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～2008.07.07

更
新

『
作
庭
記
』
に
つ
い
て

萩
原

義
雄

文
献
資
料
の
概
略

昭
和
十
一
年
国
宝(

現
在
の
重
要
文
化
財)

の
指
定
で
あ
る
金
沢
市
谷
村
庄
平
所
蔵
本
が
唯
一
知
ら
れ
、
昭
和
十
三
年

に
貴
重
図
書
複
製
会
よ
り
影
印
複
製
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
複
製
本
に
基
づ
き
、
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
資
料

に
従
っ
て
次
に
示
す
。

識
語

正
應
第
二
夏
林
鐘
廿
七
朝
徒
然
之
餘
披
見
訖

愚

老
〔
花
押
〕

後
京
極
殿
御
書

重
宝
也
可
秘
々
々

〔
花
押
〕

と
あ
っ
て
、
西
暦
一
二
八
九
年
の
鎌
倉
時
代
の
古
写
本
で
あ
る
。
成
立
時
期
だ
が
、
平
安
時
代
後
期
に
成
っ
た
も
の
と

推
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
貞
享
二
年(

一
六
八
五)

に

塙

保
己
一
が
編
纂
し
た

は
な
わ
ほ
き
の
い
ち

『
群
書
類
従
』
第
三
六
二
遊
戯
部
四
に
所
収
さ
れ
て
以
來
、
人
目
に
触
れ
る
機
会
を
得
た
日
本
庭
園
史
の
資
料
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
清
原
業
忠
撰
集
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
は
、
『
前
栽
秘
抄
』
と
い
う
書
名
で
、
藤
原
家
が
所
有
し
て
い
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た
こ
と
が
判
り
、
後
近
世
初
期
に
加
賀
前
田
家
に
伝
来
し
、
そ
の
側
近
者
に
秘
蔵
さ
れ
た
た
め
、
一
般
に
は
目
に
触
れ

る
機
会
の
な
い
書
で
あ
っ
た
。
現
在
も
活
字
翻
刻
の
資
料
は
、
図
書
館
で
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
上
記
複

製
本
自
体
が
所
蔵
す
る
機
関
が
僅
か
で
あ
り
、
な
か
な
か
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
全
文
翻
刻
さ
れ
た
資
料
を
次
に
掲
載
し
て
お
く
。

１
，
田
村

剛

『
作
庭
記
』
相
模
書
房

昭
和
三
九
年
刊

２
，
林
屋
辰
三
郎
校
注

岩
波
思
想
体
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
―
『
作
庭
記
』
―

岩
波
書
店

昭
和
四
八
年
刊

３
，
村
山
修
一

『
日
本
陰
陽
道
史
總
説
』

塙
書
房
刊

昭
和
五
六
年
刊(

一
部
歟)

４
，
森

蘊

『
「
作
庭
記
」
の
世
界
』

ブ
ッ
ク
ス
カ
ラ
ー
版

昭
和
六
一
年
刊

N
H
K

５
，
石
母
田
正
著
作
集

『
物
語
と
軍
記
の
世
界
』
岩
波
書
店

平
成
二
年
刊

国
語
資
料
と
し
て
み
る
『
作
庭
記
』
本
文
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１

石
を
た
て
ん
事
、
ま
づ
大
旨
を
こ
ゝ
ろ
ふ
べ
き
也
。

一
、
地
形
に
よ
り
、
池
乃
す
が
た
に
し
た
が
ひ
て
、
よ
り
く
る
所
々

に
、
風
情
を
め
く
ら
し
て
、
生
得
の
山
水
を
お
も
は
へ
て
、

そ
乃
所
々
は
こ
ゝ
そ
あ
り
し
か
と
、
お
も
ひ
よ
せ
貼
た

つ
べ
き
な
り
。

一
、
む
か
し
の
上
手
乃
た
て
を
き
た
る
あ
り
さ
ま
を
あ
と

ゝ
し
て
、
家
主
乃
意
趣
を
心
に
か
け
て
、
我
風
情
を
め
ぐ
ら

し
て
、

坦
て
た
つ
べ
き
也
。

一
、
國
々
乃
名
所
を
お
も
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、
お
も
し
ろ
き

所
々
を
、
わ
が
も
の
に
な
し
て
、
お
ほ
す
が
た
、
そ
の
と
こ

ろ

貼に
な
ず
ら
へ
て
、
や
ハ
ら
げ
た
つ
べ
き
也
。

２

殿
舎
を
つ
く
る
と
き
、
そ
の
荘
厳
の
た
め
に
、
山
を
つ
き

し
、
こ
れ
も
祇
薗
圖
経
に
み
え
た
り
。

池
を
ほ
り
石
を
た
て
ん
所
に
ハ
、
先
地
形
を
ミ
た
て
、

た
よ
り
に
し
た
が
ひ
て
、
池
乃
す
が
た
を
ほ
り
、
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こ
こ
に
冒
頭
部
写
真
と
本
文
の
翻
刻
を
掲
載
し
た
が
、
こ
の
箇
所
だ
け
で
も
留
意
し
て
読
む
と
、
次
の
箇
所
が
指
摘

で
き
る
。

①
三
行
目
の
「
風
情
を
め
く
ら
し
て
」
の
「
め
く
ら
し
て
」
の
箇
所
が
写
真
版
で
は
判
読
不
可
能
で
あ
る
。

②
一
〇
行
目
の
末
尾
「
と
こ
ろ
／
＼
」
の
踊
り
字
「
貼
」
を
見
落
と
し
て
い
る
。

③
一
四
行
目
の
「
先
地
形
を
ミ
て
」
の
「
ミ
て
」
を
「
え
た(

ら
ん)

」
と
判
読
し
て
い
る
。

と
い
っ
た
、
文
字
の
判
読
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
和
文
脈
の
な
か
に
漢
字
表
記
が
相
当
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
漢
字
表
記
に
注
目
し
て
み
る
に
、

次
の
漢
字
表
記
に

④
六
七
一
行
目
〔
樹
事
〕
「
北

後

に
を
か
あ
る
を
玄
武
と
す
、
も
し
そ
の
岳
な
／
け
れ
ハ
○
三
夲
を
う
え
て
玄
武
の
代

と
す
」

「
桧
」
説

A

「
棯
」
説

B

「
楡
」
説

C
※

は
「
ひ
の
き
」
、

は
「
な
つ
め
」
、

は
「
に
れ
」
と
訓
読

A

B

C

『
群
書
類
従
』
本
は
、

「
棯
」
説
を
再
録
し
て
い
る
。

B

中
国
の
辞
書
『
爾
雅
』
卷
下
の
釋
木
第
十
四
の

オ
⑥
に
、
「
還
味
棯
棗

還
味

短
味

」
と
し
、
観
智

10

院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
木
部
に
は
、
「
晏
」
の
文
字
で
「
音
臾
乙
同
上
／
又
音
殊
」
〔
佛
下
夲

⑧
〕
の
み
で
、
「
桧
」
「
棯
」
の
文
字
は
未
載
録
に
あ
る
。

90
⑤
四
六
七
行
目
〔
立
石
口
傳
〕
「
を
き
て
具
石
を
は
そ
の
石
の
乞
に
し
た
か
ひ
て
」
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「
奥
石
」(

お
く
い
し)
A

「
具
石
」(

と
も
い
し)
B

さ
ら
に
、
仮
名
文
字
の
表
記
に
も
、

⑥
二
二
二
行
目
〔
瀧
を
立
る
次
第
〕
「
面
て
せ
は
み
た
ら
む
を
用
ゐ
る
へ
き
な
り
」

「
面
く
せ
ば
み
た
ら
む
」
→
「
お
も
て
、
く
せ
ば
み
た
ら
む
」

A

「
面
て
せ
ば
み
た
ら
む
」
→
「
お
も
て
、
せ
ば
み
た
ら
ん
」

B

和
訓
「
く
せ
ば
み
」
を
自
動
詞
マ
行
四
段
動
詞
と
し
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
を
繙
く
と
、
見
出
し
語
の

く
せ-

ば
・
む
【
曲
―
・
癖
―
】
《
自
マ
四
》(
「
ば
む
」
は
接
尾
語)

す
な
お
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
一
癖
あ
り

げ
に
見
え
る
。
＊
作
庭
記(

一
〇
四
〇
頃
か)
「
滝
三
四
尺
に
も
成
り
ぬ
れ
ば
、
山
石
の
水
落
う
る
は
し
く
て
、
面

く
せ
ば
み
た
ら
ん
を
も
ち
ゐ
る
べ
き
也
」
＊
名
語
記(

一
二
七
五)

三
「
く
せ
ば
み
に
、
に
く
ば
み
、
よ
ば
み
た
り

な
ど
に
よ
り
て
、
い
は
る
る
こ
と
ば
」

と
記
載
が
見
え
、
本
書
を
初
出
用
例
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
本
書
全
体
の
仮
名
表
記
の
「
く
」
そ
し
て
「
て
」
に

つ
い
て
実
際
に
気
づ
い
た
う
え
で
、
検
討
が
及
ん
で
い
る
か
と
云
う
と
聊
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
こ
の

指
摘
は
、
上
記
４
，
森

蘊
著
『
「
作
庭
記
」
の
世
界
』
で
「
く
せ
ば
・
み
」
の
語
が
こ
の
時
代
は
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
国
語
学
的
な
検
証
は
一
つ
も
成
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
て
、
『
日
国
』
の
如

き
記
載
が
罷
り
通
っ
て
い
る
こ
と
を
茲
に
記
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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文
芸
性
を
有
し
た
文
脈

本
書
に
は
、
「
庭
石
」
の
こ
と
を
説
明
す
る
な
か
で
、
譬
え
て
表
現
す
る
こ
と
ば
表
現
に
、
四
七
六
行
目
の
「
凡
石

を
た
つ
る
事
は
に
く
る
石
一
両
あ
れ
ハ
を
ふ
／
石
ハ
七
八
あ
る
へ
し
。
た
と
へ
バ
童
部
の
と
て
う
貼
／
ひ
ゝ
く
め
と
い

ふ
た
は
ふ
れ
を
し
た
る
か
こ
と
し
／
石
を
た
つ
る
に
三
尊
仏
の
石
ハ
た
ち
品
、
文
字
の
石
は
／
ふ
す
常
事
也
」
と
あ
っ

て
、
「
と
り
ち
ょ
う
と
り
ち
ょ
う
ひ
ひ
く
め
」
は
、
女
の
子
が
主
と
な
っ
て
行
な
う
鬼
ご
っ
こ
の
「
子
を
と
ろ
遊
び
」

の
遊
戯
で
、
『
三
国
伝
記
』(

一
四
〇
七-

四
六
頃)

に
、
「
比
比
丘
女
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
遊
戯
自
体
が
平
安

ひ

ふ

く

め

朝
後
期
に
表
出
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
遊
戯
は
、
近
く
は
明
治
期
ま
で
「
子
を
と
ろ

遊
び
」
と
云
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
「
花
い
ち
も
ん
め
」
と
云
う
よ
う
に
な
っ
た
あ
の
屋
外
遊
戯
で
あ
る
。

『
作
庭
記
』
の
名
称

江
戸
時
代
、
寛
文
丙
午
六
年(

一
六
六
六)

の
柳
谷(

野
間
三
竹)

の
書
に
、

北
洲
の
刺
史
松
平
平
綱
公
後
京
極
良
経
之
自
書
作
庭
記
を
蔵
す
る
こ
と
久
し
。(

中
略)

刺
史
之
侍
讀
木
下
順

庵
余
と
相
識
こ
と
旧
し
。
亦
庭
記
を
蔵
す
。

と
あ
っ
て
、
藤
原
良
経
の
著
で
あ
る
『
作
庭
記
』
の
名
が
見
え
て
い
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
清
原
業

忠
撰
集
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
見
え
る
『
前
栽
秘
抄
』
一
卷
と
い
う
書
目
で
あ
り
、
そ
の
奥
書
は
、

仁
和
寺
宮
の
夲
を
以
て
之
を
書
く
。
普
廣
院
殿
尋
ね
被
る
ゝ
の
時
注
文
し
云
々
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此
抄
入
道
大
納
言
實
冬
卿
密
々
借
り
賜
ふ
所
之
夲
也
。
永
仁
二
年(

一
二
八
四)

八
月
四
日
之
を
冩
す
。
師
名
在
判

と
あ
る
も
の
で
、
書
目
集
に
は
、
「
前
栽
秘
抄
一
名
作
庭
記
」
と
記
載
が
見
ら
れ
て
い
る
。
其
外
と
し
て
、
類
似
の
伝

書
と
し
て
、
『
山
水
抄
』
が
知
ら
れ
て
い
る
。
此
の
書
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
慶
算
法
印
と
い
う
人
物
が
『
作
庭
記
』

を
整
理
し
、
書
写
し
た
資
料
で
、
江
戸
時
代
初
期
の
烏
丸
光
廣
が
書
写
し
た
も
の
を
更
に
、
子
孫
の
古
筆
了
太
が
書
写

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
治
二
〇
年
代
に
研
究
さ
れ
た
小
沢
圭
次
郎
が
書
写
し
た
も
の
が
現
在
、
東
京
都
立
中
央

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
林
文
次
が
平
安
博
物
館
記
念
論
集
に
発
表
さ
れ
た
論
文
集
に
そ
の
全
貌
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。

編
者
、
橘
俊
綱

小
沢
圭
次
郎
は
、
本
書
編
者
と
し
て
橘
俊
綱
と
い
う
当
代
の
人
物
を
推
定
し
て
い
る
。
俊
綱
は
、
関
白
頼
通
の
息
子

で
あ
り
、
橘
俊
遠
の
養
子
と
な
っ
た
。
伏
見
修
理
大
夫
と
号
す
。
伏
見
に
風
趣
を
凝
ら
し
た
邸
宅
を
建
て
、
盛
ん
に
歌

合
・
歌
会
な
ど
を
催
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
『
千
載
集
』
に
は
、

橘
俊
綱
朝
臣
の
伏
見
の
家
に
、
桂
を
掘
り
植
ゑ
さ
せ
侍
り
け
る
に
よ
め
る

み
づ
か
き
の
桂
を
う
つ
す
宿
な
れ
ば
月
見
む
こ
と
ぞ
久
し
か
る
べ
き

【
通
釈
】
賀
茂
神
社
の
桂
の
樹
を
移
し
植
え
た
お
宅
な
の
で
す
か
ら
、
ご
主
人
様
は
こ
ち
ら
で
末
永
く
月
を
ご
覧
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う

が
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
年
代
を
鑑
み
る
に
、
現
在
で
は
別
人
を
編
者
と
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
島
根
大
桑
原
文

庫
所
蔵
の
『
作
庭
之
記
』
〔43743,18,

000035006

〕
で
は
、
後
京
極
殿
で
あ
る
藤
原
良
經
を
編
者
と
し
た
り
し
て
い

る
。
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今
後
の
課
題

こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
国
語
国
文
學
の
研
究
視
野
か
ら
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。

昭
和
十
三
年
の
貴
重
図
書
複
製
会
か
ら
の
影
印
複
製
資
料
を
本
学
図
書
館
で
は
昨
年
度
購
入
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
資

料
を
所
蔵
す
る
機
関
に
つ
い
て
も
登
録
確
認
が
僅
か
し
か
見
ら
れ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
土
佐
山
内
家
宝
資
〔
ヤ
六

二
九

−

五

〕
は
、
マ
イ
ク
ロ
写
真
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
て
の
資
料
を
調
え
て
、
今
後
の
調
査
検
証
に
期
し

M

た
い
。

《
補
遺
》

傍
訓
記
載
資
料

「
人
を

懐

て
帝
王
に
…
」
の
一
文
に
傍
訓
「
ナ
ツ
ケ
テ
」
が
片
仮
名
表
記
で
附
さ

ナ
ツ
ケ
テ

れ
て
い
る
。


