
中
園
上
代
の
都
市
園
家
と
そ
の
墓
地

!
商
巴
は
何
慮
に
あ
っ
た
か
|

(
補
遺
)宮

崎

市

定

先
に
私
は
本
誌
第
二
十
八
巻
第
四
競
に
「
中
園
上
代
の
都
市
圏
家
と
そ
の
墓
地

|
商
邑
は
何
虚
に
あ
っ
た
か
」
な
る

一
篇
を
護
表
し、

従
来

信
ぜ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
河
南
省
安
陽
蘇
小
屯
一
帯
の
地
は
股
虚
、
従
っ
て
衛
都
と
は
認
む
べ
き
で
は
な
く
、
殴

・
衛
都
市
圏
家
の
遺
祉
は

更
に
東
南
方
の
卒
地
の
中
に
求
む
べ
く
、
小
屯
一
帯
の
地
は
そ
の
都
市
圏
家
に
附
属
す
る
墓
地
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
そ
こ
か
ら
の
出
土
品
に
は

衛
時
代
の
遺
物
が
混
在
す
る
可
能
性
の
大
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

其
の
後
、
あ
る
方
面
か
ら
、
衛
代
の
遺
祉
に
は
溶
鯨
辛
村
の
墓
地
が
あ
り
、
股
と
衛
と
は
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
と
の
注
意
を
受
け
、

改
め
て

「
溶
豚
辛
村
」
の
瑳
掘
報
告
を
精
々
詳
細
に
検
討
す
る
機
曾
を
得
た
。
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上
代
の
遣
祉
を
含
む
辛
村
は
河
南
省
溶
鯨
豚
城
か
ら
西
方
約
三
五
粁
、
京
漢
鍛
道
の
溶
豚
停
車
場
か
ら
約
三
粁
の
地
黙
に
あ
り
、
黄
河
の
一

支
流
な
る
浜
水
の
上
流
で
、
山
地
か
ら
卒
坦
部
へ
流
れ
出
る
漢
口
部
の
北
側
に
あ
り
、
丘
陵
の
南
は
断
崖
が
浜
水
に
臨
ん
で
い
る
。
辛
村
の
東

方
一
帯
に
存
在
す
る
古
墳
墓
は
従
来
屡
々
盗
掘
さ
れ
て
き
た
が
、

一
九
一
ニ
一
年
、
そ
の
報
告
を
受
け
た
園
民
政
府
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
は
郭
貿
均
氏
等
に
命
じ
て
調
査
を
行
な
わ
し
め
、
翌
三
二
年
か
ら
四
回
に
亙
る
護
掘
が
質
施
さ
れ
た
。
そ
の
出
土
品
は
河
南
省
開
封
に
運
ば

れ
た
が
、
や
が
て
劉
日
戦
争
と
な
り
、
戦
火
を
避
け
て
四
川
、

雲
南
を
轄
々
と
移
動
し
、

最
後
に
南
京
か
ら
蓋
酉
に
運
ば
れ
た
と
い
う。

そ
の

問、

寅
物
の
公
開
展
観
も
行
な
わ
れ
、
調
査
報
告
も
部
分
的
に
は
数
回
に

E
っ
て
印
行
さ
れ
た
が
、
一
九
六
四
年
に
責
任
者
の
郭
賓
均
氏
に
よ

り
、
手
許
に
残
っ
た
調
査
書
を
整
理
し
て
出
版
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
考
古
専
刊
乙
種
第
十
三
競
「
溶
豚
辛
村
」
で
あ
り
、
日
本
流
に
言
え
ば

B
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5
型
、
本
文
七
四
頁
、
園
版
一

O
四
頁
を
含
む
。
著
者
で
あ
り
、
護
掘
措
嘗
者
で
あ
る
郭
賓
鈎
は
、
調
査
地
域
を
三
分
し
、
半
村
に
近
接
し
た

東
北
部
を
甲
匿
、
そ
の
南
を
乙
匿
、
雨
匿
の
更
に
東
方
を
丙
匡
と
し
、
甲
医
は
西
周
成
王
乃
至
穆
王
時
代
、

乙
区
は
孝
王
乃
至
宣
王
時
代
、
丙

匡
は
幽
王
よ
り
東
周
卒
王
時
代
に
相
嘗
す
る
街
闘
の
貴
族
の
埋
葬
地
で
あ
る
と
推
論
し
て
い
る
つ

こ
の
書
を
讃
ん
で
得
た
私
の
結
論
を
約
言
す
れ
ば
、
同
感
で
き
る
貼
が
一
、
異
議
を
唱
え
た
い
貼
が
一
あ
り
、

其
他
は
何
れ
も
何
と
も
定
め

か
ね
る
貼
で
あ
る
。
先
ず
共
感
で
き
る
貼
は
、
護
掘
を
終
っ
た
八
十
四
基
の
墓
地
群
を
含
む
辛
村
地
域
を
、
事
貫
の
ま
ま
に
埋
葬
地
と
認
め
て

い
る
貼
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
墓
地
の
被
埋
葬
者
を
此
昆
か
ら
二

O
粁
離
れ
て
存
在
し
た
衡
の
園
の
貴
族
と
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。
著
者
の
考

え
た
街
圏
の
位
置
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
が
、
都
邑
と
そ
の
墓
地
を
判
然
と
分
っ
て
別
慮
と
し
、
そ
の
聞
に
二
O
粁
の
距
離
を
置
い
た
黙
は

私
の
考
え
方
と
符
合
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
閥
係
を
彼
は
伺
故
に
、

'股
虚
の
場
合
に
嘗
て
は
め
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
不
思
議
で
あ

る
。
翻
っ
て
私
が
前
の
論
文
に
お
い
て
述
べ
た
趣
旨
の
第
一
は
、
肢
か
ら
衛
に
か
け
て
、
小
屯
一
帯
の
地
は
そ
の
墓
地
で
あ
り
、
本
園
の
都
邑

の
位
置
は
粁
教
を
明
示
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
が
、
ず
っ
と
東
に
離
れ
て
往
時
の
黄
河
に
近
い
地
黙
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
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る
。
私
の
読
は
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
く
、
若
し
郭
賓
鈎
が
辛
村
遺
蹟
に
つ
い
て
用
い
た
論
法
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
私
の
考

え
も
亦
極
め
て
自
然
に
受
け
入
れ
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

小
屯
と
辛
村
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
地
形
の
相
似
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
屯
は
垣
水
の
上
流
で
卒
坦
地
か
ら
丘
陵
地
帯
に
入
る

谷
口
に
近
く
、
辛
村
は
同
様
に
淡
水
の
上
流
で
、
卒
坦
地
か
ら
丘
陵
地
帯
に
入
る
谷
口
に
近
く
位
す
る
。
車
に
垣
水
と
浜
水
の
相
異
で
あ
る
。

辛
村
を
そ
の
ま
ま
衡
の
都
邑
と
で
き
ぬ
な
ら
ば
、
小
屯
も
ま
た
そ
の
ま
ま
肢
の
都
邑
と
で
き
ぬ
道
理
で
は
あ
る
ま
い
か
。

小
屯
を
股
の
王
宮
と
し
、
此
慮
を
中
心
と
し
て
二
四
卒
方
粁
に
わ
た
る
股
都
商
邑
、
即
ち
肢
虚
が
存
在
し
た
と
い
う
想
定
は
甚
だ
雄
大
で
あ

る
が
、
も
し
本
嘗
な
ら
、
こ
の
大
き
さ
は
漢
の
長
安
城
に
匹
敵
す
る
。
然
る
に
そ
の
王
宮
と
い
う
の
が
基
壇
の
長
さ
二
八
米
、
幅
八
米
の
卒
屋

で
は
、
あ
ま
り
に
貧
弱
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
京
都
の
三
十
三
聞
の
基
壇
が
、
長
さ
約
一
三

O
米
、
幅
約
二
五
米
に
な
る
に
比
し
て
、
そ

の
約
十
五
分
の
一
に
す
ぎ
ぬ
。
三
十
三
間
堂
は
そ
の
中
に
一
千
二
世
の
観
音
像
を
安
置
す
る
が
、
そ
の
十
五
分
の

一
の
廉
さ
の
建
物
で
は
、



鼓
し
て
牛
飲
す
る
者
三
千
人
を
集
め
て
、
酒
池
肉
林
の
宴
を
ひ
ら
き
、
長
夜
の
飲
を
な
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
も
な
い
。
線
じ
で
考
誼
の
破
綻

は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
結
論
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
の
は
前
提
と
な
る
仮
設
の
不
備
に
由
来
す
る
と
見
な
し
て
よ
い
。

衣
に
こ
の
書
に
最
も
強
く
異
議
を
挿
み
た
い
の
は
、
辛
村
一
帯
が
周
代
の
衛
園
の
領
域
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
誼
の
方
法
で
あ
る
。

こ

の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
史
料
は
、
先
ず
詩
経
の
園
風
で
あ
り
一
詩
に
浜
水
を
詠
じ
た
も
の
十
六
箇
慮
あ
り
、
そ
の
十
二
は
衛
風
の
中
に
あ
る
と

い
う
。
こ
れ
は
よ
い
。
失
に
引
く
の
は
詩
の
相
舟
に
つ
い
て
の
鄭
筆
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。

鄭
玄
は
後
漢
末
の
人
で
あ
り
、
こ

の
鄭
築
に
引
く
と
こ
ろ
は
、
漢
書
地
理
志
の
内
容
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
次
に
史
料
と
し
て
引
用
し
た
の
は
書
序
で
あ
り
、
こ
れ
は
殆
ん
ど
常
識

と
な
っ
て
い
る
通
読
に
す
ぎ
ぬ
。
こ
の
三
種
の
史
料
で
考
査
を
終

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
九
そ
こ
の
よ
う
な
方
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ

ろ
う
か
?
若
し
も
こ
れ
が
賞
は
商
務
印
書
館
の
「
中
園
古
今
地
名
大
辞
典
」
に
接

っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
い
よ
い
よ
以
て
不
見
識
と
い
う
外
は

な
い
。
有
も
古
典
に
一
通
り
の
常
識
を
有
す
る
者
な
ら
ば
、
漢
書
か
ら
更
に
糊
っ
て
史
記
、
特
に
そ
の
衛
唐
叔
世
家
、
更
に
は
左
停
、
竹
書
紀

年
な
ど
重
要
な
る
史
料
に
事
依
か
な
い
。
こ
れ
を
素
通
り
し
て
、
筋
違
い
の
史
料
で
勿
々
に
事
を
了
し
た
の
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
に
違
い
な

い
の
で
あ
る
。
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私
の
立
場
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
著
者
は
こ
の
問
題
が
股
虚
に
波
及
す
る
の
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
衛
園
に
闘
す
る
歴
史
地
理
的
考
誼
を
行
な

お
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
必
然
的
に
股
虚
の
問
題
に
鯛
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
と
な
れ
ば
肢
の
都
は
衛
の
都
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
恐
ら
く
肢
の
領
土
は
そ
の
ま
ま
衡
の
領
土
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

故
に
衡
に
閲
す
る
史
料
は
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
肢
の
史
料
と
な

り
、
肢
に
闘
す
る
史
料
は
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
衛
の
史
料
と
な
る
。
然
る
に
従
来
の
同
学
説
は
、
誠
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、
共
通
の
史
料
を

一
面
的
に
般
に
だ
け
利
用
し
て
肢
虚
の
拳
読
を
造
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま
、

若
し
本
格
的
に
根
本
史
料
を
用
い
て
衛
の
考
誼
を
行

な
お
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
勢
い
従
来
の
殿
虚
の
謬
説
に
批
剣
を
加
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
こ
で
用
心
に
用
心
を
重
ね
て
、
股
虚
と
い
う

文
字
の
現
わ
れ
な
い
史
料
を
探
し
て
、
詩
や
、
そ
の
鄭
筆
や
、
書
序
な
ど
を
綴
り
あ
わ
せ
て
鐙
裁
を
整
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
著

者
が
漢
以
後
の
朝
歌
豚
を
衡
の
都
と
濁
り
定
め
し
た
の
は
、
漢
書
地
理
志
の
顔
師
古
註
に
よ
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
え
る
射
の
都
と
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い
う
箇
所
は
全
々
省
い
て
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
所
は
近
時
の
中
園
の
皐
風
と
し
て
、
私
が
最
も
気
に
喰
わ
ぬ
と
す
る

黙
で
あ
る
。

公
卒
に
こ
の
問
題
を
慮
理
す
る
な
ら
ば
、
股
虚
の
考
謹
に
用
い
た
史
料
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
肢
は
衡
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
い
た
上
で
、

更
に
欲
す
る
な
ら
ば
小
屯
の
遺
物
と
辛
村
の
遺
物
と
が
時
代
的
に
断
絶
的
な
差
違
が
あ
る
こ
と
を
説
く
べ
き
で
あ
っ

た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の

範
囲
内
に
お
け
る
限
り
私
も
賛
成
を
惜
ま
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

虚
、
す
な
わ
ち
衛
都
と
す
る
こ
と
が
成
立
ち
難
い
こ
と
を
高
々
自
発
す
る
者
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
異
園
の
非
専
門
家
の
気
付
く
こ
と

思
う
に
郭
氏
を
初
め
、
小
屯

一
帯
の
瑳
掘
関
係
者
の
中
に
は
、

此
慮
を
肢

に
、
彼
地
の
専
門
家
が
気
付
か
ぬ
筈
は
な
い
。
併
し
彼
等
は
幾
重
に
も
組
織
の
中
で
縛
ら
れ
て
い
る
。
同
輩
に
到
す
る
仁
義
や
、
先
輩
の
怒
り

を
買
う
虞
れ
か
ら
、
言
い
た
い
こ
と
を
遠
慮
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
毛
津
東
の
文
化
大
革
命
や
、
閉
筆
者
達
の
自

己
批
判
な
ど
の
必
然
性
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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原
へ
戻
っ
て
私
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
小
屯
一
帯
は
肢
の
領
内
で
あ
っ

た
と
共
に
、
ま
た
衛
の
領
内
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
肢
の
遺

物
と
共
に
衡
の
遺
物
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
同
様
に
辛
村

一
帯
は
衡
の
領
内
で
あ
っ

た
と
共
に
、
ま
た
肢
の
領
内
で
も
あ

っ
た
。
従
っ

て
そ
こ
に
は
衡
の
遺
物
と
共
に
肢
の
遺
物
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

辛
村

一
帯
の
護
掘
は
ま
だ
そ
の
東
方
に
お
い
て

行
な
わ
れ
た
だ
け

で
、
辛
村
自
鐙
の
地
下
は
ま
だ
未
調
査
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
書
の
著
者
は
既
出
の
小
屯
一
幣
遺
物
と
、
辛
村
遺
物
と
を
比
較
し
て
、

そ
の
聞
に
時
代
的
の
距
離
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
併
し
同
時
に

そ
の
聞
に
蓮
績
の
面
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
殊
に
辛
村
銅
器
の
銘
識
に
出
て
く
る
人
名
に
十
干
を
用
い
て
父
乙
と
な
っ
て
い
る
黙
は
甚

だ
興
味
が
深
い
。
甲
巨
か
ら
出
土
し
た
傘
銘
は
二
十
四
字
よ
り
成
り

佳
公
口
子
宗
周

日
以
公
亥
口
洛
(
格
〉

子
官
口
口
貝
用



乍
父
乙
賓
傘
券

最
後
の

一
行
は
そ
の
樟
文
が
三
十
五
頁
，の
底
に
接
績
す
べ
き
も
の
が
、
誤
っ
て
三
十
九
頁
の
下
か
ら
五
行
自
に
錯
出
し
て
い
る
か
ら
注
意
を
要

す
る
。
其
他
に
鼎
銘
に
父
辛
あ
り
、
爵
銘
に
父
葵
あ
り
、
僅
か
に
有
銘
祭
器
五
箇
の
中
に
、
十
ギ
の
名
が
三
箇
を
教
え
る
。
普
遁
に
十
干
の
名

を
有
す
る
の
は
股
代
、
特
に
そ
の
王
家
の
特
色
と
さ
れ
、
羅
振
玉
等
が
小
屯
出
土
の
甲
骨
文
字
を
以
て
股
代
遺
物
と
断
定
し
た
の
は
、

そ
の
文

字
中
に
現
わ
れ
る
十
干
名
を
以
て
、
記
録
に
見
ゆ
る
股
王
の
名
に
比
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
辛
村
遺
物
が
疑
い
も
な
く
衛
圏
に
限
ら
れ
た
遺
品
と
す
る
と
、

い
わ
ゆ
る
肢
代
特
有
の
命
名
法
は
、
濃
厚
に
衛
代
に
連
績
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
同
時
に
こ
れ
は
、
従
来
命
名
を
主
た
る
理
由
と
し
て
股
代
遺
物
と
決
定
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
必
然
的
に
衛
代
の

も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
要
す
る
に
南
者
の
聞
に
大
な
る
断
絶
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
歴
史
事
賞
に
も

大
な
る
断
絶
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
小
屯
一
帯
の
遺
物
と
辛
村
遺
物
と
の
聞
の
若
干
の
断
絶
と
連
絡
を
、
古
記
録
に
見
え
る
肢
衡
の
歴
史
年

代
の
ど
の
部
分
に
嘗
て
は
め
る
の
が
最
も
妥
嘗
で
あ
る
か
が
、
な
お
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
だ
と
思
う
。
組
じ
て
古
代
史
の
研
究
に
お
い
て
、

記
録
を
主
と
す
る
文
献
振
と
、
寅
物
質
地
を
主
と
す
る
考
古
涯
、
建
築
振
と
の
聞
に
意
見
の
髄
離
を
来
す
こ
と
が
屡
々
起
る
。
そ
う
い
う
際
に

は
大
局
論
に
お
い
て
は
、
多
く
は
文
献
涯
の
所
説
が
正
し
い
。
そ
れ
は
貫
物
と
い
わ
れ
る
物
だ
け
で
は
睡
系
を
構
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
近

く
、
考
古
屋
・
と
い

っ
て
も
、
そ
の
出
瑳
黙
に
お
い
て
は
文
献
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
見
嘗
の
つ
か
ぬ
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

一151ー

私
が
大
撃
の
畢
生
で
あ
っ
た
頃
は
、
法
隆
寺
の
再
建

・
不
再
建
の
議
論
が
拳
界
を
賑
わ
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
建
築
史
の
さ
る
先
生
は

私
等
を
奈
良
に
導
い
て
古
寺
の
質
物
を
前
に
し
て
様
式
論
を
講
義
さ
れ
、
「
法
隆
寺
の
再
建
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
喜
田
貞
吉
博

士
の
一
人
だ
け
の
設
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
だ
が
」
と
前
置
し
た
上
で
話
さ
れ
た
。
流
石
に
「
日
本
中
世
史
」
の
著
者
で
西
洋
史
の
数
授
の
原
勝
郎
博

士
は
、
「
日
本
書
紀
に
あ
る
法
隆
寺
焼
失
の
記
事
が
後
世
の
鼠
入
で
あ
る
こ
と
が
誼
明
で
も
さ
れ
ぬ
限
り
、
記
事
自
身
が
誤
り
で
あ
る
筈
は
な

い
。
卒
城
京
か
ら
墓
見
で
き
る
寺
の
火
事
を
間
違
え
て
書
き
こ
む
こ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
」
と
喜
田
博
士
の
肩
を
も
た
れ
た
。
果
し
て
あ
と
で
、
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詳
細
な
寅
地
の
調
査
に
よ
っ
て
、
文
献
涯
の
正
し
い
こ
と
が
謹
明
さ
れ
た
。
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原
勝
郎
博
士
は
こ
の
件
に
つ
い
て
更
に
言
わ
れ
る
に
は
、

「凡
て
慎
重
な
歴
史
家
ほ
ど
懐
疑
的
で

い
わ
ゆ
る
多
数
の
通
設
に
追
随
す
る
こ

と
を
せ
ぬ
も
の
だ
」
と
教
え
ら
れ
た
。

私
は
こ
の
数
を
守
っ
て
、

現
代
の
考
古
皐
者
に
劉
し、

更
に
も
う

一
つ
の
疑
問
を
提
出
し
た
い
。

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
古
来
、
中
園
に
は
模
造
品
、
贋
造
品 そ

れ
は
考
古
問
筆
者
に
よ

っ
て
護
掘
さ
れ
た
出
土
品
は
凡
て
員
物
と
認
め
て
よ
い
か
、

が
極
め
て
多
い
。
古
銅
器
の
如
き
は
特
に
そ
れ
が
多
い
筈
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
古
銅
器
が
質
物
観
さ
れ
た
の
は
二
千
除
年
前
の
漢
代
に
濫
鰐

し
、
約
一
千
年
前
の
宋
代
か
ら
盛
ん
な
る
流
行
と
な
っ
て
レ
る
。
愛
玩
さ
れ
た
歴
史
が
古
い
と
共
に
、
そ
の
債
格
も
ま
た
貴
い
。
こ
れ
は
贋
造

に
劃
し
て
絶
好
の
篠
件
と
な
る
。
而
も
中
園
の
贋
造
は
巧
妙
で
あ
る
と
共
に
そ
の
用
意
も
周
到
で
あ
る
。
そ
の
銅
器
に
錆
を
つ
け
る
に
は
、
性

急
な
薬
物
庭
理
の
如
き
方
法
に
よ
ら
ず
、

長
年
月
に
よ
る
自
然
の
腐
蝕
を
待
つ
。
そ
れ
に
は
自
分
一
代
で
そ
の
成
果
を
牧
め
よ
う
と
せ
ず
、
贋

物
を
造

っ
て
地
下
に
埋
め
、
子
孫
の
代
に
な
っ

て
瑳
掘
す
る
た
め
の
世
襲
財
産
と
し
て
残
す
と
い
う
。

一
方
古
墳
墓
は
殆
ん
ど
洩
れ
な
く
盗
掘

さ
れ
る
。
こ
の
盗
掘
は
、
公
か
ら
言
え
ば
盗
掘
で
あ
る
が
、
土
地
の
所
有
者
か
ら
言
え
ば
自
家
財
産
と
言
え
ぬ
こ
と
は
な
い
。
と
す
れ
ば
盗
掘

の
折
こ
そ
、
子
孫
に
射
す
る
投
資
の
好
機
禽
と
考
え
ら
れ
る
。
過
去
に
お
い
て
移
し
い
盗
掘
が
行
な
わ
れ
、

近
時
は
移
し
い
開
学
術
的
な
瑳
掘
が

行
な
わ
れ
る
が
、
贋
物
が
出
土
し
た
と
レ
う
報
告
は
殆
ん
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
い
っ
た
い
多
数
の
贋
造
品
は
何
慮
へ
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う

-152-

な
と
と
は
言
う
ま
い
。
本
物
に
は
定
冠
詞
が
つ
く
が
、
贋
物
に
は
不
定
冠
詞
を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
だ
。

停
世
し
て
か
ら
ま
だ一

世
紀
と
は
た
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

巧
妙
を
極
め
た
停
世
品
が
流
布
し

て、

其
の
道
の
専
門
家
の
目
を
く
ら
ま
す
も
の
が
多
い
と
聞
く。

私
は
世
の
考
古
閑
筆
者
が
古
銅
器
古
物
の
蒐
集
家
、
先
輩
研
究
者
に
訣
ね
る
こ

と
な
く
、
巌
正
な
る
批
判
的
立
場
を
崩
さ
ぬ
こ
と
を
墓
み
た
い
。

か
。
贋
物
は
一
見
し
て
分
る
、

敦
埋
遺
書
が
瑳
見
さ
れ
、


