
ま
た
、
本
書
の
後
に
「
中
園
の
寄
生
地
主
制
|
|
図
面
慣
行
|
|
」
(
俵
題
〉

が
刊
行
さ
れ
る
と
の
事
で
あ
り
、
こ
こ
数
年
来
、
藤
井
宏
氏
と
の
聞
で
論
争
に

な
っ
て
い
る
一
回
爾
主
制
問
題
で
、
草
野
氏
の
徳
括
的
論
詮
が
期
待
さ
れ
る
。

(
註
〉
松
田
吉
郎
「
清
代
肇
湾
の
管
事
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
史
研
究
』
七
、
一

九
八
二
年
)

同
右
「
清
代
蚤
湾
中
北
部
の
水
利
事
業
と
一
回
爾
主
制
の
成
立
過
程
」

(
『
佐
藤
博
士
退
官
記
念
中
園
水
利
史
論
叢
』
中
園
水
利
史
研
究
舎
編
、

図
書
刊
行
舎
、
一
九
八
四
年
〉

一
九
八
五
年
二
月
東
京
汲
古
書
院

A
5
版

五

四

四

頁

九

O
O
O園‘

五
回
運
動
の
研
究
第
三
函

国
周
樹
人
の
役
人
生
活
|
|
五
四
と
魯
迅
・
そ
の
一
側
面
|
|

回
五
四
の
詩
人
王
統
照
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「
周
樹
人
の
役
人
生
活
|
|
五
四
と
魯
迅
・
そ
の
一
側
面
|
|
」

数
育
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
こ
と
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
文
皐
の
う
ち
で
も

富
夫寅

王
統
照
な
ど
ま
と
も
に
讃
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
は
、
勝

手
の
わ
か
り
そ
う
な
こ
の
分
加
の
標
題
一
つ
を
機
縁
に
買
っ
て
出
た
書
-
評
で
あ

る
。
そ
れ
に
し
て
は
少
な
く
な
い
所
定
の
紙
幅
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
一

明
分
で
填
め
て
も
許
さ
れ
ぬ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
高
を
括
っ
た
わ
け
は
、
十

何
年
も
前
に
自
分
の
動
め
る
皐
校
の
園
書
館
に
民
園
政
府
の
官
報
(
『
政
治
公

報
』
〉
が
ど
っ
さ
り
眠
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
本
書
と

同
じ
主
題
に
関
心
を
持
ち
、
以
後
た
ま
た
ま
関
連
す
る
材
料
を
見
か
け
れ
ば
そ

れ
を
控
え
て
お
く
と
い
う
程
度
の
こ
と
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
し
か
し
結
局
の
と

こ
ろ
、
ほ
か
の
こ
と
に
か
ま
け
、
ま
た
一
つ
に
は
こ
の
種
の
調
べ
ご
と
に
本
園

の
研
究
家
た
ち
が
身
を
入
れ
だ
し
た
の
を
よ
い
こ
と
に
、
繁
晴
樹
な
作
業
に
従
う

熱
意
を
失
く
し
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
傑
出
し
た
取
材
力

で
聞
こ
え
る
著
者
が
こ
の
標
題
で
専
著
を
も
の
さ
れ
た
の
な
ら
、
あ
わ
よ
く
ば

書
評
に
事
借
り
て
消
え
残
っ
た
関
心
に
始
末
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、

と
い
う
虫
の
よ
い
魂
臓
だ
っ
た
。

だ
が
一
讃
し
た
結
果
、
そ
の
嘗
て
は
ま
ん
ま
と
外
れ
、
ど
う
も
弱
っ
て
い

る
。
主
な
理
由
は
、
本
垂
直
が
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
未
完
の

援
態
は
巻
末
の
「
附
記
」
に
よ
る
と
少
々
複
雑
で
あ
っ
て
、

本
稿
は
も
と
「
五
四
と
魯
迅
」
の
題
目
の
も
と
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
い
ま
、
み
ら
れ
る
と
お
り
こ
れ
を
副
題
と
し
、
「
周
樹
人
の
役
人
生

活
」
と
し
た
。
は
じ
め
の
構
想
か
ら
す
れ
ば
未
完
で
あ
る
が
:
:
主
た
る
題

自
の
範
囲
内
で
は
い
ま
の
と
こ
ろ
な
お
四
章
を
議
定
し
て
お
り
、
こ
の
後
績

の
部
分
に
お
い
て
、
副
題
と
し
た
よ
う
に
、
「
五
四
」
と
「
魯
迅
」
が
な
ぜ
、

「
五
四
と
魯
迅
」
に
な
る
の
か
、
い
く
ら
か
解
明
で
き
た
ら
よ
い
と
考
え
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
そ
の
一
側
面
L

と
し
た
部
分
は
、
こ
れ
は
こ
れ

で
一
つ
の
完
結
を
あ
た
え
た
つ
も
り
で
あ
る
。

-125ー
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と
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
は
「
五
四
と
魯
迅
」
の
構
想
か
ら
す
れ
ば
未
完
で
あ

り
、
未
完
な
が
ら
さ
し
あ
た
っ
て
の
主
題
の
範
囲
内
で
も
な
お
四
章
分
を
紋
く

が
、
残
る
四
章
で
は
蛍
初
の
構
想
が
正
面
か
ら
解
明
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、

蛍
該
構
想
の

一
側
面
と
銘
打
た
れ
た
副
題
の
限
り
で
は
完
結
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
獲
に
拘
泥
す
る
よ
う
だ
が
、
「
運
刻
中
に
践
を
掛
け
な
い
で

下
さ
い
」
の
倫
え
も
あ
る
こ
と
で
、
批
評
が
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
書
か
れ
る
べ
き

部
分
に
ま
で
干
渉
す
る
よ
う
な
、
う
る
さ
い
所
行
は
恨
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら

で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
私
が
未
完
に
気
づ
い
た
時
の
印
象
は
よ
ほ
ど
単
純
で
あ
っ
て
、

本
書
の
主
要
な
構
成
部
分
が
、

一
九

一
二
年
五
月
、
主
人
公
の
北
京
教
育
部
赴

任
と
同
時
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
日
記
の
ほ
ぼ
日
を
遂
つ
て
の
註
解
か
ら
成

り
、
し
か
も
そ
れ
が
翌
々
月
の
分
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
彩
っ
て
し
ま
う
の
で
、

こ
れ
で
は
役
人
生
活
の
ほ
ん
の
と
ば
口
に
す
ぎ
ず
、
質
際
の
と
こ
ろ
、
讃
み
了

え
て
オ
ヤ
と
訪
る
思
い
が
残
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は

こ
れ
で
い
ち
お
う
完
結
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、

著
者
が
さ
す
が
に
こ

の
調
子
で
主
人
公
の
役
人
生
活
を
終
り
ま
で
な
ぞ
る
つ
も
り
で
は
な
く
て
、
数

育
部
愈
事
周
樹
人
が
、
ま
だ
魯
迅
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
以
前
の
段
階
を

集
中
的
に
(
か
つ
象
徴
的
に
?
〉
語
っ
て
お
こ
う
と
い
う
方
針
に
従
っ
た
た
め

ら
し
い
。
そ
れ
は
熟
慮
を
経
た
上
で
の
手
段
か
も
知
れ
な
く
て
、
著
者
も
や
は

り
本
園
の
最
近
の
研
究
動
向
を
脱
ん
で
、
そ
の
成
果
は
充
分
に
利
用
し
な
が
ら

も
、
彼
ら
の
調
べ
あ
げ
た
、
「
す
べ
て
の
朕
況
を
、
こ
の
論
文
に
吸
牧
し
よ
う

と
意
闘
し
な
か
っ
た
」
(
第
一
章
註
2
)
と
い
う
よ
う
な
、
別
の
や
り
方
を
工

夫
し
た
結
果
か
と
推
測
さ
れ
る
。

.
さ
つ
と
以
上
の
次
第
で
、
事
役
人
生
活
の
記
述
に
関
し
て
は
、
い
ち
お
う
書

評
を
拒
ま
ぬ
だ
け
の
も
の
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
諒
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ら
し
い

と
は
い
え
、
著
者
の
構
想
に
お
い
て
、
「
周
樹
人
の
役
人
生
活
」
と
「
五
四
と

魯
迅
」
が
ど
う
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
の
か
、
「
附
記
」
に
よ
っ
て
も
本
窪田
の

記
述
の
全
部
に
よ
っ
て
も
、
な
か
な
か
見
嘗
が
つ
か
な
く
て
、
そ
れ
も
弱
る
理

由
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
と
に
か
く
、
本
書
に
書
か
れ
て
あ
る
限
り
の
と
こ

ろ
で
、
紹
介
と
批
評
を
試
み
る
ほ
か
は
な
い
。

著
者
は
本
書
の
主
題
に
ど
う
い
う
意
味
を
輿
え
て
い
る
か
。
す
な
わ
ち
動
機

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
ま
ず
、
主
人
公
に
は
「
魯
迅
」
の
名
で

知
ら
れ
た
顔
の
ほ
か
に
、
中
華
民
闘
政
府
敬
育
-
部
科
長
つ
ま
り
役
人
と
し
て
の

「
周
樹
人
」
の
顔
が
あ
っ
た
と
し
て
、
「
(
の
ち
に
役
人
を
や
め
て
〉
一
つ
の
顔

だ
け
に
な
っ
て
か
ら
、
か
れ
は
一

O
年
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

役
人
で
あ
っ
た
の
は
一
五
年
、

短
い
と
は
い
え
ず
、
し
か
も
人
生
で
中
年
と
呼

ば
れ
る
時
期
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
特
有
で
あ
っ
た
役
人
生
活
を
見
る
こ
と

は
、
あ
な
が
ち
に
無
-意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
そ
の
意
味
を
あ
な

が
ち
に
求
め
れ
ば
、
何
か
鋭
く
問
題
を
立
て
る
よ
り
は
、
常
識
に
と
っ
て
気
が

か
り
な
空
白
を
充
た
そ
う
と
で
も
い
っ
た
風
の
、
こ
れ
は
控
え
目
な
前
置
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
意
味
ら
し
い
意
味
は
、
そ
れ
に
績
く
次
の
よ
う
な
務

測
の
中
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
文
聞
学
者
と
い
う
も
の
に
は
役
人
生
活
が
で
き

な
い
と
考
え
が
ち
の
大
方
の
先
入
観
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
人
公
に
と
っ
て
は

「
そ
の
ど
ち
ら
も
が
必
要
」
で
、
「
二
つ
の
顔
は
補
足
し
あ
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
著
者
は
、
同
じ
先
入
観
か
ら
主
人
公

の
役
人
心
理
に
輿
味
を
持
っ
た
ら
し
い
友
人
の
郁
達
夫
の
そ
れ
と
な
い
質
問

ゃ
、
自
分
に
と
っ
て
役
所
の
仕
事
は
役
者
が
演
技
を
す
る
よ
う
な
も
の
さ
と
答

え
た
と
い
う
本
人
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
そ
の
言
論
と
仕
官
の
事
寅
と

の
矛
盾
を
衝
い
た
論
敵
陳
西
滋
の
悪
意
充
分
な
攻
撃
や
、
陳
の
如
き
教
授
も
自

分
の
如
き
官
僚
も
園
家
か
ら
俸
給
を
得
て
い
る
黙
で
一
つ
穴
の
む
じ
な
だ
と
反

n
h
u
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撃
し
た
本
人
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
さ
ら
に
ま
た
、
数
育
線
長
章
土
剣
に
よ
っ

て
部
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
て
卒
政
院
に
告
訴
し
た
際
、
僻
め
て
も
よ
い
が
相
手
が

僻
め
さ
せ
る
の
は
筋
が
通
ら
ぬ
か
ら
争
う
と
い
っ
た
本
人
の
論
理
な
ど
に
よ
っ

て
も
、
そ
の
激
測
は
影
響
を
受
け
な
い
と
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
根
援
に

つ
い
て
、
同
じ
調
子
で
要
約
を
惜
傾
け
れ
ば
、
た
と
え
最
終
的
に
役
人
を
僻
め
た

こ
と
が
、
或
る
苦
痛
や
矛
盾
の
解
決
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
と
に

も
か
く
に
も
一
五
年
役
人
を
勤
め
あ
げ
た
事
貧
白
鐙
が
、
主
人
公
に
と
っ
て
役

人
生
活
を
塗
る
こ
と
に
少
く
と
も
根
本
的
な
迷
い
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る

か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
か
か
る
事
貧
が
預
測
を
裏
づ

け
て
い
る
の
だ
か
ら
|
|
こ
の
だ
か
ら
は
要
約
者
の
苦
し
い
論
理
移
入
で
あ
る

ー
ー
だ
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
か
れ
が
ど
の
よ
う
な
北
京
生
活
、
北
京
に

お
け
る
役
人
生
活
を
迭
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
看
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
風
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
、
主
題
は
導
入
を
終
る
。
こ
れ
が
第

一
章
の
要
旨
で
あ
る
。
章
末
の
「
一
五
年
に
わ
た
る
北
京
生
活
を
、
そ
の
細
部

に
固
執
し
て
追
跡
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ほ

と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
し
か
し
、
い
く
ら
か
は
、
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
譲
歩
は
、
右
の
動
機
な
ら
び
に
主
題
が
第
二
章
以
下
の

よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
だ
ろ
う
。

以
下
、
一
九
一
二
年
五
、
六
月
の
全
日
記
(
第
四
、
六
章
)
と
、
七
月
の
日

記
の

一
部
分
と
郷
里
で
水
死
し
た
友
人
沼
愛
農
へ
の
悼
詩
全
三
首
(
第
七
章
〉

の
い
わ
ば
議
解
に
、
主
人
公
の
教
育
部
入
り
を
仲
介
し
た
同
郷
の
先
輩
奈
元
培

と
親
友
許
欝
裳

(
第
二
章
〉
、
最
初
の
赴
任
先
の
南
京
臨
時
政
府
教
育
部
(
第

一一一
章
)
、
北
京
入
り
嘗
初
の
寓
居
紹
奥
田
肺
館
と
北
京
城
(
第
五
章
〉
、
「
京
官
」

と
し
て
の
役
人
生
活
(
第
八
章
)
に
関
す
る
記
述
が
交
互
に
組
み
合
わ
さ
れ
、

後
者
の
部
分
で
は
、

三
箇
月
足
ら
ず
の
日
記
で
は
蓋
し
き
れ
ぬ
先
の
こ

と
に

も
、
手
際
よ
く
い
く
ら
か
は
網
れ
て
い
る
。
全
慢
と
し
て
、
日
記
所
出
の
人

名
、
地
名
、
書
名
、
事
件
、
機
関
等
の
細
大
漏
ら
さ
ぬ
註
解
と
、
比
較
的
大
き

な
ま
と
ま
り
の
あ
る
関
連
事
項
の
詳
説
、
そ
れ
に
随
慮
で
播
話
や
考
震
を
も
交

え
る
形
で
一
書
は
成
る
。

本
書
の
周
到
な
註
解
ぶ
り
を
兵
鐙
例
に
見
る
な
ら
、
六
月
二
十
一
日
の
日
記

「
:
:
:
夏
期
講
演
曾
に
赴
き
、
美
術
略
論
に
つ
い
て
講
述
:
:
:
共
和
議
事
務
所

の
信
を
得
」
の
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
孫
英
(
『
魯
迅
在
数
育
部
』
)
や
陳
激
減
(
「
魯

迅
史
寅
雑
考
」
)
の
最
近
の
調
査
、
研
究
に
蟻
っ
て
、
教
育
部
主
催
に
か
か
る

「
夏
期
講
習
曾
」
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
た
の
ち
、
す
で
に
第
二
章
で
詳
し
く
説

明
し
た
察
元
培
の
「
美
育
」
主
義
と
主
人
公
の
美
術
観
と
の
関
係
に
燭
れ
、
さ

ら
に
陳
氏
の
論
文
に
引
く
『
亜
細
亜
日
報
』
の
講
習
舎
に
関
す
る
報
道
記
事
全

部
の
篤
し
を
社
曾
科
皐
院
の
「
在
向
祭
先
生
」
に
依
頼
し
て
入
手
で
き
た
限
り

註
に
枚
め
、
そ
の
記
事
か
ら
講
習
舎
の
時
開
制
表
ま
で
作
っ

て
本
文
中
に
鍋

げ
、
そ
れ
か
ら
講
師
陣
に
名
を
連
ね
て
い
る
般
復
や
章
太
炎
の
話
に
鱒
じ
、
共

和
様
と
の
関
係
を
含
む
章
の
こ
の
嘗
時
の
政
治
行
動
の
概
況
と
そ
れ
に
関
す
る

魯
迅
の
後
日
の
回
想
に
及
ぶ
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
ま
た
ま
役

所
の
仕
事
に
直
接
関
係
あ
る
場
合
の
例
だ
が
、
そ
う
で
な
い
事
項
に
つ
い
て

も
、
著
者
の
註
解
の
し
か
た
に
は
ず
い
ぶ
ん
徹
底
し
た
趨
き
が
あ
っ
て
、
た
と

え
ば
、
第
一
章
に
出
て
く
る
陳
西
澄
が
主
人
公
の
仕
官
の
事
寅
を
廟
っ
た
徐
志

摩
宛
書
簡
は
、
も
と
陳
と
周
作
人
と
の
ち
ょ
っ
と
し
た
い
ざ
こ
ざ
を
設
端
と
す

る
『
展
報
副
刊
』
上
の
諸
家
往
復
書
簡
十
徐
遜
の
う
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連

の
や
り
と
り
の
主
な
と
こ
ろ
を
貧
に
七
ペ
ー
ジ
に
淫
す
る
註
で
紹
介
し
た
り
、

魯
迅
日
記
の
こ
と
を
、
用
紙
、
鐙
裁
、
加
数
、
字
鏡
、
刊
本
、
全
集
に
お
け
る

註
寝
か
ら
「
標
黙
符
鋭
」
な
ど
に
わ
た
り
、
本
文
だ
け
で
は
足
ら
ず
に
註
〈
三

ペ
ー
ジ
〉
ま
で
使
っ
て
詳
説
し
た
り
、
感
に
棋
「
え
る
ほ
ど
の
例
は
、
も
っ
と
細
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か
い
と
こ
ろ
に
で
も
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
未
完
結

の
一
分
加
に
盛
り
込
ま
れ
た
知
識
の
量
だ
け
で
も
、

質
に
た
い
し
た
も
の
だ
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
も
こ
れ
ら
を
、
奇
特
な
普
通
議
室田
人
の
味
讃
に
も

耐
え
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
著
者
の
苦
心
も
、
ま
た
大
抵
で
な
か
っ
た
ろ

う
。
あ
る
い
は
、

事
貧
を
丹
念
に
解
説
す
る
黙
で
、
そ
れ
は
何
も
別
の
配
慮
と

い
う
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ぬ
け
れ
ど
も
。

私
な
ど
に
は
、
時
に
い
さ
さ
か
偏
執
的
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
丹
念
さ
も
、
む

ろ
ん
著
者
に
と
っ
て
は
必
然
的
な
、
い
わ
ば
註
解
的
方
法
の
う
ち
な
の
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
第
一
章
の
「
細
部
に
固
執
し
」
と
い
う
言
葉
が
、
前
後
の
脈
絡

を
越
え
て
で
も
想
い
出
さ
れ
て
く
る
。

著
者
は
、

一
五
年
に
わ
た
る
役
人
生
活

を
そ
う
い
う
態
度
で
「
追
跡
」
す
る
こ
と
の
む
し
ろ
不
可
能
を
い
っ
た
わ
け
で

は
あ
る
が
、
績
い
て
「
し
か
し
、
い
く
ら
か
は
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
「
い
く
ら
か
は
」
は
固
執
の
度
合
で
な
く
、
一
五
年
の
期
閲

を
ず
っ
と
短
く
譲
歩
す
る
意
味
に
取
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
、
脈
絡
も
必
ず
し

も
無
視
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
そ
し
て
私
は
、
著
者
が
員
寅
は
細
部

に
宿
る
と
で
も
い
っ
た
信
俊
一
般
に
傾
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
こ

と
を
何
も
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
本
書
に
固
執
さ
れ
た
文
献
的
そ
の
他
い
ろ
い

ろ
な
意
味
で
の
細
部
が
、
主
人
公
の
役
人
生
活
の
貧
情
に
関
し
て
固
執
さ
る
べ

き
細
部
と
、
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
そ

し
て
少
し
懐
疑
的
な
感
想
に
傾
き
か
か
る
。
し
か
し
翻
っ
て
思
う
の
に
、
私
は

日
記
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
註
解
的
方
法
な
ど
と
い
っ
た
が
、
本
音一日
に
は
方
法

よ
り
も
趣
味
と
呼
ぶ
の
が
似
つ
か
わ
し
い
よ
う
な
、
険
し
い
雰
囲
気
も
あ
る
の

だ
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
中
園
人
が
「
文
檀
掌
故
」
だ
の
「
北
京
城
掌

故
」
だ
の
と
い
う
、
あ
の
「
掌
故
」
の
趣
味
に
近
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
し
か
に
本
書
に
は
、
た
だ
片
端
か
ら
事
寅
を
調
べ
あ
げ
る
剣
幕
と
ち
が
っ

て、

風
土
文
物
や
故
事
因
縁
に
興
ず
る
と
い
う
の
か
淫
す
る
と
い
う
か
、
そ
ん

な
風
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
し
か
も
著
者
が
意
固
し
て
、
嘗
の
主
人
公
の
役
人
生

活
自
鐙
に
、
そ
う
い
っ
た
雰
園
気
の
中
で
捉
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、

匂
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
ふ
し
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
主
題

と
方
法
の
聞
に
あ
り
う
る
隙
閲
を
或
る
種
の
趣
味
性
が
補
填
す
る
、
と
い
っ
た

事
態
も
考
え
ら
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
本
書
の
そ
の
よ
う
な
方
法
、
趣
味
が
、
主
題
と
噛
み
合
っ
て
い

そ
う
な
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

紹
興
蘇
館
と
北
京
城
の
章
は
と
り
わ
け
「
掌
故
」
趣
味
の
盟
か
な
部
分
で
あ

る
が
、
こ
の
曾
館
に
主
人
公
が
落
着
い
た
時
、
か
つ
て
そ
の
租
父
が
同
じ
く
北

京
の
役
人
と
し
て
こ
こ
に
住
ん
だ
時
に
仕
え
た
老
「
長
班
」
が
ま
だ
生
き
て
い

て
、
祖
父
と
妾
の
喧
嘩
の
思
い
出
話
な
ど
を
聞
か
せ
て
は
彼
を
閉
口
さ
せ
た
と

い
う
逸
話
を
、
著
者
は
周
作
人
の
回
想
か
ら
引
い
て
く
る
。
こ
の
話
白
燈
が
い

か
に
も
面
白
い
。
だ
が
著
者
の
目
的
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
祖
父
周一
隅
清
の
こ

と
に
設
き
及
ぶ
だ
け
で
な
く
、
章
を
隔
て
て
最
後
に
「
京
官
」
と
し
て
の
周
樹

人
と
い
う
翻
熱
で
本
書
の
ま
と
め
を
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。

「
京
官
」
は
、
も
は
や
基
本
的
に
共
和
制
民
園
の
た
て
ま
え
と
雨
立
し
が
た

い
類
型
で
は
あ
る
が
、
著
者
は
そ
の
名
貧
が
曾
館
の
老
「
長
班
」
の
意
識
な
ど

を
そ
の
尤
な
る
例
と
し
て
、
清
王
朝
の
倒
壊
と
同
時
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た

わ
け
で
な
い
所
以
を
強
調
し
、
清
末
か
ら
民
園
初
期
に
通
じ
る
そ
の
「
京
官
」

な
る
も
の
の
あ
り
ふ
れ
た
生
態
や
世
閲
的
地
位
を
、
同
郷
の
著
名
な
「
京
官
」

李
慈
銘
に
関
す
る
研
究
(
張
徳
昌
『
清
季
一
箇
京
官
的
生
活
』
)
な
ど
か
ら
殺

果
的
に
例
示
す
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
私
の
も
っ
と
も
啓
愛
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。こ

こ
で
興
味
深
い
の
は
、
著
者
が
同
じ
「
京
官
」
身
分
の
祖
父
周
一
聴
清
か
ら
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孫
周
樹
人
へ
の
再
現
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
浅
か
ら
ぬ
心
入
れ
を
す
る
こ
と

で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
べ
つ
に
因
縁
噺
に
耽
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
と
に
か
く
こ
れ
は
著
者
自
身
も
気
に
入
っ
た
着
想
で
あ
る
ら
し
い
。

事
貧
ま
た
主
題
に
沿
っ
て
思
考
が
構
成
的
に
刺
戟
さ
れ
る
黙
で
、
こ
れ
よ
り
目

ぼ
し
い
と
こ
ろ
は
ほ
か
に
見
嘗
ら
ぬ
く
ら
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
単
な
る
事

貨
と
し
て
い
え
ば
、
祖
父
が
清
朝
の
「
京
官
」
だ
っ
た
こ
と
と
、
孫
が
民
園
の

「
京
官
」
に
な
っ
た
こ
と
と
の
聞
に
、
直
接
の
因
果
関
係
な
ど
あ
り
は
し
な

い
。
何
か
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
賓
が
孫
た
る
主
人
公
の
生
活
に
お

い
て
質
際
因
果
な
意
味
を
も
っ
場
合
だ
ろ
う
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
著
者
の

心
入
れ
に
よ
る
関
係
づ
け
が
あ
る
。
そ
う
い
う
心
入
れ
を
、
周
樹
人
の
役
人
生

活
を
前
時
代
の
影
を
色
濃
く
ひ
き
ず
っ
た
歴
史
的
な
淀
み
の
上
に
、
そ
れ
も
魯

迅
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
あ
て
ず
っ
ぽ
う
で
な
く
、
据
え
て
み
る
試
み
と
い
う
よ

う
に
や
や
一
般
化
し
た
上
で
、
そ
れ
は
有
盆
な
試
み
だ
と
私
は
考
え
る
。
し
か

し
一
般
論
は
措
く
と
し
て
、
今
い
っ
た
具
糧
問
な
形
の
心
入
れ
に
主
人
公
が
庸
応

答
し
た
か
と
思
わ
せ
る
、
次
の
よ
う
な
揺
入
部
分
は
、
ど
う
い
う
一意
味
を
も
つ

の
だ
ろ
う
か
。

北
京
に
き
た
と
き
、
周
樹
人
に
は
奮
王
朝
の
北
京
城
に
き
た
と
い
う
印
象

も
あ
っ
た
ろ
う
。
祖
父
は
「
京
官
」
、
そ
の
孫
も
「
京
官
」
、
と
咳
い
た
か
も

知
れ
な
い
。
新
し
い
共
和
園
の
創
業
に
く
わ
わ
る
官
吏
だ
、
と
い
う
誇
り
を

う
ち
け
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
。
:
:
:
「
京
官
L

が
ど
の
よ
う
な
(
き
ら
び

や
か
な
〉
地
位
か
、
か
れ
は
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か

っ
た
と
お
も
わ
れ
る

:
:
・だ
が
、
長
涯
が
な
つ
か
し
み
、
傘
敬
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
れ
は
時
代

の
繁
化
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
っ
て
自
分
の
内
心
に
自
分

を
く
す
ぐ
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
閉
口
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
う
い
う
付
度
が
情
理
に
叶
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
想

像
を
交
え
る
こ
と
が
問
題
だ
な
ど
と
は
思
い
も
し
な
い
。
し
か
も
、
ほ
か
な
ら

ぬ
付
度
の
情
理
め
く
と
こ
ろ
が
く
せ
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
惑
が
私
を

と
ら
え
る
。
お
そ
ら
く
、
老
「
長
班
」
の
登
場
が
主
人
公
の
北
京
生
活
の
一
播

話
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
も
主
人
公
の
役
人
心
理
の
一
括
話
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
事
寅
こ
の
部
分
は
そ
の
よ
う
に
さ
り
げ
な
い
形
で
揺
入
さ
れ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
前
に
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
本
書
の
主
題
が
構
成
的

に
展
開
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
構
成
を
仕
組
む
著
者
の

心
入
れ
が
主
人
公
の
内
心
に
立
ち
入
る
と
い
う
黙
で
、
な
か
な
か
微
妙
な
と
こ

ろ
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
こ
の
揺
話
は
播
話
な
り
に
、
著
者
に
代
っ
て
も

の
を
い
う
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
第
一
章
の
要
約
で
紹
介
し
た
著
者
の
務

測
、
つ
ま
り
本
書
の
主
題
を
支
え
て
い
る
動
機
に
か
か
わ
る
こ
と
に
ち
が
い
な

、
切

議
測
の
内
容
は
、
主
人
公
そ
の
人
に
と
っ
て
、
役
人
の
顔
と
作
家
の
顔
は
ど

ち
ら
も
「
必
要
」
で
、
互
い
に
「
補
足
」
し
あ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
に
あ
っ
た
。
「
必
要
」
の
方
は
、
皐
に
食
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

書
か
ず
に
い

ら
れ
ぬ
と
い

っ
た
剣
り
切
っ
た
程
度
の
意
味
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ

ど
も
、
と
に
か
く
「
補
足
」
し
あ
う
と
い
う
よ
う
な
関
係
は
、
嘗
然
、
事
柄
の

事
質
と
し
て
の
問
題
で
な
く
、
主
人
公
に
と
っ
て
の
意
味
に
闘
す
る
領
域
で
あ

る
。
意
味
を
考
え
る
に
は
、
主
人
公
の
内
心
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
主
人
公
は
、
「
ふ
た
つ
の
顔
」
を
演
じ
分
け
る
に
し

ろ
海
然
と
ま
た
は
ギ
ク

シ
ャ
ク
と
引
き
受
け
る
に
し
ろ
、
は
た
ま
た
今
は
一
つ

で
も
や
が
て
も
う
一
つ
を
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
に
し
ろ
、
い
ず
れ
に
し
て
も

ま
る
ご
と
一
個
の
人
格
と
し
て
あ
り
、
そ
の
内
心
は
揺
話
的
な
場
面
心
理
と
無

関
係
で
な
く
て
も
、
所
詮
は
そ
の
人
格
を
貫
く
思
想
と
し
て
あ
る
わ
け
で
あ

る。
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さ
て
そ
う
い
う
領
域
に
わ
た
る
は
ず
の
こ
と
を
、
著
者
が
こ
の
よ
う
な
播
話

で
片
づ
け
よ
う
と
意
闘
し
て
い
る
と
は
い
わ
ぬ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
の
付
度
を
含

む
本
書
の
個
々
の
剣
断
の
傾
向
性
が
、
単
な
る
事
買
の
註
解
と
は
別
に
、
趣
味

性
に
い
う
と
も
な
し
に
も
の
を
い
わ
せ
る
形
で
、
か
の
抽
出
測
に
つ
な
が
っ
て
い

る
面
が
あ
る
の
を
否
定
で
き
な
い
(
細
部
へ
の
図
執
な
ら
ぬ
偏
執
も
趣
味
の
う

ち
で
あ
ろ
う
)
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
揺
入
部
分
の
意
味
が
結
局
の
と
こ
ろ
は

よ
く
剣
ら
な
く
て
、
徹
底
し
た
丹
念
さ
に
充
ち
た
本
書
が
、
肝
腎
な
と
こ
ろ
で

案
外
こ
こ
ろ
も
と
な
い
と
こ
ろ
を
見
せ
た
よ
う
に
感
じ
る
、
と
い
う
の
が
私
の

疑
惑
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
ら
し
い
。

念
の
た
め
に
、
い
ま
い
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
何
か
意

味
が
あ
り
そ
う
で
そ
れ
が
よ
く
剣
ら
ぬ
と
い
っ
た
書
き
方
の
例
を
て
こ
あ
げ

る
。
さ
き
の
禽
館
の
老
「
長
班
」
の
揺
話
を
き
っ
か
け
に
、
著
者
は
祖
父
の
官

歴
ゃ
、
よ
く
知
ら
れ
た
科
携
に
か
ら
む
贈
賄
事
件
の
こ
と
に
筆
を
進
め
る
。
そ

れ
か
ら
蓄
妾
や
こ
の
事
件
の
結
果
を
家
族
に
射
す
る
祖
父
の
仕
打
ち
の
面
か
ら

捉
え
か
え
し
、
し
か
し
そ
れ
を
根
嬢
に
推
論
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
(
長

子
た
る
主
人
公
の
)
祖
父
に
射
す
る
深
い
怨
み
は
、
か
れ
が
こ
の
事
件
に
つ
い

て
一
言
も
記
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
」
と
さ
し
箔
む
。

魯
迅
が
祖
父
の
こ
と
に
文
章
で
ふ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
、
こ
の
よ
う
な
祖
父
へ

の
直
径
的
感
情
に
飼
す
る
の
は
、
一
読
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
は
そ
ん
な
こ
と
の
論
設
を
必
要
と
す
る
場
所
で
も
な
い
か
ら
、
本
書

に
は
こ
の
よ
う
な
見
解
の
お
こ
ぼ
れ
も
あ
る
、
と
別
の
感
心
を
し
て
お
け
ば
済

む
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
主
人
公
の
感
情
な
ど
に
は
無
頓
着
な
老
「
長
班
」
は

ま
だ
し
も
、
親
友
の
許
欝
裳
ま
で
が
「
た
の
ま
れ
も
し
な
い
の
に
、
い
た
ず
ら

っ
気
を
起
し
」
祖
父
の
殿
試
の
答
案
を
数
育
都
の
倉
庫
か
ど
こ
か
か
ら
探
し
出

し
て
き
た
、
と
い
う
ぐ
あ
い
に
怨
み
の
話
は
ま
だ
先
へ
績
く
の
で
、
剣
ら
な
い

つ

〈

わ

が

も

の

と

な

の
は
、
「
季
市
、
殿
試
策
を
捜
し
清
し
、
祖
父
の
巻
を
得
、
踊
る
」
と
い
う
日

記
を
引
く
の
に
、
「
そ
れ
を
-記
し
た
魯
迅
の
文
章
に
は
、
不
思
議
に
反
援
は
見

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
不
思
議
と
い
う
の

は
む
ろ
ん
深
い
怨
み
が
前
提
だ
か
ら
だ
が
、
そ
の
前
提
に
く
み
し
た
と
し
て

も
、
す
で
に
い
い
年
に
な
っ
た
主
人
公
が
、
こ
ん
な
場
所
で
こ
ん
な
珍
奇
な
文

書
を
示
さ
れ
た
こ
と
に
反
援
す
る
も
の
か
ど
う
か
。
回
収
り
に
そ
う
だ
と
し
て
、

そ
の
こ
と
を
い
ち
い
ち
日
記
に
鼎
拡
散
し
な
か
っ
た
の
が
不
思
議
だ
と
は
、
と
て

も
の
こ
と
に
思
え
な
い
。
そ
し
て
、
文
物
と
し
て
の
日
記
に
あ
れ
ほ
ど
情
熱
的

な
説
明
を
加
え
て
い
る
一
方
で
、
著
者
は
た
だ
の
日
記
の
簡
略
な
本
文
に
い
っ

た
い
何
を
見
ょ
う
と
す
る
の
か
、
と
妙
な
気
持
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か

し
本
嘗
に
剣
ら
な
い
の
は
、
俵
り
に
そ
れ
が
た
し
か
に
不
思
議
だ
っ
た
と
し

て
、
不
思
議
だ
か
ら
ど
う
だ
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
い
く
ら
前
後
を
讃
み
直
し

て
も
剣
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
日
く
あ
り
げ
と
は
、
こ
ん
な
も
の
の
い
い
よ
う
の

こ
と
で
な
い
の
か
。

も
う
一
つ
は
、
本
書
の
最
後
の
く
だ
り
。
著
者
は

「
京
官
」
の
問
題
に
綴
い

て
、
主
人
公
の
俸
給
の
受
領
紋
況
の
問
題
に
移
る
。
嘗
時
の
北
京
政
府
の
有
名

な
給
料
遅
配
問
題
と
日
記
の
記
録
と
か
ら
し
て
誰
し
も
興
味
だ
け
は
も
っ
と
こ

ろ
だ
が
、
著
者
は
そ
れ
を
意
欲
的
に
取
り
上
げ
て
、
詳
し
い
吟
味
の
結
果
、

「
よ
く
民
閣
時
代
の
否
定
面
が
い
わ
れ
、
政
府
職
員
の
給
料
の
遅
配
が
そ
の
事

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
割
に
は
、
初
め
の
約
八
年
徐
に
つ
い
て

み
る
限
り
、
意
外
に
順
調
に
近
い
形
で
、
月
俸
二
百
か
ら
三
百
元
の
支
給
が
あ

っ
た
と
い
う
結
論
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
だ
け
の
事
貨
の
指
摘
に
と
ど

ま
る
と
は
い
え
、
類
推
的
な
固
定
概
念
に
細
部
に
こ
だ
わ
る
目
で
訂
正
を
加

え
、
か
た
が
た
民
図
政
府
下
に
お
け
る
主
人
公
の
役
人
生
活
が
、
何
か
そ
の
名

目
に
値
い
し
な
い
よ
う
な
努
則
的
な
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
と
い

nu 
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う
こ
と
で
、
著
者
固
有
の
剣
断
の
一
部
を
荷
っ
て
い
る
。
日
本
の
明
治
以
降
の

官
僚
身
分
な
ど
か
ら
は
魯
迅
の
言
動
が
理
解
し
に
く
い
、
と
い
う
よ
う
な
別
の

固
定
観
念
に
謝
し
て
、
同
じ
遅
配
問
題
を
逆
の
方
向
に
強
調
す
る
こ
と
も
無
意

味
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
右
の
く
だ
り
は
ま
だ
剣
る
。
判

り
に
く
い
の
は
、
こ
の
あ
と
の
し
め
く
く
り
に
、
遅
配
飲
配
の
ひ
ど
く
な
っ
た

一
九
二
一
一
一
年
に
主
人
公
が
苦
し
い
や
り
く
り
を
し
て
新
し
く
購
入
し
た
い
ま
の

「
魯
迅
故
居
」
に
あ
た
る
西
三
候
胡
同
の
家
屋
が
、
結
局
あ
し
か
け
一
五
年

に
わ
た
る
「
京
宮
」
生
活
が
生
ん
だ
「
唯
一
の
財
産
ら
し
い
財
産
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
」
こ
と
を
い
い
、
最
後
に
こ
の
家
が
「
か
れ
の
つ
つ
ま
し
い
「
京

官
」
生
活
の
さ
さ
や
か
な
紀
念
と
も
な
っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
結
ぶ
と
こ
ろ

で
あ
る
。
「
つ
つ
ま
し
い
」
と
い
う
形
容
は
、
前
段
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ

ろ
と
は
自
然
に
連
績
し
な
い
。
毛
調
停
東
が
北
京
大
皐
固
書
館
助
手
に
な
っ
た
醤

初
の
月
俸
が
八
元
だ
っ
た
と
か
、
一
九
二

O
年
頃
の
小
皐
敬
員
の
「
生
活
費
か

ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
卒
均
希
望
年
俸
一
-
一
一
八
・
二
二
四
元
に
劃
し
て
寅
際
の
卒

均
年
俸
は
そ
の
牢
分
の
一
六

0
・
二
五
元
で
あ
っ
た
L

(

本
函
国
分
筋
四
三
ペ

ー
ジ
)
と
い
う
よ
う
な
例
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
月
俸
二
、
三
百
元
が
順
調
に

近
く
入
っ
た
生
活
を
、
そ
の
金
の
出
て
行
き
方
に
燭
れ
ず
に
そ
う
形
容
す
る
の

は
、
説
明
不
足
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
つ
の
唐
突
さ
が
あ
る
の
は
ま

あ
些
細
な
こ
と
だ
と
し
て
、
そ
も
そ
も
最
後
に
家
屋
の
購
入
の
話
に
縛
じ
て
、

そ
れ
を
い
さ
さ
か
の
一
詠一
歎
を
ま
じ
え
る
が
如
く
に
「
紀
念
」
と
意
味
づ
け
る
こ

と
で
、
著
者
は
こ
の
章
の
、
ま
た
ひ
い
て
は
一
意
回
全
鐙
一
の
叙
述
に
関
し
て
、
何

を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
か
あ
り
そ
う
で
し
か
も
剣
然
緯
然
と

し
な
い
例
で
あ
る
。

本
書
が
も
し
、
「
役
人
生
活
・
そ
の
一
側
面
」
、
ま
た
は
い
っ
そ
の
こ
と

「
役
人
時
代
の
日
記
・
そ
の
一
部
分
」
と
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
事
は
も
っ
と

簡
間
早
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
し
か
し
、
績
き
の
郡
分
で
解
明
さ
れ
る
と
い
う

「
五
四
と
魯
迅
」
は
お
ろ
か
、
第
一
章
の
導
入
す
ら
無
視
し
た
胡
乱
暴
な
俵
定
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
も
未
完
結
と
い
う
こ
と
に
最
大
限
の
配
慮
を
は
ら
う
べ
き
だ

と
す
れ
ば
、
導
入
と
現
に
書
か
れ
た
部
分
と
の
聞
で
本
書
の
形
式
論
的
な
研
究

を
し
て
み
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
論
-
評
の
苦
し
さ
は
そ
こ
に
由
来
す
る
の
で
、

毛
を
吹
い
て
庇
を
求
め
る
苦
心
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
五
四
の
詩
人
王
統
照
」

本
書
は
詩
人
、
も
う
少
し
具
穫
的
に
は
「
新
詩
」
作
家
と
し
て
の
王
統
照

に
、
全
鐙
的
な
光
を
あ
て
た
労
作
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
詩
を
通
じ
て
「
五
四

の
心
」
を
探
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
一
融
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
書
の
前
提

か
ら
締
結
に
わ
た
っ
て
、
王
統
照
は
「
五
四
の
詩
人
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
詩
人
王
統
照
を
正
面
か
ら
紹
介
・
論
評
し
た
の
と
同
じ
こ

と
で
あ
り
、
事
案
上
も
そ
う
い
う
勢
作
と
し
て
、
本
邦
初
の
研
究
と
い
う
名
血
管

に
そ
む
か
ぬ
内
容
を
そ
な
え
て
い
る
。

単
純
な
二
章
構
成
の
第
一
章
「
濁
行
者
の
悲
哀
」
で
第
一
詩
集
『
童
心
』

を
、
第
二
章
「
時
代
の
試
練
の
な
か
で
」
で
第
二
詩
集
『
こ
の
時
代
』
か
ら
最

後
の
第
五
詩
集
『
江
南
曲
』
ま
で
を
扱
い
、
詩
人
の
生
活
歴
や
時
代
の
背
景
に

注
意
し
な
が
ら
、
各
時
期
の
問
題
作
の
寅
例
に
卸
し
て
詩
作
の
展
開
を
跡
づ
け

る
の
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
具
鐙
的
な
跡
づ
け
で
あ
る
か
ら
要
旨
を
紹
介
す

る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
が
、
「
五
四
」
の
昂
揚
と
そ
の
挫
折
の
下
で
の
「
暗
い
究

醒
」
か
ら
、
「
抗
日
」
の
歌
に
お
け
る
民
族
と
の
一
種
感
の
獲
得
に
至
る
ま
で

の
詩
人
の
歩
み
が
、
そ
の
現
寅
認
識
の
深
化
過
程
を
基
軸
に
通
観
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
歩
み
が
、
た
と
え
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
的
特
努
な
ど
で
な
く
、

「
自
己
の
領
域
を
誠
寅
に
守
る
こ
と
を
通
し
て
〈
現
寅
〉
や

〈
政
治
〉
に
誠
寅

-131ー
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で
あ
ろ
う
と
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
或
る
内
面
的
態
度
の
持
績
と
し
て
跡
づ

け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
詩
人
が
「
五
四
の
詩
人
」
た
る
ゆ
え
ん
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
「
五
四
の
心
」
と
か
「
五
四
の
詩
人
」
と
い
う
も
の
は
、
本
書
の

「は

じ
め
に
」
や
「
む
す
び
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
も

っ
と
多
義
的
で
、
そ
れ
が
提
起

す
る
問
題
も
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
に
い
っ
た
理
由
で
こ
こ
に

は
立
ち
入
ら
な
い
。

さ
て
短
い
書
評
と
は
い
え
、
王
統
照
の
詩
業
に
従
来
ど
お
り
無
知
無
関
心
の

ま
ま
で
は
さ
す
が
に
心
苦
し
い
の
で
、
私
は
本
書
に
数
え
ら
れ
、
近
刊

『
王
統

照
文
集
』
の
詩
作
全
部
を
牧
め
る
第
四
容
だ
け
は
忽
卒
な
が
ら
遇
策
し
て
み

た
。
そ
し
て
名
前
だ
け
は
誰
も
が
知
っ
て
い
な
が
ら
、
誰
も
ま
と
も
に
は
取
り

上
げ
た
こ
と
の
な
い
(
な
い
で
あ
ろ
う
)
こ
の
地
味
な
作
家
が
、
た
し
か
に
な

か
な
か
附脱税
し
が
た
い
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
、
感
銘
深
く
も
知
ら
さ
れ
た
。

だ

い
い
ち
、

「
五
四
」
運
動
か
ら
「
抗
日
」
戦
争
ま
で
の
歴
史
を
、
む
ろ
ん
そ
の

閃
に
幾
つ
か
の
起
伏
は
経
な
が
ら
も
、
終
始
現
役
の
「
新
詩
」
作
家
と
し
て
生

き
抜
い
た
こ
と
白
艦
が
、
稀
有
な
文
皐
史
的
事
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
停
統
的
哲
也
吋
と
民
間
の
歌
諸

(政
策
的
な
民
歌
運
動
だ
け
の
こ
と
で
な

い
)
の
雨
面
か
ら
、
所
詮
は
ハ
イ
カ
ラ
文
感
青
年
の
背
く
さ
い
自
慰
に
す
ぎ
な

い
の
か
、
と
い
う
ふ
う
に
問
い
つ
め
ら
れ
て
き
た
新
詩
の
運
命
を
考
え
る
際
に

は
、
最
先
に
参
照
す
べ
き
質
例
の
一
つ
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ぎ
に
こ
の
詩
人

が
、
想
像
と
共
感
を
柱
と
す
る
素
朴
か
つ
基
本
的
な
詩
籾
を
堅
持
す
る
こ
と
に

よ
り
、
流
緩
や

4

窓
匠
の
消
長
か
ら
可
成
り
自
由
な
場
所
で
詩
作
を
繍
け
た
、
と

い
う
印
象
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
人
の
メ
ラ
ン
コ
リ
イ
親
和
的
な
気
質
と
関

係
が
あ
ろ
う
か
と
推
せ
ら
れ
る
、
自
己
の
言
語
的
秩
序
へ
の
固
執
も
あ
ら
わ
な

晦
混
さ
を
伴
う
そ
の
詩
風
の
展
開
は
、
わ
れ
わ
れ
の
カ
で
は
ま
だ
よ
ほ
ど
お
.
ほ

っ
か
な
い
新
文
患
の
詩
的
言
語
の
愛
育
史
通
観
の
た
め
の
、
少
く
と
も
信
頼
に

値
す
る
標
識
と
な
り
う
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
感
想
は
た
だ
ち
に
、
著
者
が
率
先
し
て
こ
の
詩
人
に
注
目
し
た
こ
と

の
意
義
と
、
い
ま
な
お
頼
る
べ
き
詩
史
の
見
通
し
に
乏
し
い
僚
件
の
下
で
、
こ

の
詩
人
の
決
し
て
少
な
く
は
な
い
詩
作
の
跡
か
ら
一
定
の
理
路
を
取
り
出
す
こ

と
の
困
難
と
を
傍
設
す
る
だ
ろ
う
。
質
際
よ
く
や
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

紙
幅
が
な
い
か
ら
該
み
慣
れ
ぬ
作
口
聞
か
ら
得
た
ふ
つ
つ
か
な
印
象
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
を
も
と
に
あ
ら
た
め
て
著
者
の
見
解
を
開
き
た
い
と
思
う
こ
と
を
、

一
つ
だ
け
あ
げ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
『
夜
行
集
』
の
第
三
韓
は
、
「
モ
ダ
ニ

ズ
ム
詩
を
集
め
た
も
の
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
い
ろ
い
ろ
と

腕
に
落
ち
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
作
は
「
表
象
が
や
た
ら

と
思
わ
せ
ぶ
り
に
難
解
で
、
一

口
に

い
っ
て
出
来
が
よ
く
な
い
」
の
で
、
し
た

が
っ
て
「
こ
れ
ら
の
作
品
の
存
在
は
詩
人
に
と
っ
て
は
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

よ
う
な
も
の
」
と
さ
れ
「
『
夜
行
集
』
第
一
輯
か
ら
『
欧
携
集
』
へ

と
た
ど
っ

て
来
た
線
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
と
び
こ
え
て
次
の
詩
集
へ
と
延
ば
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
」
と
は
、
「
こ
の

時
期
、
詩
人
は
蛍
時
一
部
で
流
行
し
て
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
試
み
た
」
と
の
意

味
で
い
わ
れ
、
ま
た
「
次
の
詩
集
」
と
は
、
「
抗
日
」
を
熱
烈
に
歌
う

『
横
吹

集
』
と
『
江
南
曲
』
を
指
し
て
い
る
。

そ
れ
は
し
か
し
賞
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
『
夜
行
集
』
第
三
韓
の
詩
篇
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
作
中
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
民
族
の
か
す
か
な
「
生
機
」
を
問

う
モ
チ
ー
フ
の
切
貸
さ
に
よ
っ
て
、
著
者
が
い
う
よ
う
な
前
後
の
延
長
か
ら
べ

つ
に
孤
立
し
て
い
な
い
と
私
に
は
受
け
取
れ
る
。
難
解
は
難
解
で
も
、
言
葉
の

意
味
性
に
こ
と
さ
ら
逆
ら
う
と
い
う
よ
う
な
傾
向
で
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の

「
流
行
L

と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
著
者
が
そ
の
最
終
速
を

誇
出
し
て
い
る
「
誰
能
相
信
是
快
到
了
垂
幕
的
時
光
」
と
い
う
題
の
一
篇
に
つ

。，“内。
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い
て
見
て
も
、
最
後
の
コ
遺
品
跡
下
波
害
死
的
嬰
援
撫
着
創
傷
/
」
の
句
を
、

「
殺
さ
れ
残
っ
た
嬰
児
が
傷
を
手
嘗
て
し
て
い
る
ノ
・
」
と
簡
潔
に
誇
す
の
は
、

上
述
の
よ
う
な
解
稗
に
よ
り
イ
メ
ー
ジ
の
数
果
を
重
ん
じ
る
か
ら
で
あ
ろ
う

が
、
お
そ
ら
く
例
の
「
子
供
を
救
え
L

と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
「
五
四
」
的
な
叫

び
の
更
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
形
と
解
せ
な
い
で
な
い
こ
の
場
合
で
は
、
「
還
徐

下
」
と
い
う
意
味
の
脈
絡
は
省
略
し
に
く
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
首
を

「
暑
い
夏
の
日
暮
れ
前
の
や
り
切
れ
な
い
倦
怠
を
歌
っ
た
も
の
ら
し
い
」
と
す

る
著
者
の
倦
怠
と
い
う
語
の
用
法
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
詩
の
「
モ
ダ
ニ
ズ

ム
」
を
云
々
す
る
文
脈
で
倦
怠
と
い
え
ば
、
そ
の
意
味
は
相
暗
胞
に
限
定
さ
れ
た

も
の
と
判
断
す
る
ほ
か
な
い
が
、
著
者
は
こ
の
語
を
同
じ
詩
の
中
の
「
疲
倦
」

の
誇
語
と
し
て
も
意
識
し
て
い
る
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
章
で
『
童

心
』
の
「
疲
倦
」
と
題
す
る
詩
の
誇
文
を
讃
ん
だ
時
に
も
同
じ
こ
と
が
気
に
か

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
ど
っ
ち
の
詩
に
お
い
て
も
、

原
文
「
疲
倦
」
は
、
疲

労
、
疲
弊
と
い
っ
た
直
接
性
以
外
の
知
的
な
気
分
な
ど
を
合
意
し
て
い
な
い
は

ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
統
照
の
詩
風
一
般
の
理
解
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
『
夜
行
集
』
第
一
-
一
輯
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
裁
克
家
(
「
王
統

照
先
生
的
詩
」
〉
が
「
自
然
の
風
景
に
射
す
る
感
受
に
人
生
問
題
を
か
ら
ま
せ

る
」
と
特
徴
づ
け
た
上
で
「
風
景
詩
」
に
分
類
し
た
一
群
の
延
長
上
に
置
き
、

さ
ら
に
の
ち
の
『
江
南
曲
』
の
第
一
輯
〈
こ
の
輯
分
け
は
「
文
皐
叢
刊
」
本
に

擦
る
)
に
多
く
見
え
る
、
江
南
の
風
景
の
濁
自
な
調
詠
に
抗
載
の
要
求
や
決
意

を
か
ら
ま
せ
る
種
類
の
持
情
詩
に
つ
な
げ
る
の
が
遁
嘗
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
嫌
疑
が
か
か
る
の
は
、

狼
雑
を
極
め
る
上
海
の
息
つ
ま
る

よ
う
な
空
気
が
、
詩
人
の
風
景
を
甚
だ
し
く
内
閉
的
に
心
象
化
さ
せ
た
た
め

で
、
一
般
の
「
抗
日
」
機
運
の
昂
揚
と
自
身
の
行
動
参
加
に
よ
っ
て
関
か
れ
た

心
に
、
そ
れ
が
痛
ま
し
い
な
り
に
お
の
ず
と
自
然
性
を
恢
復
し
て
、
母
な
る

「
江
山
」
に
繁
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
聞
に
詩
人
の
有
力
な
手
法
は
、
浮
気
と

い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
く
一
貫
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

著
者
が
第
二
章
で
、
こ
う
い
っ
た
「
風
景
詩
」
に
重
き
を
置
い
て
い
な
い
の

は
、
時
々
書
か
れ
る
長
篇
叙
事
詩
の
問
題
作
に
鰯
れ
ぬ
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
た
め
で

も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
私
は
こ
の
系
列
に
可
成
り
関
心
を
そ
そ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

詩
人
自
ら
が
こ
れ
ら
の
作
中
で
し
ば
し
ば
奮
詩
的
な
風
景
感
究
を
一意
一
園
的
に
封

象
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
系
列
が
自
然
菰
詠
の
停
統
の
新
詩
に
お
け
る
断

紹
と
縫
承
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
考
え
さ
せ
つ
つ
、
し
か
も
新
文
皐
の
詩
的
表
現

の
一
つ
の
到
達
黙
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
著
者
に
し
て

も
、
こ
れ
ら
に
も
っ
と
注
目
し
て
い
た
ら
、
直
接
に
「
抗
日
」
を
歌
う
詩
が
時

時
う
わ
ず
っ
た
調
子
に
な
る
の
を
と
ら
え
て
、
「
抗
日
」
の
大
義
に
お
け
る
民

族
と
の
一
種
感
が
、
一
方
で
詩
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
を
も
た
ら
し
か
ね
な
か
っ
た

こ
と
を
問
題
に
し
、
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
「
自
己
に
射
す
る
誠
寅
」
や

「
内
面
的
覗
座
」
が
詩
人
を
そ
れ
か
ら
救
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
ご
尤
も

な
議
論
で
本
書
を
終
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
考
え

る
の
で
あ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
。
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〈
評
者
附
記
〉
園
卒
民
数
育
運
動
小
史
(
小
林
善
文
)
回
五
四
期
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
〈
小
関
信
行
〉
の
雨
分
加
を
つ
い
に
取
り
あ
げ
る
に
至
ら
な
か
っ

た
こ
と
右
の
と
お
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
に
射
し
遺
憾
に
思
い
ま
す
。
せ

め
て
、
軽
視
と
は
反
射
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
、
諒
解
ね
が
い
た
い
。
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