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を
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を
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澤　

晶　

子

は
じ
め
に

　

中
国
庭
園
に
関
す
る
研
究
は
、
田
中
淡
が
「
中
国
造
園
史
研
究
の
現
状
と
諸
問
題
（
1
（

」
に
お
い
て
、
日
本
中
国
欧
米
を
含
め
た
こ
の
時
点

ま
で
の
研
究
書
研
究
論
文
に
関
す
る
主
だ
っ
た
研
究
成
果
と
問
題
点
と
を
列
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
共
編
に
よ
る
『
中
国
古
代
造
園
史
料

集
成
（
2
（

』
で
は
、
秦
か
ら
六
朝
ま
で
の
造
園
に
関
わ
っ
た
四
四
六
人
に
関
す
る
文
献
記
録
を
蒐
集
し
、
中
国
に
お
い
て
も
空
白
に
近
か
っ
た

こ
の
時
代
の
史
料
を
集
め
て
あ
る
。

　

そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
中
国
庭
園
の
研
究
は
多
数
あ
ら
た
に
こ
れ
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
農
学
、
造
園
学
、
作
庭
家
に
よ

る
よ
り
実
践
的
な
研
究
、
歴
史
、
考
古
学
か
ら
の
研
究
、
そ
し
て
詩
文
、
文
学
研
究
、
日
本
と
中
国
の
庭
園
の
比
較
研
究
な
ど
異
分
野
の

研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
中
国
古
代
、
中
世
の
園
林
は
、
現
存
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
中
国
で
は
明
清
の
研
究
に
偏

り
が
ち
と
い
う
田
中
淡
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
も
世
界
遺
産
と
し
て
残
っ
て
い
る
蘇
州
の
園
林
も
、
で
き
た
当
初
の
ま
ま
で
は
な
く
、
持
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ち
主
が
変
わ
る
た
び
に
大
き
な
改
変
を
加
え
ら
れ
て
ゆ
き
、
原
型
で
は
な
い
こ
と
は
田
中
淡
に
よ
っ
て
「
中
国
造
園
史
に
お
け
る
初
期
的

風
格
と
江
南
庭
園
遺
構
（
3
（

」
で
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

庭
園
を
保
存
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
も
と
て
も
難
し
い
。
現
存
す
る
庭
園
に
は
各
時
代
の
人
々
の
理
想
や
後
世
の
人
の
憧
憬
が
刻
ま
れ

蓄
積
さ
れ
た
い
わ
ば
イ
メ
ー
ジ
や
記
憶
の
集
積
体
で
も
あ
る
。
庭
園
は
単
な
る
自
然
の
縮
小
で
は
な
く
、
意
図
的
に
作
り
出
さ
れ
た
世
界

観
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

中
国
の
現
在
の
代
表
的
な
研
究
者
で
造
園
も
て
が
け
た
陳
従
周
は
『
説
園
（
4
（

』
で
、
庭
園
に
は
静
観
の
庭
と
動
観
の
庭
の
別
が
あ
り
、
観

る
人
の
視
点
で
小
さ
な
庭
園
は
も
っ
ぱ
ら
動
か
ず
じ
っ
と
し
て
観
賞
し
、
大
き
な
庭
は
歩
き
回
っ
て
観
賞
と
な
る
と
す
る
。
庭
園
は
「
三

分
は
匠
、
七
分
は
主
人
で
、
主
人
と
は
主
に
設
計
す
る
人
」（『
園
冶
（
5
（

』）
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
設
計
す
る
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
自

分
の
意
図
を
伝
え
る
庭
の
所
有
者
の
存
在
が
あ
る
。
静
観
動
観
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
作
り
手
の
ど
ん
な
意
識
が
投
影
さ
れ
、
い
か

な
る
イ
メ
ー
ジ
が
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
は
主
に
主
人
で
あ
る
作
り
手
が
ど
の
よ
う
な
世
界
観
を
そ
の
庭
園
に
作
り
出
そ
う
と

し
た
の
か
、
何
を
見
立
て
た
の
か
を
拙
政
園
を
例
に
し
て
文
献
と
実
景
を
も
と
に
中
国
庭
園
の
見
立
て
の
表
象
を
考
察
し
明
ら
か
に
し
た

い
。

　

杉
村
勇
造
は
『
中
国
の
庭
―
造
園
と
建
築
の
伝
統
（
6
（

』
で
歴
代
庭
園
を
網
羅
的
多
角
的
に
概
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
明
・
清
の
私

家
庭
園
は
、『
蘇
州
府
志
』
に
よ
る
と
、
明
代
に
は
二
七
一
、
清
代
に
は
一
三
〇
も
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
蘇
州
が
歴
史
的
に
も
園
林
に
め

ぐ
ま
れ
た
土
地
だ
と
す
る
。
蘇
州
に
現
存
す
る
四
大
名
園
と
よ
ば
れ
る
の
が
滄
浪
亭
（
北
宋
）、
獅
子
林
（
元
）、
拙
政
園
（
明
）、
留
園

（
清
に
改
築
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
拙
政
園
と
留
園
は
中
国
四
大
名
園
の
中
に
数
え
ら
れ
る
。
他
は
、
宮
廷
庭
園
で
あ
る
頤
和
園
（
北
京
）

と
承
徳
の
避
暑
山
荘
（
河
北
省
）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
考
察
の
対
象
を
も
っ
と
も
一
般
的
に
知
ら
れ
る
私
家
庭
園
の
典
型
で
あ
る
拙
政

園
を
中
心
に
す
る
こ
と
と
し
た
。



一
一
三

中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

一
．
拙
政
園
と
そ
の
記
録

（
一
）
拙
政
園
の
来
歴

　

拙
政
園
の
現
代
に
お
け
る
詳
細
は
、
劉
敦
楨
著
、
田
中
淡
訳
に
よ
る
『
中
国
の
名
庭
―
―
蘇
州
古
典
園
林
（
7
（

』
が
あ
り
、
蘇
州
庭
園
の
造

園
の
特
徴
に
つ
い
て
図
入
り
の
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。
創
建
は
、
明
の
一
五
〇
九
年
（
正
徳
四
年
）
前
後
か
一
九
一
三
年
（
正
徳
八
年
）

前
後
と
さ
れ
る
（
8
（

。
蘇
州
市
東
北
街
（
一
七
八
号
）
に
位
置
し
、
現
在
の
面
積
は
五
．
二
㌶
で
、
蘇
州
の
園
林
と
し
て
は
、
通
常
、
明
代
の

庭
園
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。

　

明
の
御
史
で
あ
っ
た
王
献
臣
が
官
界
に
失
望
し
官
を
辞
し
、
故
郷
に
隠
居
の
地
を
求
め
、
廃
墟
同
然
と
な
っ
て
い
た
元
の
時
代
か
ら

の
寺
、
大
宏
寺
の
場
所
に
造
っ
た
。
そ
こ
は
遡
れ
ば
、
唐
の
時
代
に
は
、
隠
遁
し
て
詩
文
や
農
学
で
も
腕
を
ふ
る
っ
た
陸
亀
蒙
（
？
～

八
八
一
、
字
は
魯
望
、
号
は
甫
里
先
生
、
天
随
子
）
の
住
居
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
造
園
に
あ
た
っ
て
は
、
官
職
に
は
つ
い
て
い
な
か
っ

た
が
、
蘇
州
の
画
壇
で
は
文
人
画
の
代
表
的
人
物
と
さ
れ
、
書
や
詩
文
で
も
名
望
の
あ
っ
た
文
徴
明
（
一
四
七
〇
～
一
五
五
九
）
が
設
計

に
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
つ
と
に
知
ら
れ
、
文
徴
明
は
「
王
氏
拙
政
園
記
」
を
残
し
て
い
る
。
拙
政
園
は
そ
の
後
、
持
ち
主
が
次
々
と
変

わ
っ
て
い
く
運
命
を
た
ど
る
。
た
だ
、
大
き
く
そ
の
庭
園
構
成
に
関
係
す
る
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
明
末
に
は
分
割
さ
れ
て
東
部
は
王
心
一

の
も
の
と
な
っ
て
「
帰
田
園
居
」
と
な
り
、
清
の
乾
隆
年
間
に
は
、
中
央
部
が
「
復
園
」、
西
部
が
「
書
園
」（
光
緒
年
間
に
は
補
園
）
と

分
か
れ
、
一
九
四
九
年
以
降
に
再
度
一
緒
に
な
っ
て
拙
政
園
の
名
称
に
か
え
っ
た
。
三
つ
に
分
か
れ
て
主
を
変
え
て
い
っ
た
庭
園
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
主
の
意
図
を
反
映
し
て
造
り
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
総
合
的
な
表
象
は
共
通
し
て
い
る
。
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（
二
）
文
徴
明
と
「
王
氏
拙
政
園
記
」

　

最
初
の
設
計
に
携
わ
っ
た
文
徴
明
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
関
わ
っ
た
の
か
、
記
す
と
こ
ろ
の
『
王
氏
拙
政
園
記
』
と
と
も
に
検
討
し

て
い
く
。

　

文
徴
明
の
来
歴
に
関
し
て
は
、
陳
植
・
張
公
馳
選
注
『
中
国
歴
代
名
園
記
選
注
（
9
（

』、
周
道
振
・
張
月
尊
『
文
徴
明
年
譜
（
10
（

』
に
よ
っ
て
、

造
園
の
頃
に
注
目
し
て
み
る
。
拙
政
園
創
建
と
さ
れ
る
一
五
〇
九
年
は
四
〇
歳
で
、
画
の
師
で
あ
り
当
時
の
画
壇
を
代
表
す
る
沈
周

（
一
四
二
七
～
一
五
〇
九
）
を
失
っ
た
年
で
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
名
声
は
あ
っ
て
も
科
挙
に
は
失
敗
つ
づ
き
で
諸
子
の
身
分
の
ま

ま
で
、
一
五
一
三
年
に
園
創
建
と
し
て
も
、
文
徴
明
の
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
一
五
二
三
年
に
翰
林
院
の
職
に
推
挙
さ
れ
て
上

京
し
編
纂
の
仕
事
に
あ
た
る
。

　

在
京
は
短
く
、
一
五
二
七
年
、
五
八
歳
の
と
き
に
、
早
々
と
故
郷
蘇
州
へ
帰
っ
て
き
た
。
家
に
帰
り
着
く
と
、
母
屋
の
東
に
離
れ
を
建
て
、

玉
磬
山
房
と
名
づ
け
、
桐
の
木
を
庭
に
植
え
、
毎
日
散
歩
し
て
は
詩
を
詠
じ
た
。
他
人
が
見
る
と
神
仙
の
よ
う
に
見
え
る
。
自
ら
作
っ
た

山
居
は
仙
界
の
ご
と
く
、
文
徴
明
そ
の
人
も
ま
た
神
仙
の
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
が
、
三
〇
年
以
上
続
く
。

　

文
徴
明
が
記
し
た
「
王
氏
拙
政
園
記
（
11
（

」
は
日
付
が
嘉
靖
一
二
年
五
月
す
な
わ
ち
一
五
三
三
年
、
文
徴
明
六
三
歳
の
時
に
著
し
た
も
の
で
、

帰
郷
後
に
隠
遁
生
活
を
し
て
い
た
時
に
、
想
起
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
王
氏
拙
政
園
記
」
は
、
前
半
は
専
門
的
な
詳
細
な
描
写
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
、
庭
園
の
大
ま
か
な
景
観
や
位
置
関
係
が
わ
か
る
。

　

槐
雨
先
生
（
王
献
臣
の
号
、
字
は
敬
止
）
の
住
ま
い
は
、
街
の
東
北
区
の
婁
門
と
齊
門
の
間
に
あ
る
。
住
ま
い
の
地
は
広
く
、
た

め
池
が
そ
の
中
央
に
あ
り
、
浚
渫
す
る
。
林
木
で
囲
み
、
楼
は
南
側
に
二
層
に
造
っ
て
夢
隠
楼
と
な
づ
け
、
堂
は
北
側
に
造
っ
て

若
墅
堂
と
す
る
。
堂
の
前
は
繁
香
塢
、
そ
の
後
ろ
は
倚
玉
軒
と
な
す
。
軒
の
北
は
夢
隠
楼
が
隣
り
合
い
、
流
れ
を
止
め
て
橋
を
か
け
、



一
一
五

中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

小
飛
虹
と
名
付
け
る
。
小
飛
虹
を
越
え
た
北
側
は
、
流
水
が
西
へ
向
か
っ
て
巡
り
、
岸
辺
に
は
芙
蓉
が
繁
茂
す
る
芙
蓉
隈
と
す
る
。

ま
た
西
側
の
中
流
に
は
高
殿
を
つ
く
り
、
小
滄
浪
亭
と
い
う
。
亭
の
南
は
長
く
伸
び
た
竹
で
陰
翳
を
つ
く
る
。
そ
こ
を
西
に
進
み
水

辺
に
出
る
と
石
が
あ
っ
て
座
る
こ
と
が
で
き
、
か
が
め
ば
水
で
濯
ぐ
こ
と
が
で
き
、
志
清
処
と
い
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
水
流
は
北

へ
折
れ
、
深
く
広
々
と
広
が
り
、
湖
の
よ
う
で
あ
る
。
岸
辺
は
美
し
い
木
を
植
え
西
に
は
柳
が
多
く
柳
隩
と
い
う
。

　
　
　
　
　
（
中
略
）

お
よ
そ
堂
が
一
つ
、
楼
が
一
つ
、
亭
が
六
つ
、
軒
、
檻
（
か
こ
い
）、
池
、
台
、
塢
（
土
手
）
の
類
が
二
十
三
、
全
部
で
三
十
一
あ
り
、

名
を
「
拙
政
園
」
と
い
う
。

　

後
半
は
、王
献
臣
が
こ
の
庭
園
を
造
る
に
至
っ
た
こ
と
や
、園
名
を
、西
晋
の
潘
岳
（
潘
安
仁
、二
四
七
～
三
〇
〇
）
に
よ
る
『
閑
居
賦
』

の
一
節
「
拙
考
之
为
政
也
」
か
ら
と
っ
て
命
名
し
た
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
め
た
作
意
と
か
、
工
夫
と
い
っ
た
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
次
項
で
は
、
現
風
景
に
投
影
さ

れ
た
意
匠
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
他
の
文
献
な
ど
か
ら
、
拙
政
園
に
現
れ
た
表
現
に
内
包
さ
れ
た
意
図
や
し
く
み
を
考
察
し
て
い
く
。

二
．
隠
逸
志
向
か
ら
の
表
象

（
一
）
山
居
と
い
う
場

　

山
居
に
住
ま
う
こ
と
へ
の
憧
憬
は
隠
逸
志
向
を
現
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
隠
逸
志
向
は
、
魏
晋
時
代
の
い
わ
ゆ
る
竹

林
の
七
賢
へ
の
理
想
化
と
追
慕
を
歴
代
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
竹
林
の
七
賢
の
存
在
が
実
質
的
な
関
係
で
は
な
く
、
竹
林
そ
の
も
の
も
実



東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号

一
一
六

態
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
増
幅
さ
れ
る
印
象
は
小
さ
く
な
い
。
岡
大
路
は
『
支
那
庭
園
論
（
12
（

』
で
、
唐
宋
の
文
人
が
『
世
説

新
語
』
を
手
に
と
る
も
の
が
多
く
、「
棲
逸
か
ら
山
水
を
愛
す
る
に
通
じ
、
其
れ
が
唐
宋
の
時
代
を
経
て
山
居
と
云
ふ
も
の
に
纏
め
ら
れ

発
展
し
た
」
と
す
る
。
実
際
、『
晋
書
』
嵇
康
伝
に
い
う
「
竹
林
の
遊
」
の
記
載
や
『
世
説
新
語
』
に
い
う
「
七
人
が
常
に
竹
林
の
下
に

集
い
、
気
ま
ま
に
痛
飲
し
議
論
し
、
世
に
竹
林
の
七
賢
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
表
現
は
、
竹
林
と
い
う
場
所
か
ら
喚
起
さ
れ
る

イ
メ
ー
ジ
が
、
隠
逸
へ
の
憧
憬
と
と
も
に
、
強
く
具
体
的
な
場
所
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
士
大
夫
の

理
想
的
生
き
方
や
生
活
の
あ
り
方
に
と
り
こ
ま
れ
、
居
住
空
間
と
し
て
の
山
居
が
意
識
さ
れ
、
さ
ら
に
仙
境
の
希
求
と
結
び
つ
い
て
、
理

想
空
間
と
し
て
の
庭
園
に
投
影
さ
れ
て
い
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

明
の
王
世
貞
（
一
五
二
六
～
一
五
九
〇
）
は
、
蘭
渓
霊
洞
山
（
浙
江
省
蘭
渓
県
）
に
別
荘
の
山
居
を
建
て
た
趙
汝
邁
を
尋
ね
て
い
っ
た

と
き
の
こ
と
を
「
霊
洞
山
房
記
（
13
（

」
と
し
て
記
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
然
の
山
の
洞
や
天
池
泉
の
水
を
利
用
し
た
霊
洞
山
房
の
様
相
と
と

も
に
、
次
の
よ
う
な
王
世
貞
の
心
境
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

王
世
貞
は
、
自
分
の
性
は
山
林
を
愛
す
る
が
、
運
命
は
そ
れ
と
は
相
反
す
る
方
向
に
あ
る
。
海
の
近
く
に
生
ま
れ
長
ら
く
都
市
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
を
残
念
に
思
い
、
い
わ
ゆ
る
市
中
の
山
居
を
つ
く
り
、「
弇
山
園
」
と
な
づ
け
た
。
山
水
の
景
観
を
そ
な
え
て
い
た
が
、

来
客
は
引
き
も
切
ら
ず
、
か
え
っ
て
煩
わ
し
さ
は
増
し
後
悔
し
て
し
ま
っ
た
。
人
間
の
造
っ
た
も
の
に
は
限
界
が
あ
る
、
や
は
り
自
然
の

真
の
山
水
に
は
及
ば
な
い
、
と
自
己
嫌
悪
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
、
霊
洞
山
房
の
こ
と
を
知
り
、
尋
ね
て
い
く
。
し
か
し
次
の
よ
う
な

こ
と
に
思
い
至
る
。

　
「
お
し
な
べ
て
園
林
別
荘
を
造
る
経
済
力
が
あ
る
者
は
、
往
々
に
し
て
飲
食
、
道
楽
、
賓
客
、
日
常
生
活
の
便
利
さ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

享
受
を
欠
か
せ
な
い
。
だ
か
ら
自
然
の
山
居
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
遠
く
離
れ
た
山
林
に
住
ま
う
者
は
、
往
々
に
し
て
園
林
別

荘
を
建
て
る
財
力
が
な
い
。
力
が
あ
っ
て
山
林
に
造
園
し
た
と
し
て
も
、
も
し
長
く
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
の
で
な
け
れ
ば
、
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山
林
の
良
さ
を
し
っ
か
り
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
山
居
し
、
園
林
造
園
の
力
が
あ
っ
て
も
、
多
く
は
文
学
の
士
で
は
な
く
、
詩
文
を

詠
ず
る
こ
と
も
な
く
時
が
過
ぎ
去
り
、
す
べ
て
過
去
の
こ
と
と
な
っ
て
い
け
ば
、
園
の
名
を
長
く
世
人
の
耳
目
に
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
」。

　

こ
こ
に
は
、
都
市
の
喧
噪
の
煩
わ
し
さ
を
嫌
い
山
居
の
静
謐
を
求
め
る
心
と
、
不
便
さ
や
寂
し
さ
を
か
こ
ち
、
趣
味
人
と
し
て
の
生
活

や
名
利
を
求
め
る
心
と
の
矛
盾
を
意
識
化
し
た
王
世
貞
の
率
直
な
心
情
が
読
み
取
れ
る
。
果
た
し
て
市
中
の
山
居
が
、
や
は
り
文
人
の
求

め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
都
会
の
喧
噪
の
中
で
、
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
れ
ば
、
別
世
界
を
現
前
に
生
じ
さ
せ
る
、
そ
ん
な
空
間
が
求
め
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
山
水
画
の
立
体
化

　

文
徴
明
は
当
時
確
か
に
す
で
に
文
人
画
の
中
心
的
存
在
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
造
園
家
で
は
な
い
文
徴
明
に
な
ぜ
造
園
を
依
頼
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
庭
園
を
自
然
の
風
景
の
再
現
と
し
て
で
は
な
く
、
意
志
的
な
隠
逸
の
環
境
に
近
づ
け
る
、
あ
る
い
は
そ
の
理
想
に
浸
る
こ
と
の

で
き
る
山
水
画
の
世
界
の
構
築
を
望
ん
で
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
山
水
画
と
庭
園
の
関
係
は
、
す
で
に
岡
大
路
が
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
園
林
構
築
訣
に
関
す
る
著
書
は
、
絵
画
を
以
て
立
っ
た
人
に
よ
っ
て
、
乃
至
は
画
に
対
し
て
深
き
造
詣
と
批

判
力
を
有
す
る
人
々
に
よ
っ
て
の
み
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
云
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、「
園
林
構
築
技
術
と
云
う
も
の
は

絵
画
に
密
接
な
る
関
係
を
有
す
る
と
云
う
よ
り
は
、画
人
に
非
ざ
れ
ば
其
の
要
諦
を
捉
え
る
事
が
出
来
な
い
」
と
し
、さ
ら
に
画
論
が
「
園

林
構
築
の
規
範
に
対
し
て
有
力
な
る
暗
示
を
与
え
て
い
る
」（『
支
那
庭
園
論
』）
と
す
る
。
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宋
の
郭
煕
に
よ
る
『
林
泉
高
致
』「
山
水
訓
（
14
（

」
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
水
は
山
の
言
わ
ば
血
管
で
あ
り
草
木
は
毛
髪
、
烟
雨
は
風
采
で
あ
る
。
故
に
山
は
水
を
得
て
活
き
、
草
木
を
得
て
華
や
か
に
、
烟
雲

を
得
て
秀
媚
と
な
る
。
山
は
水
の
顔
面
で
あ
り
、
亭
樹
は
眉
目
で
あ
り
…
（
略
）
…
。
故
に
水
は
山
を
得
て
媚
に
、
亭
樹
を
得
て
明
快
に
、

…
（
略
）
…
。
此
が
山
水
の
布
置
で
あ
る
」。

　

こ
う
い
っ
た
山
水
画
の
要
訣
は
、
庭
園
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　

明
代
に
お
い
て
は
「
園
林
築
造
は
漸
く
造
園
専
門
家
の
輩
出
と
な
っ
た
が
、
主
体
は
園
主
の
理
念
と
技
術
の
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
文
人
、
画
家
の
園
林
が
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
（
15
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
代
は
、
個
人
の
意
識
が
強

く
庭
園
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
文
人
画
の
手
腕
を
発
揮
し
て
庭
園
に
山
水
の
世
界
を
造
り
出
す
こ
と
が
文
徴
明
に
期
待
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
造
園
家
の
側
か
ら
の
記
録
も
あ
る
。
庭
造
り
が
、
住
ま
い
の
造
営
か
ら
独
立
し
て
、「
造
園
」
と
い
う
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
、

そ
の
薀
蓄
を
か
た
む
け
た
の
が
明
末
に
著
さ
れ
た
造
園
家
の
計
成
（
字
は
無
否
、
江
蘇
省
呉
江
の
出
身
、
一
五
八
二
～
？
）
に
よ
る
『
園

冶
』（
三
巻
）
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
に
庭
園
は
多
い
も
の
の
、
実
際
に
作
る
側
の
た
め
に
書
か
れ
た
設
計
に
関
わ
る
書

物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、『
園
冶
』
は
貴
重
な
作
法
な
ど
が
記
述
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
だ
が
『
園
冶
』
の
考
え
方
が
、
明
末
に
な
っ
て
突

如
で
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
唐
、
宋
、
元
を
へ
て
そ
し
て
明
に
私
家
園
林
が
数
多
く
造
ら
れ
て
き
た
時
を
へ
て
、
い
わ
ば
そ
の
集
積
の

一
部
の
投
影
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。『
園
冶
』
の
最
後
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
書
は
造
園
の
合
間
に
書
か
れ
、
息
子
二
人
が
幼
い
た
め

に
知
識
を
伝
え
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
、
刊
行
し
て
世
に
問
う
た
と
あ
る
。
晋
陵
（
現
在
の
常
州
）
の
官
吏
で
あ
っ
た
呉
玄
か
ら

依
頼
さ
れ
て
造
っ
た
東
第
園
、
汪
士
衡
の
依
頼
に
よ
り
鑾ら

ん
こ
う江

（
現
在
江
蘇
省
儀
征
県
）
に
造
っ
た
寤ご

え
ん園

、
揚
州
に
鄭
元
勲
の
依
頼
に
よ
り

影
園
を
造
園
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
現
存
し
て
お
ら
ず
文
面
で
し
か
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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計
成
は
造
園
前
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
自
序
で
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
そ
の
地
形
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
と
、
水
源
の
最
も
低
く
尽
き
る
と
こ
ろ
を
見
、
高
木
が
天
に
の
び
、
枝
が
の
び
る
に
ま
か
せ
て

地
を
お
お
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
こ
で
私
は
言
っ
た
。『
こ
こ
に
園
を
造
る
に
は
、
石
を
高
く
積
み
上
げ
る
だ
け
で
い
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
土
を
掘
っ
て
地
盤
を
下
げ
、
高
木
に
高
低
を
つ
け
、
山
腹
に
湾
曲
し
た
根
や
石
を
組
み
込
め
ば
、
さ
な
が
ら
山
水
画
の
世
界

に
な
る
。
池
の
傍
ら
の
山
上
に
亭
台
を
造
れ
ば
、
そ
の
影
が
入
り
混
じ
っ
て
水
に
映
り
、
湾
曲
し
た
深
奥
な
谷
と
高
い
処
に
造
る
廻
廊
と

の
美
し
さ
は
、
人
を
し
て
意
思
の
外
に
置
か
し
め
る
で
あ
ろ
う
』」。
そ
し
て
完
成
後
に
は
、
呉
は
喜
ん
で
「『
門
を
入
っ
て
か
ら
出
る
ま

で
歩
く
こ
と
わ
ず
か
四
里
で
あ
っ
た
が
、
予
は
江
南
の
景
勝
を
こ
の
中
に
す
べ
て
収
め
得
た
よ
う
で
あ
る
（
16
（

」。

　

こ
の
よ
う
に
造
園
家
も
ま
た
、
山
水
画
の
世
界
を
造
り
だ
す
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

庭
園
の
全
体
像
と
し
て
の
山
水
の
世
界
の
構
築
に
は
、
細
部
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
随
所
に
組
み
込
ま
れ
た
窓
や
門
で
、
漏
窓

（
別
称
は
花
墻
洞
、
す
か
し
窓
）、
空
窓
（
く
り
抜
き
窓
）、
洞
門
（
く
り
ぬ
き
門
）
と
よ
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、「
景
色
を
切
り
取
る
額
縁
」

と
な
り
、「
一
幅
ず
つ
小
品
の
絵
画
を
つ
く
り
あ
げ
る
」（
劉
敦
楨
）
常
套
手
段
で
あ
る
。
採
光
、通
風
と
い
っ
た
実
用
上
の
必
要
性
よ
り
も
、

こ
の
風
景
を
切
り
取
る
額
縁
の
見
立
に
蘊
蓄
が
傾
け
ら
れ
る
。
劉
敦
楨
に
よ
る
と
、
漏
窓
の
図
案
は
幾
何
学
模
様
と
自
然
界
の
も
の
を
題

材
と
し
た
模
様
が
あ
り
、
そ
の
種
類
は
蘇
州
だ
け
で
も
数
百
種
を
く
だ
ら
な
い
と
い
う
。

　

拙
政
園
の
西
花
園
に
あ
る
「
扇
亭
」
は
、
清
末
に
、
豪
商
張
履
謙
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
。
水
面
に
面
し
た
位
置
に
、
床
面
も
屋
根
も
扇

型
の
形
状
で
、
窓
洞
も
扇
型
に
あ
け
ら
れ
、
風
景
を
切
り
取
る
。
ち
ょ
う
ど
扇
型
の
空
窓
か
ら
は
、
築
山
の
上
に
位
置
し
緑
の
中
に
た
た

ず
む
笠
亭
が
見
え
る
。

　

明
末
清
初
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
趣
味
的
生
活
を
送
っ
た
李
漁
（
一
六
一
一
～
一
六
八
〇
）
は
、
そ
の
文
人
趣
味
を
文
字
化
し

た
数
少
な
い
一
人
で
も
あ
る
。
そ
の
著
『
閒
情
偶
寄
（
17
（

』
で
、
自
分
に
は
二
つ
得
意
な
技
能
が
あ
っ
て
、「
一
つ
は
音
楽
に
詳
し
い
こ
と
で
、
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一
つ
は
園
亭
を
造
る
こ
と
」（「
房
舎
第
一
」）
と
言
っ
た
。
そ
し
て
「
窓
を
つ
く
る
に
つ
い
て
は
、
景
色
を
借
り
る
く
ら
い
お
も
し
ろ
い

こ
と
は
な
い
。
景
色
を
借
り
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
予
は
そ
の
三
昧
に
は
い
っ
て
い
る
。
い
ま
ま
で
は
ひ
と
り
で
楽
し
ん
で
い
た
が
、
ち

か
ご
ろ
は
趣
味
の
あ
る
人
が
ふ
え
て
、
こ
れ
か
ら
さ
き
は
、
き
っ
と
ま
ね
す
る
ひ
と
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
」（「
取
景
在
借
」）
そ

れ
で
そ
の
詳
細
を
公
に
す
る
こ
と
に
し
た
と
す
る
。

　

西
湖
湖
畔
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
船
の
左
右
の
窓
枠
を
扇
型
に
し
て
、
真
ん
中
を
開
け
る
。「
そ
の
な
か
に
座
っ
て
い
る
と
、
両
岸
の
湖

や
山
の
景
色
、
寺
観
、
雲
煙
、
竹
樹
か
ら
、
行
き
交
う
樵
、
牧
童
、
酔
客
、
遊
女
に
い
た
る
ま
で
、
人
も
馬
も
こ
と
ご
と
く
扇
面
の
中
に

取
り
入
れ
て
、
我
が
天
然
の
図
画
を
つ
く
る
。
そ
の
景
色
は
時
々
に
変
化
し
て
一
定
の
形
を
し
て
い
な
い
」。「
一
日
の
中
に
幾
千
万
幅
と

も
知
れ
ぬ
美
し
い
山
水
の
な
が
め
を
現
出
し
て
、
そ
れ
を
す
っ
か
り
扇
面
に
取
り
入
れ
た
こ
と
に
な
る
」。

　

李
漁
が
楽
し
ん
だ
の
は
船
に
つ
く
っ
た
窓
で
、
走
馬
燈
の
よ
う
な
効
果
が
わ
か
る
が
、
庭
園
に
お
け
る
漏
窓
は
、
見
る
角
度
か
ら
切
り

取
る
景
観
は
変
わ
り
、
四
季
の
変
化
に
よ
っ
て
も
そ
こ
に
切
り
取
ら
れ
る
山
水
画
は
変
化
す
る
。
漏
窓
を
額
縁
に
見
立
て
た
借
景
の
情
趣

で
あ
る
。

（
三
）
石
が
生
む
秘
境

　
「
帰
園
田
居
の
園
」で
あ
る
東
花
園
に
位
置
す
る
築
山
の
上
に
そ
そ
り
た
つ
二
本
の
太
湖
石
は
、「
聯
璧
峰
」と「
綴
雲
峰
」で
、「
綴
雲
峰
」

は
頭
部
が
大
き
く
横
に
ひ
ろ
が
り
、
峰
に
雲
が
か
か
っ
て
い
る
そ
の
瞬
間
を
見
立
て
て
い
る
。
そ
の
他
、「
帰
園
田
居
の
園
」
の
蓮
池
に

回
り
を
囲
ま
れ
た
高
殿
「
芙
蓉
榭
」（
芙
蓉
は
蓮
の
別
称
）
の
中
に
も
、
い
つ
か
ら
置
か
れ
た
の
か
不
明
だ
が
太
湖
石
が
置
か
れ
て
い
る
。

園
の
入
り
口
に
も
象
徴
的
に
太
湖
石
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。



一
二
一

中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

　

先
に
あ
げ
た
『
中
国
古
代
造
園
史
料
集
成
』
で
は
太
湖
石
は
全
く
出
て
こ
な
い
。
太
湖
石
で
ま
ず
あ
が
る
の
が
唐
の
白
居
易
の
存
在
で

あ
る
こ
と
は
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
。
白
居
易
は
都
洛
陽
に
邸
宅
を
も
ち
、
造
園
を
お
こ
な
い
『
太
古
石
記
』
を
書
く
な
ど
、
石
を
愛
し
庭

を
愛
し
た
。
杉
村
勇
造
は
『
中
国
の
庭
園
』
の
中
で
「
白
氏
こ
そ
は
ま
こ
と
に
中
国
造
園
の
祖
師
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
宋
明
清
を
通

し
て
よ
く
登
場
す
る
太
湖
石
の
庭
が
、
そ
れ
以
前
に
は
見
え
な
い
こ
と
に
も
よ
る
。

　

宋
の
杜
綰
に
よ
る
『
雲
林
石
譜
』
は
、
一
一
六
種
類
の
石
に
つ
い
て
図
解
入
り
で
微
細
に
観
察
記
述
し
、
宋
代
の
愛
石
家
の
嗜
好
を
よ

く
表
し
て
い
る
。「
太
湖
石
は
最
も
背
の
高
い
も
の
で
三
、五
丈
あ
り
、
普
通
は
十
尺
く
ら
い
で
時
に
一
尺
ち
ょ
っ
と
の
も
の
も
あ
る
。
こ

の
石
は
大
き
い
も
の
だ
と
築
山
に
ふ
さ
わ
し
く
、
庭
園
の
花
木
の
中
に
置
く
の
も
よ
い
。
小
さ
な
太
湖
石
は
書
斎
の
机
上
で
観
賞
す
る
の

が
よ
い
（
18
（

」
と
す
る
。
太
湖
石
に
関
し
て
、
外
村
中
が
「
明
末
清
初
以
前
の
中
国
庭
園
に
お
け
る
太
湖
石
に
つ
い
て
（
19
（

」
で
、
代
表
的
史
料
と

し
て
六
一
件
を
あ
げ
、
太
湖
石
の
説
明
と
し
て
は
『
雲
林
石
譜
』
の
説
明
が
そ
の
後
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

南
宋
の
周
密
（
一
二
三
二
～
一
二
九
八
）
は
「
呉
興
園
林
記
（
20
（

」
で
（
呉
興
は
現
在
の
浙
江
省
湖
州
市
で
、
北
側
は
太
湖
に
接
す
る
）
南

宋
末
の
園
林
三
六
カ
所
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
南
沈
尚
書
園
」
は
尚
書
の
役
職
ま
で
つ
い
た
沈
徳
和
の
園
で
、「
聚
芝
堂
」

と
呼
ぶ
建
物
の
前
に
大
池
を
つ
く
り
、
そ
の
中
に
小
山
を
も
う
け
「
蓬
莱
」
と
よ
ん
だ
。「
池
の
南
側
に
太
湖
三
大
石
を
立
て
、
そ
れ
ぞ

れ
高
さ
数
丈
に
し
て
、
き
わ
だ
っ
て
つ
や
が
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
そ
り
た
っ
て
、
有
名
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
兪
氏
園
」
で
は
、
刑
部
侍
郎
と
な
っ
た
兪
子
清
は
湖
面
に
居
を
か
ま
え
、
そ
の
子
孫
も
晩
年
に
は
園
池
を
楽
し
ん
だ
。
そ
の

庭
園
は
、「
築
山
の
奇
た
る
や
天
下
第
一
で
あ
る
」。「
兪
子
清
の
胸
中
に
お
の
ず
と
山
や
谷
が
あ
り
、
ま
た
画
が
う
ま
か
っ
た
の
で
、
絶

妙
に
そ
の
心
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
峰
の
大
小
は
お
よ
そ
百
あ
ま
り
、
高
い
も
の
で
二
、三
丈
あ
り
、
奇
々
怪
々
名
状
し
が
た
い
。

峰
々
の
間
に
、
谷
川
が
く
ね
く
ね
と
廻
り
、
五
色
の
小
石
で
敷
石
を
積
み
、
そ
ば
に
引
い
た
清
流
は
、
そ
の
流
れ
が
石
に
ぶ
つ
か
っ
て
水

が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
下
に
落
ち
、
さ
ら
さ
ら
と
音
を
発
し
て
、
大
石
の
深
い
淵
に
注
が
れ
る
」。
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文
徴
明
の
曾
孫
に
あ
た
る
文
震
亨（
一
五
八
五
～
一
六
四
五
）は
、『
長
物
誌
（
21
（

』の
中
で
、石
に
つ
い
て
述
べ
、つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
石
と
い
う
も
の
は
太
古
の
時
代
を
思
わ
せ
、
水
は
人
に
遠
い
想
い
を
い
だ
き
し
め
る
。
庭
園
に
は
水
石
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
要
は
山
水
の
秀
抜
の
風
景
を
よ
く
移
す
こ
と
で
、
一
峰
の
姿
が
よ
け
れ
ば
千
尋
の
山
岳
を
想
い
起
こ
さ
せ
、
一
勺
の
水
で
万
里
の
江

湖
を
想
像
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
脩
竹
・
老
木
・
怪
藤
・
奇
樹
が
、
た
が
い
に
交
じ
り
覆
い
あ
っ
て
繁
茂
し
、
蒼
崖
・
碧
澗
・
奔

泉
は
ひ
ろ
く
流
れ
て
、
深
岩
・
絶
岳
の
中
に
い
る
趣
を
写
し
だ
す
」。

　

庭
石
と
い
う
使
い
方
以
前
に
、
石
に
対
す
る
強
い
思
い
入
れ
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
。
石
に
い
だ
く
心
象
は
、
幅
が
広
く
、
深
い
。
そ

れ
は
こ
こ
に
吐
露
さ
れ
る
「
太
古
の
時
代
を
思
わ
せ
」
と
い
う
よ
う
に
、
石
は
古
か
ら
の
山
水
へ
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
し
て

く
れ
る
。

　

太
湖
石
が
庭
石
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
絵
画
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
代
の
時
期
、
趙

ち
ょ
う
が
ん嵒

作
「
八
達
春
遊
図
」（
国
立
故
宮
博

物
院
蔵
・
台
湾
）
で
は
、
八
人
の
馬
上
の
男
達
（
晋
の
宣
帝
・
司
馬
仲
達
の
八
人
兄
弟
を
指
す
と
も
い
わ
れ
る
）
の
背
景
に
、
太
湖
石
、

柳
の
大
樹
、
棕
櫚
、
そ
の
後
ろ
に
豪
華
な
欄
干
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、「
場
所
は
禁
苑
か
豪
族
の
館
内
（
22
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
太
湖
石
は

人
の
背
丈
の
二
倍
ほ
ど
あ
る
大
き
さ
で
形
状
は
舞
茸
状
を
し
て
い
る
。

　

北
宋
の
徽
宗
の
時
期
、
蘇
漢
臣
に
よ
る
「
秋
庭
戯
嬰
図
」（
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
・
台
湾
）
に
は
、
庭
で
姉
と
弟
の
二
人
の
子
供
が
遊

ん
で
お
り
、
そ
の
背
後
に
筍
状
の
太
湖
石
が
ま
っ
す
ぐ
そ
び
え
立
つ
。
そ
れ
に
芙
蓉
の
花
と
雛
菊
が
寄
り
添
う
。

　

李
漁
は
『
閒
情
偶
寄
』「
山
石
」
の
冒
頭
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
書
斎
で
め
ず
ら
し
い
石
を
な
が
め
る
の
は
、
も
と
も
と
や

む
を
え
ず
に
す
る
こ
と
で
、
巌
の
下
に
身
を
寄
せ
て
木
石
と
と
も
に
住
む
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
、
一
巻
の
石
を
ば
山
の
代
わ
り
に
し
、

一
勺
の
水
を
ば
川
の
代
わ
り
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
つ
れ
づ
れ
の
こ
よ
な
き
な
ぐ
さ
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
城
市
を
ば
山
林
に

変
じ
、
飛
来
嶺
を
招
き
よ
せ
て
平
地
に
据
え
て
お
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
神
仙
の
な
し
う
る
妙
術
で
あ
る
が
、
そ
れ
を



一
二
三

中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

人
間
の
手
を
か
り
て
そ
の
め
ず
ら
し
い
わ
ざ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ば
つ
ま
ら
ぬ
技
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
、

石
の
山
を
畳
み
あ
げ
る
に
は
特
別
の
学
問
が
い
り
、
特
別
の
技
巧
が
い
る
」。

　

さ
ら
に
作
庭
に
は
、「
工
と
拙
と
雅
と
俗
の
別
が
あ
る
。
主
人
の
取
り
方
と
棄
て
か
た
次
第
で
ど
ち
ら
に
で
も
な
る
。
主
人
が
雅
な
ひ

と
で
巧
み
な
の
を
好
む
な
ら
ば
巧
み
で
そ
の
う
え
雅
な
も
の
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
主
人
が
俗
な
ひ
と
で
拙
い
も
の
を
取
り
入
れ
る
な

ら
ば
、
拙
く
て
俗
な
も
の
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

　

石
を
書
斎
で
楽
し
む
こ
と
か
ら
脱
し
、
石
を
庭
園
の
中
の
構
成
要
素
と
し
て
用
い
造
園
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
石
を
山
に
、
水

を
川
に
と
見
立
を
し
て
い
く
こ
と
は
、
学
問
と
技
巧
が
必
要
で
あ
り
、
作
庭
す
る
人
の
人
柄
が
表
れ
る
、
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

（
四
）
仙
洞
と
い
う
空
間

	

「
別
有
洞
天
」
は
、
西
花
園
の
宜
両
亭
と
中
花
園
へ
通
ず
る
柳
陰
路
曲
と
の
間
に
あ
る
半
亭
（
半
亭
は
「
歩
廊
と
連
結
さ
れ
、
塀
に
よ
り

そ
っ
て
建
て
ら
れ
る
の
で
半
亭
と
よ
ば
れ
る
」
劉
敦
楨
）
で
、「
亭
は
、
休
憩
し
、
も
た
れ
な
が
ら
景
色
を
眺
め
る
と
こ
ろ
」
だ
が
、
こ

の
別
有
洞
天
の
円
形
に
く
り
抜
か
れ
た
月
洞
門
か
ら
の
ぞ
く
と
深
い
奥
行
き
を
見
せ
て
く
れ
る
。「
円
形
門
は
か
な
り
の
厚
み
が
あ
り
、

ト
ン
ネ
ル
の
効
果
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
方
向
か
ら
も
異
な
る
感
じ
で
、
実
際
に
別
世
界
の
よ
う
で
あ
る
（
23
（

」
と
い
っ
た
状
況
を
作
り
出
す
。

別
有
洞
天
か
ら
南
は
「
三
十
六
鴛
鴦
館
」
ま
で
、
北
は
「
倒
影
楼
」
ま
で
、
水
上
に
か
か
る
「
波
形
廊
」
と
よ
ぶ
長
い
水
廊
が
走
る
。
水

廊
は
廊
の
一
種
で
、「
水
源
の
深
さ
と
水
面
の
広
さ
を
増
幅
さ
せ
て
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
効
果
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
水
面
の
上
波
の

形
を
象
っ
た
廻
廊
は
水
に
映
っ
て
、
水
の
中
に
ま
た
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
水
廊
は
白
壁
に
沿
っ
て
作
ら

れ
て
お
り
、
花
瓣
文
様
の
漏
窓
が
連
な
っ
て
、
漏
窓
ご
し
に
隣
接
す
る
別
空
間
の
園
林
を
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
る
。『
園
冶
』
の
「
門
窓
」



東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号

一
二
四

の
項
目
で
も
、「
別
に
一
壺
の
天
地
あ
り
」
と
あ
る
。
別
有
洞
天
は
、
仙
境
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
道
教
で
い
う
洞
天
福
地
に

見
立
て
ら
れ
た
仙
境
を
再
現
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

洞
天
福
地
は
、
陶
弘
景
（
四
五
六
～
五
三
六
）
に
よ
る
『
真
誥
』（
道
蔵
・
太
玄
部
六
三
七
～
六
四
〇
）
で
、
す
で
に
「
地
中
の
洞
天

三
十
六
箇
所
」
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
北
宋
の
張
君
房
に
よ
っ
て
体
系
的
に
編
纂
さ
れ
た
『
雲
笈
七
籤
』（
洞
天
福
地
は
巻
二
七
）（
道

蔵
・
太
平
部
六
七
七
～
七
〇
二
）
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
士
大
夫
は
そ
の
詳
細
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

は
ず
で
、
こ
れ
ら
の
書
の
文
学
に
対
す
る
影
響
は
す
で
に
よ
く
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

洞
天
は
十
大
洞
天
、
三
十
六
小
洞
天
で
、
場
所
が
特
定
で
き
な
い
も
の
や
、
あ
ま
り
名
の
知
れ
な
い
も
の
も
あ
り
、
ま
た
編
纂
す
る
道

教
の
道
士
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、『
雲
笈
七
籤
』
は
唐
の
司
馬
承
禎
（
六
四
七
～
七
三
五
）
に
よ
る
『
天
地
宮
府
図
』
を
掲
載
し
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
、羅
浮
山
洞
（
十
大
洞
天
の
第
七
、広
東
省
恵
州
博
羅
県
）、南
岳
衡
山
洞
（
三
十
六
小
洞
天
の
第
三
、湖
南
省
衡
州
衡
山
県
）、

廬
山
洞
（
三
十
六
小
洞
天
の
第
八
、
江
西
省
九
江
県
）、
桃
源
山
洞
（
三
十
六
小
洞
天
の
第
三
十
五
、
湖
南
省
常
徳
市
）
な
ど
、
歴
代
詩

賦
で
よ
く
詠
ま
れ
た
り
、
ま
た
道
教
の
聖
地
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。
福
地
は
七
十
二
福
地
で
、
君
山
（
七
十
二
福
地
の
第
十
一
、
湖
南

省
洞
庭
湖
の
中
の
島
）、
爛
柯
山
洞
（
七
十
二
福
地
の
第
三
十
、
浙
江
省
衢
州
市
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
24
（

。

　

こ
の
よ
う
に
単
な
る
観
念
の
世
界
で
は
な
く
、
実
際
に
全
国
各
地
の
山
岳
景
観
が
洞
天
福
地
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
こ
と
に
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
山
岳
景
観
の
洞
窟
の
洞
穴
に
足
を
踏
み
入
れ
る

と
、
別
天
地
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
仙
境
が
広
が
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
巡
礼
す
べ
き
聖
地
と
な
り
、
修
行
の
空
間
と
も

な
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、「
費
長
房
伝
」
が
『
後
漢
書
』「
方
術
列
伝
」
を
は
じ
め
、『
神
仙
伝
』
な
ど
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
仙
人

壺
天
に
導
か
れ
、
費
長
房
が
丸
い
壺
の
口
か
ら
足
を
踏
み
入
れ
た
と
た
ん
に
別
世
界
が
広
が
る
「
壺
中
天
地
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
容
易



一
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五

中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

に
さ
せ
る
。
地
理
書
で
あ
る
北
魏
の
酈
道
元
に
よ
る
『
水
経
注
』「
汝
水
」
に
さ
え
も
、「
昔
費
長
房
が
町
役
人
（
市
吏
）
で
あ
っ
た
と
き
、

壺
公
が
壺
を
腰
に
さ
げ
て
市
に
い
る
の
を
見
か
け
、
費
長
房
は
こ
れ
に
従
い
、
自
ら
遠
路
出
向
い
て
、
こ
の
壺
に
と
も
に
は
い
り
、
仙
人

の
道
（
仙
路
）
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
（
25
（

」
と
あ
る
。

　

岡
大
路
は
神
仙
思
想
と
園
林
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
神
仙
思
想
に
現
れ
た
る
山
川
海
島
は
其
の
儘
の
姿
に
於

て
思
索
観
賞
の
対
象
と
な
り
得
る
許
り
で
な
く
、
其
れ
が
空
想
的
幻
影
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
て
行
く
と
い
う
所
に
特
長
を
有
し
」
と
し
、

「
假
山
（
築
山
）
や
選
石
に
種
々
の
名
称
を
附
し
、
自
然
風
致
の
中
に
見
ら
れ
る
有
る
が
儘
の
形
を
誇
張
し
空
想
化
し
て
行
く
と
い
う
趣

致
的
方
面
に
ま
で
展
開
し
て
行
く
の
も
、
其
の
根
源
を
索
む
れ
ば
遠
く
こ
の
神
遷
思
想
は
老
荘
と
結
び
つ
き
高
踏
隠
逸
の
居
常
を
求
む
る

と
い
う
傾
向
を
帯
び
、
彼
の
道
観
が
常
に
山
川
幽
𨗉
の
地
を
選
ん
で
営
ま
れ
る
と
い
う
の
も
畢
竟
す
る
に
這
般
の
思
想
か
ら
出
発
す
る
の

で
あ
っ
て
、
其
れ
が
再
転
し
て
山
居
の
林
泉
風
致
に
影
響
を
与
え
て
い
く
も
の
と
思
う
」。
こ
れ
は
全
体
傾
向
を
言
っ
た
も
の
だ
が
、
作

庭
意
図
全
体
に
対
す
る
志
向
は
、
細
部
に
も
そ
の
工
夫
が
表
れ
る
。

　

李
漁
は
、
庭
園
構
築
に
欠
か
せ
な
い
築
山
に
つ
い
て
、
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
「
洞
」
に
造
り
、
人
が
入
れ
る
よ
う
に
し
て
、
さ
ら
に
「
水

の
落
ち
口
を
造
り
、
水
の
し
た
た
る
音
が
、
朝
と
な
く
夕
と
な
く
、
ぱ
た
り
ぽ
た
り
と
聞
こ
え
る
よ
う
に
し
て
お
く
」。
こ
の
中
に
は
い

る
と
「
六
月
に
も
寒
さ
を
感
じ
、
ほ
ん
と
う
に
奥
深
い
谷
間
に
住
ん
で
い
る
」（「
石
洞
」）
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
造
る
。
そ
う
す
れ
ば

山
中
の
洞
窟
に
見
立
て
た
築
山
と
な
る
。

　

園
林
の
配
置
と
し
て
、「
中
国
古
代
の
庭
園
に
常
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
大
小
の
空
間
を
転
換
さ
せ
る
対
比
の
手
法
」（
劉
敦
楨
）
が
用

い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
小
さ
な
中
庭
か
ら
別
有
洞
天
の
洞
の
向
こ
う
に
別
の
風
景
が
見
え
隠
れ
し
、
そ
こ
を
く
ぐ
れ
ば
別

の
空
間
が
広
が
る
壺
中
天
地
の
し
か
け
で
も
あ
る
。

　

中
花
園
の
「
雪
香
雲
蔚
亭
」
の
回
り
に
は
梅
の
木
な
ど
樹
木
が
取
り
囲
む
。
そ
の
亭
に
入
る
に
は
白
壁
に
円
形
が
く
り
ぬ
か
た
洞
門
を



東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号

一
二
六

通
る
。
そ
の
東
に
小
径
を
進
ん
で
橋
を
渡
る
と
池
に
面
し
て
「
梧
竹
幽
居
」
と
文
徴
明
に
よ
る
題
字
の
か
か
っ
た
亭
が
あ
り
、
亭
の
白
壁

は
四
方
に
円
洞
門
が
あ
る
。「
こ
れ
を
と
お
し
て
池
を
望
め
ば
、
風
景
が
あ
た
か
も
環
の
な
か
に
お
さ
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
」（
劉
敦
楨
）

と
あ
る
よ
う
に
、
重
な
り
あ
っ
て
重
層
的
な
景
色
を
く
り
抜
く
。

　

壁
に
あ
け
ら
れ
た
洞
門
や
漏
窓
、
空
窓
も
、
絵
画
の
見
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
壺
中
天
地
の
視
覚
的
な
し
か
け
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
園
冶
』「
掇
山
・
池
山
」
で
は
、「
池
に
山
を
配
す
る
こ
と
は
園
中
の
第
一
勝
で
あ
る
。
大
な
る
が
ご
と
く
小
な
る
が
ご
と
く

妙
境
を
現
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
際
に
歩
石
を
点
じ
、
嶺
あ
れ
ば
飛
梁
を
架
す
。
洞
穴
潜
蔵　

穿
巌
逕
水　

峰
巒
飄
渺　

漏
月
招
雲

　

そ
の
趣
は
世
上
の
仙
境
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」、「
峭
壁
山
は
壁
を
利
用
し
て
つ
く
る
。
白
壁
を
紙
に
見
立
て
て
こ
れ
に
石
を
絵
の

よ
う
に
配
す
る
。
岩
は
皴

し
ゅ
ん
も
ん文

（
ひ
だ
の
あ
る
岩
）
を
結
び
古
人
の
筆
意
の
ご
と
き
感
じ
を
だ
す
。
こ
れ
に
黄
山
の
松
栢
・
古
梅
・
叢
竹
を

植
え
て
景
を
円
窓
に
中
に
収
め
る
」（「
掇
山
・
峭
壁
山
」）
と
あ
る
。
池
に
山
を
配
し
そ
こ
に
、
掇
山
の
項
目
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
山
石
池
、

峰
、
巒
（
連
な
る
山
々
）、
巌
、
洞
、
澗た

に

、
曲
水
、
瀑
布
を
配
し
て
、
峭
壁
山
の
全
体
像
は
、
山
水
画
の
世
界
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
境

地
は
仙
境
に
見
立
て
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
庭
園
は
、
た
だ
閑
居
を
好
ん
で
自
然
の
ミ
ニ
マ
ム
版
を
住
ま
い
に
つ
く
っ
て
自
然
の
風
情
の
悦
楽
に
ふ
け
っ
た

の
で
は
な
く
、
都
会
の
限
ら
れ
た
空
間
の
中
に
あ
っ
て
、
意
趣
を
こ
ら
し
て
そ
の
空
間
を
山
水
画
の
意
境
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

見
立
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
、
理
想
と
す
る
空
霊
の
境
地
、
あ
る
い
は
仙
境
の
幻
想
を
意
識
的
に
構
築
し
て
い
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。



一
二
七

中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

（
五
）
船
の
意
象

　

中
花
園
に
は
「
香
洲
」
と
呼
ば
れ
る
固
定
さ
れ
た
「
舫ボ

ウ

」（
ふ
ね
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
香
洲
」
の
楼
閣
は
、二
層
船
室
を
見
立
て
て
い
る
。

「
蘇
州
の
画
舫
（
彫
刻
・
絵
画
で
装
飾
し
た
船
）
に
似
て
い
る
」（
劉
敦
楨
）
と
さ
れ
る
。
水
面
に
面
し
て
そ
の
姿
が
映
る
。
船
の
先
は

台
、
そ
れ
に
続
く
亭
、
船
の
中
程
は
榭

う
て
な

（
高
殿
）、
船
尾
は
閣
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
東
西
南
北
の
な
が
れ
が
交
差
す
る
と
こ
ろ

に
突
き
出
る
形
で
配
さ
れ
て
い
る
。
舫
の
屋
根
は
前
後
二
つ
の
入
母
屋
造
で
、
拙
政
園
の
場
合
は
比
例
の
美
し
い
典
型
的
な
例
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
舫
の
中
に
は
「
一
枚
の
大
鏡
が
あ
っ
て
対
岸
の
倚
玉
軒
一
帯
の
景
物
を
映
し
出
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
景
観
の
奥
行
を
増
す
一
種
の

方
法
で
あ
る
」（
劉
敦
楨
）
と
い
う
。

　

石
と
木
で
で
き
た
固
定
し
た
「
舫
」
は
、
拙
政
園
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
水
に
臨
ん
で
建
築
さ
れ
「
旱か

ん
せ
ん船

」
と
も
よ
ば
れ
、
水
面
と

調
和
さ
せ
る
た
め
に「
か
な
ら
ず
水
平
線
を
基
調
と
す
る
」こ
と
に
注
意
が
は
ら
わ
れ
る
。
池
の
ほ
と
り
に
位
置
し
な
い
場
合
は「
船
庁
」

と
よ
ば
れ
る
。

　

舫
に
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か
、
北
宋
の
欧
陽
脩
（
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
）（
号
は
酔
翁
）
に
よ
る
『
画

舫
斎
記
』（
一
〇
四
二
年
、
三
五
歳
の
時
に
書
か
れ
た
（
26
（

）
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
「
官
暑
東
側
の
部
屋
に
、
休
憩
場
所
を
造
っ
て
「
画
舫
斎
」
と
名
付
け
た
。
画
舫
斎
の
部
屋
は
間
口
一
部
屋
分
、
奥
行
き
七
部
屋
分
の

広
さ
で
、
筒
抜
け
状
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
部
屋
に
入
る
も
の
は
、
あ
た
か
も
船
室
に
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
部
屋
の
奥
ま
っ
た
暗
が

り
に
は
そ
の
上
に
穴
を
開
け
て
明
か
り
取
り
の
窓
を
つ
け
た
。
風
通
し
が
よ
す
ぎ
る
と
こ
ろ
は
、
両
側
に
欄
干
を
わ
た
し
て
起
ち
居
の

支
え
に
し
た
。
こ
の
部
屋
で
休
む
と
き
に
は
あ
た
か
も
船
上
で
休
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
外
に
見
え
る
石
山
は
高
く
そ
そ
り
た
ち
、

と
り
ど
り
の
草
木
が
両
側
の
庇
の
下
に
見
え
、
川
の
中
ほ
ど
に
浮
か
ん
で
、
両
岸
の
風
景
を
眺
め
て
い
る
よ
う
な
好
ま
し
い
風
情
で
あ
る
。
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そ
こ
で
舫
と
い
う
命
名
を
し
た
の
だ
」。

　

部
屋
を
舫
に
見
立
て
、
窓
か
ら
見
え
る
庭
を
川
の
両
岸
に
見
立
て
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
好
み
と
い
う
の
で
は
な
く
、
意
図
的
に
造

ら
れ
て
い
る
。

「『
周
易
』
の
卦
の
象
で
困
難
な
状
況
に
さ
し
か
か
っ
て
い
れ
ば
必
ず
「
渉
川
（
川
を
渉
る
）」
す
る
こ
と
と
い
う
。
思
う
に
舟
と
は
、
難

関
を
渉
る
た
め
に
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、
安
住
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
現
在
私
が
官
署
の
と
な
り
に
こ
の
部
屋
を
つ
く
っ
た
の
は
、

休
む
た
め
で
あ
る
の
に
、
舟
と
い
う
命
名
を
す
る
の
は
、
理
に
背
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」。

　

そ
し
て
今
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
左
遷
さ
せ
ら
れ
そ
の
た
び
に
舟
で
川
を
渡
っ
て
き
て
、
今
に
至
っ
た
と
い
う
艱
難

を
く
ぐ
り
に
け
て
き
た
経
歴
を
述
べ
、
夢
に
ま
で
舟
で
危
険
な
め
に
あ
っ
て
い
る
光
景
を
み
る
。
最
後
は
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

　
「
も
し
も
危
険
を
犯
し
て
利
益
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
罪
を
犯
し
て
自
由
に
な
ら
ぬ
身
で
も
な
く
、
順
風
満
帆
舟
を
進
め
、
堂
々
と
舟

上
の
寝
床
の
上
に
い
て
一
日
に
千
里
も
奔
れ
る
な
ら
ば
、
舟
の
道
行
き
も
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
考
え
て
み
る
と
自
分
に
は
暇
な
時

間
が
な
い
。〈
舫
〉
と
は
休
み
た
め
の
舟
の
こ
と
だ
か
ら
、
ま
ず
は
我
が
部
屋
に
命
名
す
る
の
が
不
都
合
な
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
」。

　
『
周
易
』
震
下
巽
上
の
「
卦
全
体
の
判
断
、
卦か

じ辞
」
と
し
て
、「
益
は
往
く
攸

と
こ
ろ

有
る
に
利
あ
り
。
大
川
を
渉
る
に
利
あ
り
」（
こ
の
卦
が

出
た
ら
前
進
し
て
よ
ろ
し
い
。冒
険
を
し
て
も
よ
ろ
し
い
）と
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
欧
陽
脩
よ
り
少
し
後
に
な
る
が「
伊
川
易
伝
」（
北
宋
・

程
頤
〈
伊
川
〉、
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
）
で
は
、「
益
と
は
天
下
に
益
す
る
の
道
な
り
。
故
に
往
く
攸
有
る
に
利
あ
り
。
益
の
道
以
て
険

難
を
済わ

た

る
可
し
。
大
川
を
渡
る
に
利
あ
り
。」（
益
と
は
天
下
に
利
益
を
与
え
る
道
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
往
く
攸
有
る
に
利
あ
り
」、
前
進

し
て
よ
ろ
し
い
と
言
う
。
益
の
卦
の
行
き
方
と
い
う
も
の
は
、
危
険
を
わ
た
る
の
に
適
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
「
大
川
を
渉
る
に
利
あ

り
」
と
言
う
）
と
す
る
（
27
（

。

　

欧
陽
脩
は
、
今
ま
で
の
危
険
な
状
況
の
乗
船
と
は
異
な
り
、
今
度
は
公
を
利
す
る
た
め
に
官
職
に
つ
い
て
働
い
て
お
り
、
何
の
臆
す
る



一
二
九

中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

と
こ
ろ
も
な
い
状
態
に
あ
り
、
こ
の
ま
ま
こ
の
川
を
渉
っ
て
い
く
べ
き
で
、
今
乗
る
船
は
、
何
の
は
ば
か
る
こ
と
も
な
く
心
配
す
る
こ
と

も
な
い
船
な
の
だ
と
い
う
意
識
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
欧
陽
脩
は
こ
こ
で
は
直
接
庭
園
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
庭
園
と
い
う
空

間
は
、
そ
こ
に
は
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
岸
辺
に
見
立
て
た
庭
園
と
船
に
見
立
て
た
部
屋
は
自
分
の
心
休
ま
る
居
場
所
を
得

た
そ
の
心
情
の
表
出
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
、
拙
政
園
の
景
観
の
う
ち
、
他
の
庭
園
に
も
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
景
観
で
な
お
か
つ
時
代
的
な
変
遷
を
重
層
的
に
背
負
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
工
夫
を
選
ん
で
、
そ
の
趣
向
の
中
に
蓄
積
さ
れ
た
意
図
や
背
景
を
考
察
し
た
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
拙
政
園
は
設
計
に
か
か
わ
っ
た
文
徴
明
の
こ
ろ
か
ら
主
を
転
々
と
変
え
て
ゆ
き
、
そ
の
つ
ど
新
た
に
主

の
意
図
で
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
李
漁
は
「
人
が
住
宅
を
造
る
の
は
、
読
書
し
作
文
す
る
の
と
趣
は
同
じ
」
で
あ
り
、
み
な
が
名
園
ば
か

り
を
ま
ね
す
る
だ
け
で
、
独
創
性
が
な
く
陳
腐
な
も
の
ば
か
り
追
い
か
け
る
作
庭
を
す
る
こ
と
を
、
人
ま
ね
文
章
で
新
し
い
文
章
を
つ
く

ら
な
い
の
と
同
じ
だ
と
批
判
し
、
新
し
い
創
意
工
夫
を
主
張
し
た
。
中
国
に
お
い
て
は
古
典
庭
園
を
そ
の
ま
ま
珍
重
し
て
維
持
し
よ
う
と

す
る
ベ
ク
ト
ル
よ
り
も
、
新
し
い
工
夫
を
編
み
出
し
常
に
変
化
す
る
の
を
好
む
傾
向
が
強
い
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
そ
こ
に
は
、
拙
政
園
を
通
し
て
見
た
庭
園
の
表
象
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
意
匠
は
そ
れ
が
全
く
新
た
に
出
て
き
た
の
で

は
な
く
、
変
わ
ら
ず
希
求
さ
れ
て
き
た
古
来
か
ら
の
隠
逸
の
志
向
が
あ
り
、
そ
こ
に
喧
噪
に
山
居
を
求
め
、
そ
の
庭
園
に
壺
中
天
地
の
静

謐
な
別
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
庭
園
空
間
に
は
、
石
、
水
、
築
山
を
は
じ
め
と
す
る
構
成
要
素
に
托
さ
れ
て
山
水
の
景
観
が
見
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
漏
窓
、
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洞
門
に
見
立
の
工
夫
が
重
ね
ら
れ
て
理
想
の
イ
メ
ー
ジ
が
増
幅
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
国
庭
園
は
ど
こ
を
と
っ
て
も
多
様
な

見
立
に
満
ち
て
お
り
、
い
わ
ば
イ
メ
ー
ジ
の
集
積
体
と
い
え
る
。

　

今
回
は
、
拙
政
園
の
み
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
特
長
が
明
快
な
別
の
園
林
の
検
討
は
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

注

（
1
）
田
中
淡
「
中
国
造
園
史
研
究
の
現
状
と
諸
問
題
」『
造
園
雑
誌
』
五
一
（
三
）
日
本
造
園
学
会　

一
九
八
八
年
二
月

（
2
）
田
中
淡
、
外
村
中
、
福
田
美
穂
編
『
中
国
古
代
造
園
史
料
集
成
―
増
補
哲
匠
録　

畳
山
篇　

秦
漢
―
六
朝
』
中
央
公
論
美
術
出
版　

二
〇
〇
三
年
五
月

（
3
）
田
中
淡
「
中
国
造
園
史
に
お
け
る
初
期
的
風
格
と
江
南
庭
園
遺
構
」『
東
方
学
報
』
六
二　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

一
九
九
〇
年
三
月		

（
4
）
陳
従
周
『
説
園
』（
中
英
対
照
）
同
济
大
学
出
版
社　

二
〇
〇
三
年
二
月
、
日
訳
書
‥
佐
藤
昌
、
河
原
武
繁　

日
本
造
園
修
景
協
会
・
東
洋
造
園
研
究
会

　

一
九
八
六
年
九
月

（
5
）『
木
経
全
書
』（『
園
冶
』）
橋
本
時
雄
解
説　

渡
辺
書
店　

一
九
七
〇
年
一
月
、
佐
藤
昌
『
園
冶
研
究
』
日
本
造
園
修
景
協
会
・
東
洋
造
園
研
究
会　

一
九
八
六
年
九
月

（
6
）
杉
村
勇
造
『
中
国
の
庭
―
造
園
と
建
築
の
伝
統
』
求
龍
堂　

一
九
六
六
年
九
月

（
7
）劉
敦
楨
著
、田
中
淡
訳『
中
国
の
名
庭
―
―
蘇
州
古
典
園
林
』小
学
館　

一
九
八
二
年
七
月
、劉
敦
楨『
蘇
州
古
典
園
林
』中
国
建
築
工
業
出
版
社（
一
九
八
〇

年
）
の
全
訳　

本
稿
で
は
、
本
書
を
引
用
す
る
際
に
、
単
に
（
劉
敦
楨
）
で
表
記
す
る
。

（
8
）
創
建
年
月
は
、
劉
敦
楨
に
よ
る
と
「
王
氏
拙
政
園
記
」
の
記
載
か
ら
の
判
断
で
は
一
五
一
三
年
に
な
り
、
王
献
臣
の
「
拙
政
園
図
詠
跋
」
に
よ
る
と

一
五
〇
九
年
に
な
る
。
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中
国
庭
園
に
お
け
る
見
立
の
表
象 

─ 

拙
政
園
を
例
に
し
て

（
9
）
陳
植
・
張
公
馳
選
注
、
陳
従
周
校
閲
『
中
国
歴
代
名
園
記
選
注
』
安
徽
科
学
技
術
出
版
社　

一
九
八
三
年
九
月

（
10
）
周
道
振
・
張
月
尊
『
文
徴
明
年
譜
』
百
家
出
版
社　

一
九
九
八
年
八
月

（
11
）
文
徴
明
「
王
氏
拙
政
園
」『
中
国
歴
代
名
園
記
選
注
』
所
収

（
12
）
岡
大
路
『
支
那
庭
園
論
』
彰
国
社　

一
九
四
三
年
八
月		

な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
旧
仮
名
遣
い
を
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

（
13
）
王
世
貞
「
霊
洞
山
房
記
」『
中
国
歴
代
名
園
記
選
注
』
所
収

（
14
）
郭
煕
「
山
水
訓
」『
林
泉
高
致
』
青
木
正
児
訳
『
青
木
正
児
全
集
』
第
六
巻
所
収　

春
秋
社　

一
九
八
三
年
三
月

（
15
）
佐
藤
昌
『
中
国
造
園
史
』（
上
巻
）
日
本
公
園
緑
地
協
会　

一
九
九
一
年
六
月

（
16
）
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
計
成
著
、
趙
農
注
釈
『
園
冶
図
説
』、
前
掲
書
（
５
）『
木
経
全
書
』（『
園
冶
』）、
佐
藤
昌
『
園
冶
研
究
』、
上
原
敬
二
『
園
冶
』
加

島
書
店
一
九
七
二
年
一
〇
月
等
を
参
照

（
17
）李
漁『
閒
情
偶
寄
』『
李
漁
全
集
』第
三
巻　

浙
江
古
籍
出
版
社　

一
九
九
二
年
十
月
、『
閒
情
偶
寄
』の
巻
四「
居
室
部
」の
み
日
訳
と
し
て
中
田
勇
次
郎『
文

房
清
玩
』
三
（
二
玄
社
一
九
七
六
年
五
月
）
が
あ
り
、
引
用
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。

（
18
）
杜
綰
著
『
雲
林
石
譜
』
陳
雲
軼
訳
注　

重
慶
出
版
集
団　

二
〇
〇
九
年
七
月

（
19
）
外
村
中
「
明
末
清
初
以
前
の
中
国
庭
園
に
お
け
る
太
湖
石
に
つ
い
て
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
五
九
（
一
）
日
本
造
園
学
会　

一
九
九
五
年
八
月

（
20
）
周
密
「
呉
興
園
林
記
」『
中
国
歴
代
名
園
記
選
注
』
所
収

（
21
）
文
震
亨
『
長
物
志
』
重
慶
出
版
社　

二
〇
〇
八
年
五
月　

訳
は
杉
村
勇
造
『
中
国
の
庭
』
を
用
い
た
。
東
洋
文
庫
『
長
物
志
』
一　

荒
井
健
他
訳
注
（
平

凡
社
一
九
九
九
年
一
二
月
）
の
注
に
、「
古
が
世
俗
か
ら
の
時
間
的
隔
離
な
ら
ば
、
遠
は
空
間
的
隔
離
」
と
す
る
。

（
22
）『
故
宮
博
物
院
第
一
巻
南
北
朝
～
北
宋
の
絵
画
』
日
本
放
送
出
版
協
会　

概
説
‥
藤
田
伸
也　

一
九
九
七
年
一
一
月

（
23
）
計
成
著
、
趙
農
注
釈
『
園
冶
図
説
』（
引
用
部
分
は
注
釈
部
分
）
山
東
画
報
出
版
社
二
〇
〇
五
年
五
月



東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号

一
三
二

（
24
）『
雲
笈
七
籤
』
書
目
文
献
出
版
社　

一
九
九
二
年
七
月

（
25
）
酈
道
元
『
水
経
注
疏
』（
楊
守
敬
、
熊
會
貞
疏
、
段
煕
仲
点
校
、
陳
橋
驛
復
校
）	

江
蘇
古
籍
出
版
社　

一
九
八
九
年
六
月

（
26
）『
欧
陽
脩
全
集
』
第
二
冊　

李
逸
安
点
校　

中
華
書
局　

二
〇
〇
九
年
一
月

（
27
）
本
田
濟
『
易
経
講
座
』
下　

斯
文
会　

二
〇
〇
七
年
三
月


