
口
フ

パ
史
と
中
園
史
と
の
う
え
に
、
中
世
を
展
開
さ
せ
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た

こ
と
に
お
も
い
い
た
れ
ば
、
本
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
考
古
率
的
事
賓

が
世
界
史
上
に
も
つ
意
義
は
、
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
か
に
き
づ
く
こ
と

で
あ
ろ
う
。
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な
お
本
書
に
お
さ
め
ら
れ
た
入
三
葉
の
闘
版
は
、
い
ず
れ
も
ソ
連
邦
嘗
局
の

提
供
に
か
か
る
篤
異
に
も
と
*
つ
い
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
筆
者
も
か
つ
て
一
九

五
七
年
レ
エ
ン
グ
ラ

l
ド
の
エ
ル
ミ
タ
l
ジ

ュ
博
物
館
に
お
い
て
、
』

-HNEm-

ロ
r
o
数
授
の
好
意
に
よ
り
こ
れ
ら
遺
物
を
手
に
す
る
こ
と
を
え
て、

ひ
と
し
お

の
感
激
を
お
ぼ
え
た
が
、
本
箇
版
に
接
し
、
そ
の
貨
物
以
上
の
鮮
明
さ
に
、

あ

ら
た
め
て
胸
お
ど
る
お
も
い
に
か
ら
れ
た
し
だ
い
で
あ
る
。

著
者
梅
原
末
治
博

士
は
、
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
古
墳
群
の
遺
物
と
親
縁
関
係
に
あ
る
朝
鮮
幾
浪
郡
遺
跡

の
設
掘
調
査
を
、
多
年
に
わ
た

っ
て
指
骨
目
指
導
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
に
漢
代
文
物
に
封
し
も
っ
と
も
ふ
か
い
造

詣
を
も
っ
博
士
が
、
か
つ
て

一
九
二
七
年
、

二
八
年
、
三

O
年
と
都
合
三
た
び

訪
ソ
し
て
、
ノ
イ

γ
・
ウ
ラ
古
墳
出
土
の
遺
物
に
つ
き
精
密
な
観
察
・
調
査
を

さ
れ
た
成
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に

ノ
イ

γ
・
ウ
ラ
澄
掘
遺

物
|
ー
と
く
に
こ
れ
ま
で
の
調
査
報
告
書
が
ゆ
る
が
せ
に
し
て
い
た
中
国
系
遺

物
|
|
の
調
査
研
究
に
閥
す
る
決
定
版
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
嘗
初
ソ
連
邦
物
質
文
化
撃
院
長
オ
ル
デ
ン

プ
ル
グ
数
授
の
要
請
に
よ
っ
て
、
向
島
宇
院
か
ら
公
刊
さ
れ
る
計
重
で
あ

っ
た
ら

し
い
が
、
の
ち
同
数
授
の
長
逝
に
あ
っ
て
、
そ
の
計
査
が
挫
折
し
た
た
め
、
あ

ら
た
め
て

一
九
四
二
年
東
洋
文
庫
論
叢
の
一

朗
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
は
こ
び
と

な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
上
梓
の
寸
前
、
不
幸
に
も
東
京
空
襲
に
あ
っ
て
全
焼
し
た

の
で
、
戟
後
ふ
た
た
び
稿
を
と
と
の
え
、
こ
こ
に
三
十
徐
年
の
曲
折
を
へ
て
本

室
田
の
完
成
を
み
た

ιい
う
。
老
い
て
ま
す
ま
す
壮
ん
な
気
力
に
よ
っ
て
、
い
か

な
る
障
碍
を
も
ふ
み
こ
え
て
ゆ
く
著
者
の
皐
間
研
究
の
熱
情
に
は
、
ま
っ
た
く

頭
の
さ
が
る
お
も
い
で
あ
る
。

(
田
村
賞
遺
)

中
園
古
代
の
田
制
と
税
法

|

|
秦
漢
経
済
史
研
究
||

卒

苓

次

著

中

昭
和
三
十
六
年
三
月

京

都

奨

文

堂

B
5剣
三

O
O頁

戦
後
、
中
園
古
代
史
の
研
究
、
と
く
に
秦
漢
史
の
そ
れ
に
い
ち
じ
る
し
い
設

展
が
み
ら
れ
る
の
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
秦
漢
史
の
根
本
史
料

で
あ
る
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
は
、
古
来
三
史
と
し
て
日

・
中
雨
園
に
お
い
て

長
年
月
の
問
、
幾
多
の
事
者
に
親
炎
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に

記
載
さ
れ
た
中
園
古
代
帝
国
の
園
家
纏
制
は
、
そ
の
後
幾
多
の
獲
遜
を
経
た
と

は
い
え
、
清
末
ま
で
お
よ
そ
こ

0
0
0徐
年
の
問
、
世
界
史
上
に
そ
の
巨
大
な

姿
を
と
ど
め
た
東
洋
的
ず
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
租
形
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
秦
漢
史
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
中
園
史
研

究
の
出
愛
黙
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

秦
漢
史
研
究
の
業
績
は
現
今
多
く
の
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
そ
の
業
績
が
ま

と
ま
っ
た
形
と
し
て
著
書
に
な

っ
た
も
の
も
か
な
り
の
数
に
達
し
て
い
る
。

そ

の
な
か
で
も
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
卒
中
氏
の
著
書
が
と
く
に
す
ぐ
れ
た
も
の
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
。

本
霊
園
の
構
成
は
序
文
に
つ
い
で
ま
ず
田
制
を
論
じ
た
六
篇
の
論
文
が
あ
り
、

そ
の
後
に
税
制
を
論
じ
た
六
篇
の
論
文
を
お
さ
め
、
移
り
に
附
録
と
し
て
二
篇
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の
論
文
を
付
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
論
文
は
、
今
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
由
学

術
雑
誌
上
に
設
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
作
成
の
た
め
と
く
に
新
し
く
書

か
れ
た
も
の
は
な
い
が
、
こ
う
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
出
る
と
全
燈
に
一
貫
し

た
髄
系
が
み
ら
れ
、
氏
の
過
去
に
お
け
る
諸
論
考
が
、
集
約
さ
れ
た
テ
l

マ
の

も
と
に
着
賞
な
史
料
操
作
と
般
密
な
検
設
を
綬
て
腕
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

わ
た
く
し
は
こ
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
、
論
述
の
都
合
上
わ
た
く
し
な
り
に
配

列
の
順
序
を
幾
更
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。
と
い
う
の
は
、
著
者
が
書
物
の

楳
題
に
し
た
が
っ
て
ま
ず
田
制
か
ら
は
じ
め
て
い
る
の
に
封
し
、
わ
た
く
し
は

税
制
・
田
制
と
い
う
逆
の
順
序
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
理
由
は
税
制
閥
係

論
文
は
著
者
の
濁
境
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
問
題
と
す
べ
き
貼
も
な

い
か
ら
な
る
べ
く
簡
単
に
紹
介
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
田
制
関
係
論
文
は

現
下
の
秦
漢
史
研
究
の
問
題
貼
に
ふ
れ
る
箇
所
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を

後
に
ま
わ
し
て
、
の
も
の
批
許
に
つ
づ
け
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
税
制
閥
係
論
文
か
ら
、
そ
の
内
容
の
時
間
的
総
起
の
順
序
に
し
た
が
っ

て
紹
介
し
て
ゆ
く
と
、
付
『
漢
代
の
復
除
と
周
躍
の
施
合
』
(
第
十
二
章
)
。

本
論
は
周
殺
に
お
け
る
税
役
の
復
除
記
事
(
施
合
)
の
内
容
を
解
説
す
る
に
あ

た
っ
て
、
註
郡
家
の
使
用
す
る
「
牧
事
L

「
役
事
」
(
ま
た
は
軍
に
「
事
」
と

す
る
と
と
も
あ
る
)
等
の
語
が
漢
書
な
ど
に
も
み
え
、
こ
れ
が
賦
税
・
傍
役
の

一用
方
而
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
代
に
お
け
る
復

除
に
は
税
役
雨
者
を
ふ
く
む
場
合
と
、
そ
の

い
ず
れ
か
一
つ
の
場
合
と
の
三
つ

の
ケ
l

ス
が
あ
る
こ
と
を
の

へ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
付
随
し
て
、
周

砲
の
施
合
に
封
す
る
見
解
が
、
漢
麿
の
沓
註
の
場
合
こ
れ
を
税
役
爾
者
の
菟
除

と
す
る
に
封
し
、
宋
以
後
の
新
注
で
は
力
役
の
み
の
菟
除
と
す
る
貼
で
相
違
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
註
家
の
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
背
景
の

相
違
を
示
唆
し
て
い
る
貼
は
注
目
に
債
す
る
。
口
『
漢
代
官
吏
家
族
の
税
役
菟

除
と
「
軍
賦
」
の
負
循
』
(
第
十
一
章
)
。
漢
童
困
惑
帝
紀
・
卸
位
元
年
(
一
九

四
B
・
C
-)
の
詔
に
、
現
勅
任
官
(
六
百
石
)
以
上
と
、
前
親
任
官
(
二
千

石
)
以
上
の
官
吏
の
家
族
に
封
す
る
税
役
苑
除
に
制
す
る
法
令
が
で
て
お
り
、

そ
の
な
か
に
官
吏
家
族
の
税
役
一
般
の
兎
除
が
約
束
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
除

外
例
と
し
て
軍
賦
だ
け
が
徴
収
さ
れ
る
事
貨
に
つ
い
て
、
軍
賦
と
は
更
賦
の
誤

り
で
あ
乞
こ
と
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
白
『
居
延
漠
簡
と
漢
代
の
財
産
税
』

(
第
八
章
)
。
漢
代
の
税
制
に
つ

い
て
は
こ
れ
ま
で
幾
多
の
研
究
が
あ
る
が
、
財

産
税
の
質
種
に
つ
い
て
は
従
来
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
著
者
は
居

延
漢
簡
に
よ
っ
て
美
事
に
解
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
、
凶
原
片

一
四
六
・
候
長
得
底
勝
昌
里
公
衆
礼
忠
年
以
川
。
同
原
片
二
三

0
・
二
堆
…
隊
…
長
居

延
西
道
里
公
乗
徐
宗
年
五
十
。
の
二
つ
の
簡
の
う
ち
、
同
は
財
産
の
記
録
の
み

を
の
せ
て
い
る
に
封
し
、

ωは
中
段
に
は
財
産
を
、
上

・
下
段
に
は
家
口
を
記

録
し
て

い
る
事
貨
に
注
目
し
、

ωは
百
石
の
寧
更
で
あ
る
候
長
礼
忠
の
場
合
、

財
産
税
(
質
産
)
の
み
を
賦
課
し
て
人
頭
税
(
口
算
)
を
四
月
除
し
た
た
め
に
、

家
口
の
記
録
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
り
、
倒
は
財
産
税
と
と
も
に
人
頭
税
が
賦

課
さ
れ
る
た
め
、
家
口

の
記
録
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
倒
の
上
・
下
段

に
お
い
て
家
口
に
遠
い
の
あ
る
の
は
、
上
段
が

一
五
歳
以
上
の
成
年
者
を
列
察

し
た
も
の
で
あ
る
に
封
し
、
下
段
は
一
四
歳
以
下
の
未
成
年
者
で
あ
る
と
す

る
。
か
く
し
て
凶
倒
雨
簡
か
ら
錦
納
さ
れ
る
こ
と
は
、
川
財
産
税
は
身
分
の
上

下
に
か
か
わ
り
な
く
官
吏
も
庶
民
も
納
入
し
た
。

ω人
頭
税
は
庶
民
の
み
に
課

せ
ら
れ
た
。

ω倒
簡
に
お
い
て
財
産
と
家
口
と
を
並
記
し
た
の
は
、
口
算
も
貿

産
も
と
も
に
算
額
徴
牧
法
を
と
る
貼
で一

致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
貿
算
は
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一
0
0
0
0銭
に
つ
き
一

算
(
一
二

O
銭
)
、
口
算
は
成
年
者
一
人
に
つ
き
一
算

と
数
え
ら
れ
た
。

ωこ
の
よ
う
な
算
賦
徴
牧
の
た
め
に
は
、
上
記
木
簡
の
よ
う

な
算
簿
が
人
民
の
申
告
に
も
と
ず
い
て
作
成
さ
れ
た
等
の
諸
鮎
で
あ
る
。

本
論

は
著
者
の
開
拓
し
た
新
し
い
分
野
で
、
漢
代
税
制
の
質
種
を
き
わ
め
て
明
快
に

解
明
し
た
業
績
は
高
く
許
償
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

伺
『
漢
の
武
帝
の
算

繕
銭
』
(
第
九
章
)
。
算
絹
の
「
算
」
と
は
算
銭
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
絹
」

と
は
貫
銭
高
に
換
算
さ
れ
た
資
産
額
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
算
絹
と
は
畢
寛
、

財
産
税
と
同
一
性
格
の
も
の
に
な
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
一
般
の
財
産
税
と
は
ち

が
い
と
く
に
抑
商
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
商
人
は
一
般
財
産
税
の
五
倍
(
二

0
0
0銭
に
つ
き
一
算
、
)
工
業
者
は
二
・
五
倍
(
四

O
O
O銭
に
つ
き
一
算
)

を
徴
牧
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
武
帝
が
連
年
の
外
征
に
よ
っ
て
財
政
困
難
に
陥

り
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
元
狩
四
年
(
一

一
九
B
・
C
-
)
に
施
行
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
さ
い
商
人
は
財
産
の
申
告
を
真
面
目
に
行
な
わ
な
か

っ

た
の
で
、
そ
の
後
二
回
に
わ
た
っ
て
隠
匿
財
産
の
告
護
(
告
絹
)
が
行
な
わ

れ
、
中
等
以
上
の
商
人
が
大
部
分
破
産
す
る
・と
い
う
惨
吠
を
呈
し
た
。
こ
の
よ

う
な
措
置
は
も
と
よ
り
戦
時
鐙
制
を
さ
さ
え
る
た
め
の
臨
時
の
も
の
で
、
昭
帝

の
世
に
卒
和
が
回
復
す
る
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
と
す
る
。
田
『
漢
代
の
品
目
業

と
「
占
租
」
』
(
第
七
章
〉
。
漢
書
昭
帝
紀
・
始
元
六
年
(
入
一

B
・
C
-
)
七

月
の
僚
に
あ
る
販
頁
占
租
の
律
に
つ
い
て
解
明
し
た
も
の
で
、
と
れ
は
各
種
物

品
の
製
造
販
賓
の
場
合
に
申
告
納
税
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

円
『
漢
代
の
馬
口
銭
と
口
銭
』
(
第
十
章
)
。
漢
書
昭
帝
紀

・
元
鳳
二
年
(
七

九
B
・
C
-
)
六
月
の
僚
に
あ
る

「
馬
口
銭
L

が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
従

来
こ
れ
を
畜
産
税
と
す
る
設
と
、
未
成
年
者
の
口
賦
銭
二
三
銭
の
う
ち
三
銭

を
、
武
帝
が
と
く
に
車
騎
馬
の
費
用
に
充
て
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
設
と
の
こ
・

つ
が
あ
っ
た
が
、
著
者
は
こ
れ
を
畜
産
税
と
断
定
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

未
成
年
者
の
口
賦
銭
が
成
年
者
の
人
頭
税
と
と
も
に
漢
初
よ
り
存
在
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
漢
書
高
帝
紀
十

一
年
二
月
の
詔
に
あ
る
献
費
の
記
事
に
よ
っ

て
立
設
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
を
導
出
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
推
論
は
貨
に

巧
妙
で
、
著
者
な
ら
で
は
の
感
を
抱
か
し
め
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
回
制
に
う
つ
る
と
、
付

『
王
土
思
想
の
考
察
』

(第

一
章
)。
詩
経

・
小
雅
、
北
山
の
詩
に
あ
る
有
名
な
文
句
『
涛
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ
る
は
莫

く
、
率
土
の
演
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
莫
し
』

に
射
す
る
見
解
を
の
べ

な
が
ら
、

中
園
人
民
の
土
地
私
有
は
、
畢
覚
、
園
家
の
第

一
次
的
上
級
的
土
地
所
有
権
に

規
制
さ
れ
た
第
二
次
的
下
級
的
所
有
権
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が

っ
て
古
代
に
お
け

る
土
地
私
有
の
内
容
は
用
盆
占
有
権
を
主
内
容
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と

す
る
。
同
『
秦
代
土
地
制
度
の
一
考
察
|
「
名
目
宅
」
に
つ
い
て
』
(
第
二
章
)
。

史
記
商
君
俸
に
あ
る
商
戦
の
制
度
改
革
を
論
じ
た
も
の
で
、
周
の
制
度
に
お
い

て
は
土
地
所
有
が
特
定
の
貴
族
身
分
に
帽
附
属
し
た
が
、
秦
で
は
こ
れ
を
軍
功
身

分
(
爵
)
に
封
腹
す
る
土
地
所
有
制
に
切
り
換
え
、
奮
来
の
よ
う
に
貴
族
に
か

ぎ
ら
ず
、
ひ
ろ
く
一
般
庶
民
に
こ
れ
を
適
用
し
た
。
こ
の
場
合
軍
功
に
臨
応
じ
て

婦
属
せ
し
め
ら
れ
た
土
地
は
、
現
貨
に
一
般
民
の
耕
作
し
て
い
る
土
地
を
采
地

と
し
て
領
有
せ
し
め
る
も
の
で
、
外
観
的
に
は
沓
来
の
卿

・
大
夫

・
士
へ
の
土

地
腸
属
と
異
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
萄
子
議
兵
篇
、
商
子
境
内
篇
を
参
照

し
て
の
べ
て
い
る
。
回
『
秦
代
の
「
自
賓
田
」
に
つ
い
て
』
(
第
三
章
)
。
秦
の

土
地
制
度
に
つ
い
て
は
史
料
が
き
わ
め
て
と
ぼ
し
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

は
第
二
章
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
史
記
始
皇
本
紀
三
十
一
年
の
僚
に
引
か
れ

た
史
記
集
解
に
、
徐
度
目
と
し
て
「
使
斡
首
自
質
問
」
の
一
篠
が
あ
る
。
こ
の

問
責
は
手
賞
・
首
賓
と
同
義
で
、
秦
の
天
下
統
一
以
前
(
始
皇
二
ハ
年
)
に
行
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な
わ
れ
た

戸
口
申
告
と
、

こ
こ
に
か
か

げ
ら
れ
た

天
下
統
一
後
の
土
地
申
告

(自
費
回
)
と
を
劉
照
す
る
と
、
秦
の
全
国
支
配
に
戸
口・

土
地
帯
一帳
の
整
備

が
必
須
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
と
し
て
い
る
。

同

『
漢
代
の

「
名
田
」
「
占
田
」
に
つ
い
て
』

(第
問
章
)。
本
論
は
西
嶋
定
生
氏
が
『
漢

代
の
土
地
所
有
制
|
特
に
名
田
と
占
回

に
つ
い
て
』

(
史
事
雑
誌
、
五
八
の

一
)
に
お
い
て
の
へ

た
見
解
に
封
す
る
批
判
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

西
嶋
氏
は
漢
代
に
お
い

で
人
民
の
所
有
地
を
表
現
す
る
場
合
、
民
団
・
私
回
の

ほ
か
に
「
名
田
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
、
こ
れ
は
家
長
が
自
己
の
所
有
地
を

官
に
悼
告
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
官
が
所
有
を
認
容
す
る
と
い
う
意
味
を
内
務
す

る
語
で
、
名
田
の
名
は
自
他
識
別
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
後
漢
末
に
な
っ
て
園

家
樋
力
が
衰
え
る
と
と
も
に
土
地
申
告
の
操
作
が
弛
緩
し
、
新
に
用
盆
成
分
を

獄
占
し
た
私
的
所
有
地
を
意
味
す
る

「
占
回
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
と
結

論
す
る
に
射
し
、
著
者
は
名
田

・
占
固
と
い
う
土
地
名
稽
は
な
く
、
名
・
占
は

そ
れ
ぞ
れ
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
名
と
は
一

定
の
名
儀
者
に
そ
の

事
物
を
防
腐
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
名
儀
者
で
あ
る
人
民
は
図
家
権
力
に

従
属
す
る
臣
民
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
土
地
所
有
も
園
家
櫛
力
下
に
お
け
る

公
法
的
土
地
所
有
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
占
回
の
占
も
占
綾
の
意
で
は
あ
る

が
、
用
盆
成
分
を
濁
占
し
た
近
代
的
所
有
の
概
念
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く

公
法
的
土
地
所
有
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

回
『
漢
代
の
公
団
の

候
l
(間
閉
鎖
論
園
池
篇
の
記
載

)
1
に
つ
い
て
』

(第
五
章
)。

漢
代
の
公
田

の
問
題
を
論
ず
る
さ
い
、
す
べ
て
の
聞
学
者
が
と
も
に
重
要
な
諭
銭
と
す
る
、
騒

鍬
論
園
池
篇
の
文
の
輔
副
解
に
つ
い
て
の
過
設
を
訂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
こ
の
文
の
誤
讃
に
よ
っ
て
、
従
来
の
皐
者
が
漢
代
土
地
制
度
|
と
く
に
公
団

の
俵
輿
の
場
合
l
の
基
本
的
解
稗
に
重
大
な
髄
甑
を
生
じ
た
と
い
う
の
で
は

な
く
、
著
者
自
身
、
公
団
の
俵
輿
と
は
、
公
団
を
人
民
に
賦
奥
し
て
こ
れ
か
ら

回
犯
を
枚
取
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
見
解
を
し
め
し
て
い
る
。

円
『
漢
代
の
田

秘
と
災
害
に
よ
る
其
の
減
菟
』

(第
六
章
)。
本
論
は
木
村
正
雄
氏
の
論
文
『
中

園
古
代
専
制
主
義
と
そ
の
基
礎
』

(
歴
史
事
研
究
・

二一

七
貌
)
お
よ
び
『
秦

漢
時
代
の
田
租
と
そ
の
性
格
』

(
同
・

二
三
二
腕
)

の
二
篇
に
劃
す
る
批
判
の

形
を
と
っ
て
い
る
が
、
著
者
の
田
制
全
般
に
謝
す
る
見
解
を
総
括
的
に
の
べ

た

も
の
で
あ
る
。
木
村
氏
に
よ
れ
ば
、
戦
闘
時
代
か
ら
唐
の
均
回
制
時
代
を
終
え

る
ま
で
は
、
図
家
に
よ
る
人
頭
的
人
民
支
配
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で
古

代
に
属
す
る
。
こ
の
古
代
的
人
頭
支
配
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
華
北
農
業
の

基
礎
た
る
治
水
水
利
機
構
を
園
家
が
占
有
支
配
し
、
こ

の
支
配
に
よ
っ
て
農
耕

民
た
る
人
民
を
強
力
に
人
身
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が

っ
て
人

民
の
闘
家
に
謝
し
て
負
揺
す
る
税
役
は
、
園
の
水
利
機
構
管
理
に
謝
す
る
反
封

給
付
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
著
者
は
、
専
制

権
力
の
人
民
に
封
す
る
支
配
力
の
根
源
は
、
原
本
的
に
は
土
地
図
有
制
に
あ
る

と
の
見
解
を
と
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
初
頭
に
の
べ
ら
れ
た
王
土
思
想

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
木
村
氏
と
す
る
ど
く
封
立
し
て

い
る
の
は
団
組
に
封
す
る
見
解
で
あ
る
。
木
村
氏
は
園
家
の
水
利
機
構
管
理
を

人
民
支
配
の
重
要
な
フ

ァ
ク

タ
ー
と
す
る
た
め

A

回
程
は
農
業
生
産
税
に
ほ
か

な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
人
頭
税
の
一
環
と
み
る
に
封
し
、
著
者
は
田
租
は
土
地

占
有
槽
者
た
る
地
主
が
土
地
所
有
権
者
た
る
園
家
に
封
し
て
支
梯
う
地
代
で
あ

る
と
す
る
。

以
上
、
付
録
を
の
ぞ
い
て
本
論
全
部
の
紹
介
を
終
っ
た
。
紹
介
と
い
っ
て
も

主
旨
の

一
端
を
っ
た
え
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ

っ
て
著
述
の
全
容
を
も
れ
な

く
要
約
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
著
者
の
論
考
は
微
細
な
部
面
に
わ
た
っ
て
も
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周
到
な
論
議
を
つ
く
し
て
い
る
の
で
、
と
れ
ら
を
一
々
紹
介
す
る
こ
と
は
輿
え

ら
れ
た
紙
面
で
は

到
底
不
可
能

で
あ
る
。

付
録
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
内
容

も
、
砂
田
然
紹
介
す
べ
怠
も
の
で
あ
る
が
、
割
愛
す
る
の
や
む
な
き
に
い
た

っ

た
。
書
評
本
来
の
面
白
か
ら
い
っ
て
、
執
筆
を
携
暗
闘
し
た
以
上
、
愚
見
を
呈
示

せ
ね
ば
な
ら
な
い
段
階
に
立
到
っ

た
の
で
、
以
下
残
さ
れ
た
紙
面
に
そ
の

一
端

を
の
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

は
じ
め
に
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
付
第
六

章
は
本
番
所
牧
の
諸
論
文
中
最
長
篇
の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
著
者
の

中
園
古
代
史
に
謝
す
る
基
本
的
な
見
解
が
集
約
的
に
の
べ
ら
れ
た
箇
所
で
も
あ

り
、
そ
の
意
味
で
本
書
の
中
心
的
位
置
を
し
め
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、
わ
た

く
し
の
論
評
も
主
と
し
て
こ
こ
に
焦
貼
を
し
ぼ
っ
た
と
と
。
口
本
論
は
木
村
氏

に
封
す
る
批
剣
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
爾
氏
の
見
解
の
相
違

貼
を
た
乙
り
つ
つ
所
見
を
の
べ
た
こ
と
の
二
貼
で
あ
る
。

さ
て
以
下
に
の
べ
る
こ
と
は
本
書
に
よ
っ
て
誘
愛
さ
れ
た
疑
問
鮎
で
、
愚
聞

と
い
っ
た
方
が
適
切
な
の
だ
が
わ
た
く
し
の
考
え
を
ま
と
め
る
と
衣
の
五
箇
篠

に
な
る
。

川
田
租
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
著
者
が
こ
れ
を
地
代
と
規
定
す
る
に

封
し
、
木
村
氏
は
人
頭
税
の
一
環
と
す
る
。
こ
れ
を
税
制
上
の
問
題
と
し
て
み

る
と
き
、
田
租
は
土
地
所
有
面
積
に
感
じ
て
差
額
の
あ
る
税
で
あ
る
の
に
謝

し
、
人
頭
税
は
人
民
一
入
賞
に
定
額
賦
-
課
さ
れ
る
税
で
あ
る
か
ら
、
商
者
は
税

の
性
格
に
お
い
て
も
種
別
に
お
い
て
も
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
木
村
氏
の
よ
う

に
田
租
を
人
頭
税
の
一
環
と
す
る
こ
と
は
雨
者
を
混
同
す
る
こ
と
に
な
り
、
税

の
質
慢
を
正
し
く
把
握
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
漢
代
の
田
租
が
地
代
で
あ

る
こ
と
は
明
白
な
事
寅
で
あ

っ
て
、
こ
の
貼
は
著
者
の
考
え
が
正
し
い
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。

ωつ
ぎ
に
田
租
が
地
主
の
み
に
-
謀
せ
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、

萄
悦
の
論
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
で
は
地
主
と
は
何
で
あ

る
か
。

著
者
は
皇
帝
を
第
一
次
的
上
級
的
土
地
所
有
者
と
し
、
地
主
を
第
二
次

的
下
級
的
土
地
占
有
者
と
す
る
。
こ
の
考
え
は
一

般
的
に
正
し
く
、
撃
者
の
中

に
は
古
代
に
お
け
る
土
地
私
有
を
、
と
も
す
れ
ば
近
代
的
な
濁
占
的
排
他
的
土

地
所
有
概
念
に
よ

っ
て
慮
理
し
て
し
ま
う
傾
向
が
な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
、

著
者
の
よ
う
に
、
人
民
の
土
地
所
有
の
基
底
に
園
家
的
土
地
所
有
が
前
提
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
地
主
と
は
土

地
占
有
権
者
で
あ
る
と
規
定
し
た
場
合
、
後
漢
書
章
帝
紀

・
元
和
元
年
二
月
詔

に
「
其
れ
郡
園
に
令
し
、
人
の
回
無
く
し
て
他
界
に
従
り
、
肥
抽
腕
に
就
か
ん
と

欲
す
る
者
在
所
に
到
ら
ば
公
団
を
給
し
租
を
枚
む
る
勿
き
こ
と
五
歳
、
算
を
除

く
こ
と
三
年」

と
あ
る
の
を
ど
う
解四拝
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
著
者
は
こ
の

よ
う
な
場
合
を
公
回
の
仮
作
と
解
し
、
公
団
に
お
い
て
は
皇
帝
が
第
一
次
的
土

地
所
有
権
を
も
っ
と
と
も
に
、
問
時
に
第
二
次
的
占
有
権
を
も
掌
握
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
公
田
俵
作
者
は
私
田
の
回
収
作
の
場
合
と
同
緩
に
占
有
権
者
(
公

団
の
場
合
は
園
家
)
か
ら
土
地
を
賃
借
す
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
み
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
で
は
公
回
伎
作
者
に
直
接
的
に
は
田
租
納
入
の
法
的
義
務
が
生
じ
な

い
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

方
、
木
村
氏
は
右
の
公
回
仮
作
者
の
場
合

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
田
租
は
無
田
の
貧
民
に
も
謀
せ
ら
れ
る
と
論
断
す
る

が
、
公
団
俵
作
者
を
は
た
し
て
無
回
者
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
リ

一
陸
、
公
回
の
耕
作
は
、

H
官
奴
解
に
耕
作
せ
し
め
る
場
合
、
口
人
民
に
小
作

せ
し
め
る
場
合
、
白
人
民
を
雇
傭
し
て
耕
作
せ
し
め
る
場
合
等
、
種
々
の
ケ
ー

ス
が
あ
る
が
、
伺
人
民
に
賦
奥
し
て
耕
作
せ
し
め
る
場
合
が
よ
り
一

般
的
で
あ

る。

こ
の
賦
輿
と
俵
作
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
ど
う
ち
が
い
、
ま
た
公
団
賦
奥

の
場
合
に
耕
作
者
に
占
有
権
が
あ
る
か
な
い
か
が
公
団
の
田
租
問
題
を
解
く
鍵
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と
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
要
は
土
地
占
有
権
者
で
あ
る
一
般
地
主
も
公
田
耕
作

者
も
、
と
も
に
田
租
を
負
摺
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
貨
を
も
う
一
度

検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
著
者
の
第
六
章
に
お
け
る
土
地
占
有
権

と
田
租
負
撚
と
の
相
関
閥
係
論
を
推
し
す
す
め
て
ゆ
く
と
、
第
五
章
に
お
け
る

公
団
回
収
作
と
田
租
納
入
の
閥
係
が
第
五
章
の
行
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の

か
が
あ
ら
た
な
問
題
貼
と
な
ろ
う
。

ω著
者
も
木
村
氏
も
と
も
に
専
制
樽
力

の
個
別
的
人
身
支
配
を
説
き
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
支
配
の
具
現
す
る
基
盤
と

し
て
、
著
者
は
土
地
図
有
を
、
木
村
氏
は
水
利
機
構
の
園
家
管
理
を
定
立
す

る
。
雨
者
の
考
え
は
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ

マ
ル
ク
ス
と
ウ
イ

ッ
ト
フ
ォ

1
ゲ

ル
の
立
場
に
比
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
問

題
は
、
制
卒
中
氏
の
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
デ
ス
ポ
テ
イ

ズ
ム
の
個
別
的
人
身

支
配
が
、
も
し
園
家
的
土
地
所
有
を
必
須
の
媒
介
物
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
立
錐
の
土
地
も
も
た
な
い
と
さ
れ
る
庭
汎
な
小
作
農
民
層
は
、
土
地
占

有
植
者
と
し
て
田
租
を
納
入
す
る
地
主
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ

ム
の
支
配
を
-
つ
け
る
と
み
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

ωま
た
木
村
氏
の
よ
う

に
水
利
機
構
の
園
家
管
理
を
支
配
の
恨
源
と
し
て
張
く
打
出
す
な
れ
ば
、
天
野

元
之
助
氏
の
批
判
門
に
し
め
さ
れ
た
華
北
に
お
け
る
天
水
農
業
の
可
能
性
や
、
豪

族
の
私
的
水
利
三
概
機
構
と
し
て
の
阪
の
存
在
を
み
と
め
る
場
合
、
個
別
的
人

身
支
配
の
全
面
的
穆
透
が
相
笛
の
屈
折
を
蒙
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

ω

田
秘
を
納
入
す
る
者
が
地
主
で
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
の
意
見
の
封
立
は
し

ば
ら
く
論
外
に
お
く
と
し
て
、
地
主
・
小
作
を
関
わ
ず
こ
れ
を
園
家
の
公
民
と

す
る
貼
で
は
爾
者
の
意
見
が
完
全
に
一
致
す
る
。

そ
し
て
公
民
と
は
専
制
権
力

の
直
接
的
個
別
的
人
身
支
配
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
雨
者
の
共
通
し

た
見
解
で
あ
る
。
こ
の
公
民
を
負
鎗
鐙
系
の
内
容
か
ら
分
析
す
る
と
、
人
頭
税

-
財
産
税
・
田
租

・
傍
役
等
を
鍛
え
る
が
、
財
産
の
多
寡
は
各
人
千
差
蔦
別
で

あ
る
か
ら
、
公
民
一
般
の
負
衡
を
問
題
の
封
象
と
す
る
場
合
、
人
民
の
最
大
公

約
数
に
照
準
し
て
財
産
を
し
ば
ら
く
疎
外
し
、
自
営
小
農
民
層
を
規
準
と
し
て

考
え
る
と
、
公
民

一
人
の
負
指
僅
系
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
を
し
め

る
も
の
は
人
頭
税
と
倍
役
で
あ
り
、
回
租
は
主
程
的
な
要
素
と
は
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
人
身
支
配
の
主
内
容
は
人
頭
税
と
衝
役
の
枚
取
に
あ
る
と
す
べ
き
'で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
専
制
槌
力
の
支
配
の
根
源
を
追
究
す
る
場
合
、
問
題
分
析

の
視
角
を
田
租
の
性
格
論
に
集
中
す
る
こ
と
は
、
方
法
論
的
に

い
っ
て
も
、
基

本
的
な
解
答
を
期
待
で
き
る
途
で
は
な
か
ろ
う
。
同
著
者
は
本
書
の
胃
頭
第
一

章
に
か
か
げ
ら
れ
た

王
土
思
想
在
中
国
古
代
史
観
の
基
底
に
措
置
す
る
た
め

に
、
一
等
制
権
力
の
個
別
人
身
支
配
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
源
と
し
て
国
家
的
土

地
所
有
を
必
須
の
も
の
と
す
る
が
、
詩
経
小
雅
、
北
山
の
詩
に
の
べ
ら
れ
た
も

う
一
つ
の
文
言
で
あ
る
「
率
土
の
演
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
莫
し
」
に
つ
い
て
は

ど
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

デ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
直
接
的
個
別
的
人
身

支
配
(
詩
継
の
語
を
か
れ
ば
王
臣
と
い
う
縦
念
)
は
、
園
家
的
土
地
所
有
(
王

土
)
を
唯
一
の
媒
介
物
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
か
な
ら
ず
し
も
土
地
図
有
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
直
接
的
に
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
か
。
問
題
の
核
心
は
こ
の
迭
に
濁
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

以
上
不
宵
を
か
え
り
み
ず
、
愚
考
の
一
端
を
の
べ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
秦
代

の
土
地
制
度
に
闘
す
る
西
嶋
定
生
氏
の
俵
近
の
見
解
(
中
園
古
代
帝
国
の
形
成

と
構
造
)
と
の
閥
係
を
は
じ
め
と
し
て
、
細
部
に
わ
た
れ
ば
諭
ず
べ
き
こ
と
も

若
干
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
に
論
議
を
綴
大
す
る
こ
と
を
さ
け
、
今
後
わ
た
く
し

の
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
な
か
で
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
右
に
列
摩
し
た

問
題
黙
は
、
わ
た
く
し
の
気
付
く
ま
ま
に
疑
問
を
か
か
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
序
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文
に
よ
る
と
、
著
者
は
今
後
径
役
の
研
究
に
移
行
す
る
意
図
を
し
め
し
て
い
ら

れ
る
か
ら
、
そ
の
成
果
を
大
い
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
機
禽
に
愚
問
を

呈
し
て
、
著
者
が
将
来
研
究
を
展
開
さ
れ
る
な
か
に
お
い
て
高
教
を
仰
ご
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
著
者
の
事
閥
的
態
度
と
研
究
法
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
本

書
を
讃
ん
で
い
る
と
い
つ
も
日
に
つ
く
こ
と
は
、
著
者
が
自
設
を
提
出
す
る
に

先
立
っ
て
、
従
来
の
事
読
を
逐
一
列
翠
し
、
過
去
の
研
究
経
過
が
一
見
し
て
わ

か
る
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
秦
漢
史
の
根
本
史
料
で
あ
る
三

史
は
古
来
の
註
稗
も
数
多
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
説
を
一
々
吟
味
し
て

か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も

巌
密
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
こ
の
鮎
、
氏
が
周
到
に
曾
註
考
設
を

試
み
て
の
ち
に
自
説
を
提
出
し
て
い
る
研
究
態
度
は
、
秦
漢
史
を
皐
ぶ
者
の
ひ

と
し
く
模
範
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
関

係
史
料
の
取
扱
に
あ
た
っ
て
一
字
一
句
を
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
そ
の
同
県
意
を

克
明
に
追
及
し
て
ゆ
く
員
撃
な
操
作
は
、
氏
の
論
考
に
充
分
の
信
頼
を
抱
か
し

め
る
迫
力
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
積
み
あ
げ
ら
れ
た
一

O
徐
篇
の

論
文
は
、
綿
密
周
到
な
考
設
と
徹
底
し
た
思
索
に
よ
っ
て
秦
漢
経
済
史
に
新
し

い
分
野
を
開
拓
し
、
過
去
の

研
究
に
い
ち
ぢ
る
し
い
前
進
を
も
た
ら
し
で
い

る
。
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
数
々
の
玉
篇
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
わ
た
く

し
の
敬
服
賞
嘆
し
て
や
ま
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
さ
き

に
若
干
の
愚
聞
を
呈
し
た
の
は
、
中
園
古
代
史
の
根
本
問
題
の
解
決
を
、
著
者

の
能
力
に
期
待
し
て
や
ま
な
い
が
ゆ
え
で
あ
る
。

誤
解
が
あ
れ
ば
寛
恕
を
賜

わ
り
た
い
。

(
西
村
元
佑
)
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一
九
一
一
年
十
月
十
日
、
武
昌
に
お
け
る
一
澄
の
砲
撃
と
と
も
に
始
ま
っ
た

辛
亥
革
命
は
、
ま
た
た
く
聞
に
全
圏
各
地
の
光
復
起
義
を
呼
び
起
し
、
瀬
清
王
朝

に
致
命
的
打
撃
を
輿
え
て
こ
れ
を
覆
し
た
。
幕
藩
僅
制
を
打
倒
し
た
日
本
人
民

が
天
皇
制
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
光
明
に
眼
脇
島
め
、
世
界
史

的
民
族
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
出
し
た
中
園
人
民
は
、
そ
の
出
裂
の
嘗
初
か
ら

高
ら
か
に
共
和
制
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
二
千
年
来
の
封
建
支
配
慢
制
に
終

止
符
を
う
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
ひ
き
つ
づ
き
袋
一
世
凱
の
帝

制
へ
の
野
望
を
挫
折
さ
せ
、
軍
閥
混
戦
と
蒋
介
石
の
反
動
支
配
に
と
ど
め
を
刺

し
て
人
民
共
和
園
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
省
時
に
お
い
て
も
、

異
の
解
放
の
た
め
に
は
、
中
園
人
民
は
た
ん
に
封
建
支
配
層
と
関
わ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
先
進
的
な
文
明
園
と
し
て
共
和
政
鐙
を
誇
る
ア
メ
リ

カ
・
フ
ラ
ン
ス
等
の
帝
国
主
義
諸
列
強
と
も
関
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

課
題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て

ア
ジ
ア
に
お
け
る
も
っ
と
も
輝
か
し
い
プ
ル
ジ

ョ
ア
民
主
主
義
革
命
と
し
て
の

辛
亥
革
命
の
意
義
は
、
そ
の
敗
北
が
必
然
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
な
お
一
層

徹
底
的
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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