遺
跡
が
非
常
に
多
い
。

平
安
京
は
一
一
世
紀
を
前
後
し
て
京
都
と
い
う
名
前
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
天
皇
の
朝
廷
が
弱
体
化
さ
れ

て
武
士
が
政
権
を
握
る
と
、
武
士
政
権
の
拠
点
で
あ
る
鴨
川
の
東
部
が
新
し
い
市
街
地
と
し
て
浮
上
し
た
。
ま

た
東
山
、
北
山
、
西
山
一
帯
に
寺
院
が
多
く
建
立
さ
れ
、
京
都
は
仏
教
振
興
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
東
寺
と
西

寺
し
か
な
か
っ
た
京
都
に
民
衆
が
施
主
と
な
り
、
参
拝
す
る
寺
院
が
出
現
し
た
の
だ
。
歳
月
と
と
も
に
寺
院
は

爆
発
的
に
増
加
し
、
京
都
は
宗
教
と
日
常
が
密
着
し
た
新
し
い
景
観
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

京
都
の
葛
野
山
に
高
山
寺
が
あ
る
。
多
数
の
文
化
財
を
保
有
し
て
い
る
古
刹
で
あ
る
。
住
職
明
惠
上
人
は
新

羅
の
高
僧
元
曉
と
義
湘
を
欽
慕
し
、
彼
ら
の
修
行
の
様
子
を
絵
に
描
い
た
。
こ
の
絵
巻
に
描
い
て
い
る
義
湘
と

善
妙
娘
子
の
切
な
い
愛
の
物
語
は
韓
国
の
名
刹
浮
石
寺
に
も
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
。
中
世
に
も
韓
国
と
日
本
の

知
性
は
、
時
間
と
空
間
を
越
え
て
交
感
し
合
っ
て
い
た
の
だ
。

中
世
の
京
都
は
、
古
代
の
国
営
産
業
に
従
事
し
て
い
た
多
数
の
商
工
人
た
ち
が
、
平
安
京
の
作
動
シ
ス
テ
ム

が
崩
壊
し
た
あ
と
自
ら
独
立
し
て
、
共
同
組
合
を
結
成
し
、
営
業
権
益
を
守
っ
た
た
め
、
日
本
最
大
の
商
工
業

都
市
に
成
長
し
た
。
経
済
の
発
達
は
文
化
の
隆
盛
を
促
進
し
、
民
衆
の
行
事
で
あ
る
祇
園
祭
り
が
誕
生
し
た
。

し
か
し
、
京
都
は
一
五
世
紀
半
ば
に
応
仁
・
文
明
の
乱
が
起
こ
り
、
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
回
復
ま
で

に
二
五
年
の
歳
月
が
か
か
っ
た
が
、
過
去
の
栄
華
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
京
都
は
二
つ
に
割

れ
、
上
京
と
下
京
の
間
に
約
二
キ
ロ
の
田
園
地
帯
が
生
ま
れ
た
。
ま
る
で
双
子
の
都
市
の
よ
う
な
都
市
景
観

は
、
約
一
世
紀
も
続
い
た
。
京
都
の
住
民
た
ち
は
活
力
を
取
り
戻
す
た
め
に
祇
園
祭
り
を
盛
大
に
挙
行
す
る
な
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ど
し
、
力
を
注
い
だ
。

豊
臣
秀
吉
は
上
京
と
下
京
の
空
地
を
な
く
し
統
合
す
る
大
事
業
を
行
い
、
周
辺
を
土
壁
で
囲
ん
だ
。
彼
は
街

を
東
西
南
北
に
区
画
し
、
市
内
と
郊
外
を
洛
中
と
洛
外
に
区
分
し
た
。
ま
た
、
中
心
部
に
御
所
を
再
建
し
、
そ

の
隣
に
自
分
の
居
場
所
と
し
て
派
手
な
聚
楽
第
を
新
築
し
た
。
彼
は
権
力
を
振
る
っ
て
、
散
ら
ば
っ
て
い
た
寺

院
を
寺
町
に
集
め
、
有
事
の
際
に
は
防
御
線
と
し
て
の
役
割
を
与
え
た
。

京
都
に
は
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
関
連
し
た
遺
跡
が
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
る
。
豊
國
神
社
の
前
に
は

朝
鮮
人
の
耳
と
鼻
を
剃
っ
て
埋
め
た
耳
塚
が
あ
り
、
椿
寺
に
は
朝
鮮
か
ら
持
ち
帰
っ
た
冬
柏
が
茂
盛
で
あ
る
。

朝
鮮
か
ら
連
行
さ
れ
た
被
虜
人
で
あ
る
姜
沆
は
伏
見
で
僧
侶
藤
原
惺
窩
に
朱
子
学
を
伝
授
し
、
近
世
儒
学
の
祖

宗
に
な
っ
た
。

豊
臣
政
権
を
倒
し
た
徳
川
政
権
は
政
治
の
中
心
を
江
戸
に
置
い
た
。
徳
川
家
康
は
御
所
を
斜
め
に
眺
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
壮
大
な
二
条
城
を
築
造
し
て
、
自
分
の
居
場
所
兼
天
皇
の
警
戒
所
に
し
た
。
徳
川
幕
府
は
京
都
の

復
興
を
援
護
し
た
た
め
、
一
七
世
紀
末
京
都
は
巨
大
な
寺
院
が
多
く
築
造
さ
れ
、
絹
織
業
な
ど
が
華
麗
に
発
展

し
た
宗
教
・
文
化
・
産
業
の
都
市
と
し
て
繁
栄
を
極
め
た
。

近
世
の
京
都
は
中
国-

朝
鮮-
日
本
の
間
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
絹
・
人
参
・
銀
の
貿
易
の
最
大
の
受
恵
地
で

あ
っ
た
。
朝
鮮
通
信
使
の
華
や
か
な
行
列
も
京
都
を
往
来
し
た
。
慈
照
院
な
ど
の
寺
院
に
は
、
彼
ら
が
残
し
た

詩
文
と
絵
画
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
京
都
の
景
観
に
は
徳
川
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
近

世
、
権
力
の
中
枢
は
江
戸
だ
っ
た
が
、
文
化
の
中
心
は
京
都
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
京
都
は
明
治
維
新
を
前
後
し
て
政
治
の
中
心
地
と
し
て
再
び
浮
上
す
る
。
明
治
維
新
の
舞
台
が

ほ
か
な
ら
ぬ
京
都
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
国
家
を
誕
生
さ
せ
た
京
都
は
、
住
民
の
抗
議
デ
モ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
が
貴
族
た
ち
と
一
緒
に
東
京
に
移
居
す
る
と
、
政
治
の
中
心
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
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近
代
の
京
都
の
住
民
は
危
機
を
機
会
と
し
て
活
用
し
、
失
望
か
ら
希
望
を
産
み
出
し
た
。
比
叡
山
に
ト
ン
ネ

ル
を
掘
っ
て
琵
琶
湖
の
水
を
引
き
入
れ
て
発
電
所
を
建
設
し
、
運
河
を
作
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
京
都
は
水
運

が
発
展
し
、
ア
ジ
ア
で
最
初
に
電
車
が
走
っ
た
。
西
陣
な
ど
の
伝
統
的
な
産
業
に
お
い
て
も
技
術
革
新
が
起
こ

り
、
京
都
は
急
速
に
近
代
都
市
と
し
て
発
展
し
た
。
そ
の
う
え
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
も
大
き
な
被
害
を
免

れ
、
京
都
は
﹁
生
き
た
博
物
館
﹂
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

近
代
の
京
都
に
は
日
本
が
韓
国
を
侵
略
し
、
ま
た
支
配
し
た
事
実
を
証
言
す
る
遺
跡
も
多
い
。
三
宅
八
幡
宮

に
は
韓
国
合
併
奉
告
祭
碑
が
立
っ
て
お
り
、
韓
国
併
合
の
偉
業
を
祝
っ
て
伝
承
す
る
内
容
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

韓
国
の
侵
略
を
企
画
し
た
元
老
や
支
配
し
た
総
督
の
別
荘
も
多
い
。
明
治
天
皇
の
墓
を
造
る
と
き
も
、
比
叡
山

の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
を
敷
く
と
き
も
、
韓
国
人
労
働
者
が
働
い
た
。
学
校
で
は
新
し
い
知
識
を
学
ぶ
た
め
に
奮
闘

し
た
韓
国
人
留
学
生
も
多
か
っ
た
。
京
都
帝
国
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
、
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
李
泰
圭
と
李

升
基
は
解
放
後
、
韓
国
と
北
朝
鮮
の
科
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
。
同
志
社
大
学
で
学
ん
だ
鄭
芝
溶
と
尹
東
柱
は

韓
国
人
の
情
緖
を
最
も
よ
く
表
現
し
た
詩
人
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
。

京
都
の
賀
茂
川
の
近
く
に
高
麗
美
術
館
と
い
う
、
在
日
コ
リ
ア
ン
鄭
詔
文
氏
が
私
財
を
投
じ
て
作
っ
た
韓
国

文
化
の
博
物
館
が
あ
る
。
特
に
、
日
本
で
流
通
し
て
い
る
韓
国
の
美
術
工
芸
品
が
展
示
さ
れ
、
中
に
は
国
宝
級

相
当
の
珍
品
も
あ
っ
て
、
京
都
の
文
化
水
準
を
高
め
て
い
る
。
彼
が
西
陣
の
労
働
者
で
あ
っ
た
り
、
パ
チ
ン
コ

の
経
営
者
だ
っ
た
こ
と
自
体
が
近
現
代
の
韓
日
関
係
の
歴
史
を
象
徴
す
る
。

京
都
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
学
ぶ
智
慧

今
日
、
京
都
で
は
茶
道
、
書
道
、
狂
言
、
京
舞
な
ど
、
歴
史
と
伝
統
が
染
み
込
ん
だ
芸
能
芸
術
が
盛
ん
で
あ

る
。
多
く
の
祭
り
や
歳
時
風
俗
は
、
文
化
観
光
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
名
声
を
博
す
。
他
に
も
京
都
は
、
長
年
に
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渡
っ
て
研
磨
し
た
技
術
を
生
か
し
、
人
間
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
商
品
を
生
産
す
る
。
数
年
前
、
ノ
ー
ベ
ル
化

学
賞
を
受
賞
し
た
若
い
科
学
者
は
、
京
都
に
あ
る
島
津
製
作
所
の
研
究
員
だ
っ
た
。
世
代
を
継
い
で
進
化
す
る

京
都
の
文
化
に
は
、
京
都
人
の
自
負
心
と
誇
り
が
溶
け
込
ん
で
い
る
。
そ
の
プ
ラ
イ
ド
が
高
す
ぎ
て
、﹃
京
都

ぎ
ら
い
﹄
と
い
う
本
も
出
て
い
る
。

人
口
一
三
〇
万
人
に
過
ぎ
な
い
京
都
が
ど
の
よ
う
に
し
て
最
高
レ
ベ
ル
の
学
問
と
産
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
？
　
そ
の
答
え
は
、
古
い
も
の
を
活
か
し
て
新
し
い
も
の
を
作
り
出
す
ノ
ウ
ハ
ウ
、
つ
ま
り
自

分
の
文
化
と
伝
統
を
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
発
展
さ
せ
て
い
く
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
法
古
創
新
こ
そ
京
都
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。

韓
国
と
日
本
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
想
像
を
越
え
る
ほ
ど
深
く
広
い
文
明
交
流
を
積
ん
で
き
た
。
そ
の
せ

い
も
あ
っ
て
、
京
都
は
、
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
文
明
転
換
と
自
己
革
新
を
重
ね
、
再
生
と
繁
栄
の
動
力

を
作
り
出
し
て
き
た
。
京
都
に
は
そ
れ
を
雄
弁
に
語
る
遺
跡
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
京
都
を
訪
れ
る
観

光
客
が
、
日
文
研
で
執
筆
し
た
拙
著
を
読
み
、
韓
日
関
係
の
広
く
て
深
い
意
味
を
き
ち
ん
と
理
解
す
れ
ば
何
よ

り
だ
と
思
う
。
京
都
は
え
ら
い
都
市
な
の
だ
。

 

︵
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
教
授
︶


