
楊

慈

湖

楊
慈
湖
は
陸
象
山
の
高
弟
で
あ
る
。
陸
象
山
の
弟
子
を
一
人
だ
け

奉
げ
よ
と
も
と
め
ら
れ
た
ら
、
誰
で
も
楊
慈
湖
を
奉
げ
る
に
ち
が
い

な
い
。
象
山
は
が
ん
ら
い
江
西
の
人
で
あ
っ
た
。
晩
年
、
江
西
貴
渓

の
象
山
に
講
堂
を
か
ま
え
撃
を
講
ず
る
こ
と
五
年
、
謁
し
て
簿
に
上

①
 

せ
ら
れ
た
も
の
数
千
人
と
い
う
が
、
江
西
に
お
け
る
弟
子
と
し
て
は

侍
曾
葎
(
名
は
夢
泉
、
字
は
子
淵
、
建
昌
南
城
の
人
、
最
後
は
渡
狂

@
 

し
て
死
ん
だ
と
い
う
設
が
あ
る
)
く
ら
い
よ
り
ほ
か
、
あ
ま
り
傑
出

し
た
人
物
が
な
く
、
侍
曾
浬
そ
の
人
の
皐
統
も
は
や
ぐ
衰
え
た
も
の

ら
し
い
。
陸
拳
の
盛
行
し
た
の
は
む
し
ろ
漸
江
、
と
り
わ
け
集
中
的

489 

に
漸
東
の
地
で
あ
っ
た
。
明
州
四
先
生
・
四
明
四
先
生
・
南
上
四
先

生
な
ど
と
稽
せ
ら
れ
る
の
が
そ
の
領
袖
で
あ
る
。

名
は
筒
、
字
は
敬
仲
、
慈
援
の
人

名
は
獲
、
字
は
和
叔
、
郵
の
人

楊
慈
湖

亥
繋
融
澗

島

慶

ーた

田

箭
贋
卒

沈
定
川

名名
t主 t土
燥隣

字字
』ま t土
叔元
晦質

定奉
海化
のの
人@人

定
海
、
奉
化
、
都
、
慈
援
、

み
な
明
州
(
慶
元
二
年
、
慈
湖
五
十
六

-123-

歳
の
年
に
慶
元
府
と
改
稽
)
つ
ま
り
普
通
い
わ
ゆ
る
寧
波
の
属
豚
で

あ
り
、

四
明
と
い
い
南
上
と
い
う
も
す
べ
て
寧
波
の
異
名
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

も
っ
と
も
、

四
先
生
の
皐
が
陸
皐
を
員
正
に
俸
え
た
も
の
で
あ
っ

た
か
否
か
は
、
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
の
推
移

を
知
る
た
め
に
、
楠
本
正
縫
博
士
の
傑
作
「
宋
明
理
皐
史
に
於
け
る

@
 

心
副
理
の
思
想
」
を
、
す
こ
し
長
い
け
れ
ど
も
、
引
い
て
み
よ
う
。

目
下
の
わ
た
し
に
は
、
こ
れ
以
上
の
解
説
は
で
き
そ
う
も
な
い
。

朱
皐
の
「
性
」
の
概
念
に
代
る
陸
皐
の
中
心
概
念
は
「
心
し
で
あ

り
ま
す
。

「
心
即
理
」
で
あ
り
ま
す
。
謝
上
察
、
張
横
浦
等
の
先



490 

騒
を
経
て
起
っ
て
き
た
陸
象
山
の
考
に
は
、

一
の
特
徴
が
窺
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
は
「
心
」
を
海
一
的
、
目
六
鐙
的
、
各
人
が
己
の
心
臓

の
鼓
動
を
感
ず
る
ご
と
く
活
物
と
し
て
感
じ
得
る
方
面
か
ら
考

え
、
こ
の
「
心
」
を
特
に

「理
L

と
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
:
・

-:
隻
明
閣
上
に
於
て
の
彼
の
一
言
(
二
ニ
四
頁
参
照
)
が
端
的
に
し

て
威
力
に
満
ち
て
い
た
の
は
、
こ
の
放
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の

思
想
に
つ
い
て
最
も
重
大
な
る
所
の
一
事
は
「
行
」
の
考
で
あ
り

ま
す
。
:
:
:
若
し
員
に

「
行
」
の
大
切
な
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら

』ま

「心
L

の
立
場
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
象
山
は
考
え
た
も

の
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

:
:
:
象
山
は
「
心
」
が
根
底
存
在
な
る
信

念
の
下
に
、
そ
の
命
令
の
も
と
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
行
動
す
る

こ
と
を
数
え
ま
す
。
侍
曾
濠
を
門
下
第
一
流
と
な
す
所
以
は
こ
の

た
め
で
あ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ぬ
。

象
山
の
後
、

「
心
即
理
」
の
思
想
は
侍
氏
(
侍
曾
海
〉
の
侍
却

っ
て
混
落
し
て
、
所
謂
る
明
州
四
先
生
の
俸
の
み
隆
盛
に
赴
き
ま

の
思
想
の
一
饗
で
あ
り
ま
す
。

し
た
。
こ
れ
は

「
心
即
理
」

ち
、
此
等
の
人
人
は
決
し
て
象
山
の
本
心
を
俸
え
た
と
は
言
い
難

い
と
存
じ
ま
す
。

四
先
生
中
、
沈
、
街
、
衰
の
思
想
に
通
ず
る

性
質
は
、
何
れ
も
陸
風
干
の
悌
を
存
し
な
が
ら
其
の
大
眼
目
た
る

「
心
」
の
特
色
を
失
い
、
朱
子
の
影
響
漸
く
著
し
い
傾
向
が
認
め

@
 

ら
れ
ま
す
。
濁
り
楊
慈
湖
は
此
等
の
人
に
比
す
れ
ば
其
の
師
の
思

想
を
承
け
縫
い
だ
と
言
い
得
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
亦
、
師
と

異
る
立
場
を
有
し
た
こ
と
も
疑
を
容
れ
ま
せ
ぬ
。

思
想
内
容
の
襲
貌
の
貼
は
、
こ
れ
以
上
た
ち
入
ら
な
い
。
と
も
か
く

@
 

「慶
元
の
一
路
、
陸
皐
に
非
ざ
る
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
ー寸

断

東
の
開
筆
者
は
多
く
は
子
静
(
陸
象
山
〉
の
門
人
、

お
お
む
ね
よ
く
卓

然
と
し
て
自
立
し
、
面
接
し
た
だ
け
で
も
毅
然
と
し
て
犯
す
べ
か
ら

①
 

ざ
る
の
色
が
あ
る
」
と
は
、
嘗
時
す
で
に
朱
子
の
感
歎
で
あ
っ
た
。

A
9
 

q
L
 

そ
の
う
ち
で
も
殊
に
一
頭
地
を
抜
レ
て
傑
出
し
、
四
先
生
の
随
一
と

稀
せ
ら
れ
る
の
が
楊
慈
湖
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
慈
湖
へ
の
許
債
は
一
般
に
必
ず
し
も
か
ん
ば
し
い
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
も
、
最
初
に
、
や
は
り
こ
と
わ

っ
て
お
い

た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
清
の
院
元
の

「
四
庫
全
書
簡
明
目
録
』
十

+ 
/、

「
慈
湖
遺
書
十
八
巻
」
の
篠
に
、

~p 

宋
の
楊
筒
、
撰
す
。
陸
九
淵
(
陸
象
山
)
の
壊
は
稗
に
近
け
れ
ど

稗
に
非
ず
。
そ
の
全
く
稗
に
入
り
し
は
、
則
ち
筒
よ
り
始
ま
る
。

猶
お
王
守
仁
(
王
陽
明
〉
の
一
博
し
て
王
畿
(
王
龍
渓
)
と
な
り

然
れ
ど
も
畿
は
空
談
多
く
、

ん
が
ご
と
し
。

簡
は
則
ち
貧
用
あ



り
。
畿
は
細
行
を
狩
ま
ず
、
簡
は
則
ち
正
人
た
る
を
失
わ
ず
。
故

に
是
の
集
、
停
わ
り
て
今
に
至
る
こ
と
を
得
だ
り
。

と
あ
る
の
は
、
慈
湖
に
射
す
る
俸
統
的
評
債
を
簡
明
に
要
約
し
た
も

の
と
い
っ
て
よ
い
。
慈
湖
は
象
山
の
皐
汲
に
お
け
る
最
大
の
人
物
で

あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
象
山
の
皐
聞
を
決
壊
せ
し
め
た
張
本
人
で
あ

る
、
慈
湖
の
象
山
に
お
け
る
は
、

王
陽
明
門
下
で
あ
り
な
が
ら
、
師

読
を
左
源
的
に
歪
曲
し
決
壊
せ
し
め
た
王
龍
撲
の
地
位
に
相
首
す
る

ー
l
彼
は
つ
ね
に
こ
の
よ
う
に
許
債
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
と

え
ば
、
哲
皐
通
史
と
し
て
黄
宗
義
の
『
宋
元
皐
案
』
に
も
先
だ
っ
孫

奇
逢
『
理
皐
宗
俸
』

(
康
照
五
年
)
は
、

わ
れ
わ
れ
が
率
然
と
議
期

す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
場
所
に
は
慈
湖
を
排
列
せ
ず
、

わ
ち
賢
な
る
も
そ
の
流
弊
か
な
ら
ず
や
墨
子
の
ご
と
き
も
の
が
有
る

@
 

で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
諸
公
」
の
一
人
と
し
て
、
巻
末
の
「
補
遺
」
の

「
賢
は
す
な

な
か
に
一
括
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
諸
公
と
は
、
明
で
は
王
龍
漠

(
漸
江
山
陰
の
人
〉
、
羅
近
渓
(
江
西
南
城
の
人
〉
、
近
援
の
門
人
楊

起
元
(
贋
東
鯖
善
の
人
)
、
周
海
門

小
幅
削
江
蝶
廓
の
人
)

の
四
人
で

あ
り
、
宋
で
は
張
横
浦
(
名
は
九
成
、
字
は
子
留
、
漸
江
銭
塘
の
人
〉

と
今
ひ
と
り
が
楊
慈
湖
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
楊
慈
湖
を
と
り
あ
げ
る
か
。
そ
れ
は
、
右
の
よ

う
な
否
定
的
な
評
債
を
今
日
の
見
地
か
ら
再
吟
味
し
て
み
た
い
と
い

う
こ
と
も
、
勿
論
、
動
機
で
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
む
し
ろ
、
結
局
そ
れ
と
か
さ
な
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
三
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
わ
た
し
は
昨

年
、
宋
明
理
皐
史
に
劃
す
る
自
分
の
見
解
の
概
略
を
護
表
す
る
機
曾

を
も

っ
た
(
卒
凡
社
『
思
想
の
歴
史
』
第
六
巻
、
昭
和
四
十
年
)
、
そ

れ
を
補
足
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
あ
の
概
説
は
要
す
る
に
、
聞
学

生
に
射
し
て
お
こ
な
っ
た
講
義
の
摘
要
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ

F
「
υ

n
，u
 

唱

i

が
更
に
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
を
う
け
て
、
あ
ま
り
に
摘
要
、
あ
ま
り
に

粗
枝
大
葉
に
す
ぎ
、
嘗
然
と
り
上
ぐ
べ
き
項
目
|
|
あ
る
い
出
、
数

科
書
的
中
園
思
想
史
、

と
く
に
日
本
の
そ
れ
な
ど
に
、
従
来
か
な
ら

ず
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
を
例
と
し
た
項
目
ー
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
取

り
あ
げ
得
な
か

っ
た
、
も
し
く
は
、
言
及
し
え
な
か
っ
た
、
も
の
が

甚
だ
多
い
。

い
わ
ゆ
る
宋
撃
の
出
護
黙
を
な
じ
た
と
い

た
と
え
ば
、

わ
れ
る
春
秋
察
、
時
と
し
て
宋
皐
が
ほ
と
ん
ど
そ
れ
一
色
に
塗
り
つ

ぶ
さ
れ
か
ね
な
い
名
分
論
、
ま
た
、
勃
興
期
宋
皐
の
副
産
物
(
?
)

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
宋
皐
の
い
わ
ば
引
き
立
て
役
を
受
け

と
し
て
、

持
た
さ
れ
て
い
る
王
安
石
の
皐
や
蘇
東
披
の
筆
、
そ
の
ほ
か
朱
子
と
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同
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
事
功
の
事
」
た
る
永
康
(
陳
龍
川
な
ど
)
永

嘉
(
陳
止
粛
・
葉
水
心
な
ど
)
の
準
、
別
に
ま
た
湖
南
の
胡
氏
一
門

の
皐
、
な
ど
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
許
慣
す
る
か
は
別
問
題
と
し
て

も
、
ぜ
ん
ぜ
ん
論
及
す
る
徐
裕
が
な
か

っ
た
。
い
ま
、
楊
慈
湖
の
場

合
も
そ
れ
で
あ

っ
て
、
こ
の
機
舎
に
補
充
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は

楊
慈
湖
が
果
し
て
補
充
せ
ら
れ
る
に
債
す
る

か
、
ま
た
そ
の
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
黙
に
関
係
す
る
。
私
は
も

と
も
と
王
陽
明
l
王
陽
明
準
波
の
研
究
か
ら
出
費
し
た
も
の
で
あ

り

い
わ
ゆ
る
陸
王
製
に
封
し
て
は
特
殊
な
親
近
感
を
も
っ
て
い
る

が
、
そ
の
陸
王
哲
皐
を
一
つ
の
面
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
一
つ
の
極

限
形
態
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
壮
大
な
、
整
頓
せ
ら
れ
た
形
で
し
め

し
て
い
る
の
が
慈
湖
の
哲
準
作
品
、
と
く
に
『
己
易
』

@
 

の
二
篇
で
あ
ろ
う
。

お
の
れ

易
な
る
も
の
は
己
な
り
、

『
絶
四
記
』

他
に
易
な
る
も
の
あ
る
に
非
ざ
る
な

り
。
易
を
以
て
(
易
経
と
い
う
〉
書
と
篤
し
、
易
を
以
て
己
と
篤

さ
ざ
る
は
、

不
可
な
り
。
易
を
以
て
天
地
の
繁
化
と
痛
し
、
易
を

以
て
己
の
饗
化
と
痛
さ
ざ
る
は
、
不
可
な
り
。
天
地
は
我
の
天
地

な
り
、
第
化
は
我
の
努
化
な
り
、
他
物
に
非
ざ
る
な
り
。

『
己
易
』
は
こ
の
よ
う
に
読
き
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
易
は
愛
化
の

書
と
い
う
そ
の
易
に
因
み
つ
つ
、
森
羅
蔦
象
、
宇
宙
開
の
一
切
の
物

と
事
と
が
、
要
す
る
に
己
(
我
)
の
展
開
、
愛
相
、
に
ほ
か
な
ら
ぬ

」
と
が
、
綿
綿
と
語
ら
れ
る
。

包
犠
氏
は
易
が
己
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
表
現
せ
ん
と
欲
し
て
で

一
を
重
い
た
。
な
る
ほ
ど
吾
の
鐙
は
そ
れ
に

き
な
か
っ
た
の
で
、

よ
っ
て
近
似
的
に
形
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
吾
の
韓

し
か
し
我
の
睦
の
中
に
は

を
形
容
す
る
に
は
足
り
た
け
れ
ど
も
、

ま
た
偶
然
化
の
差
別
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
も
表
現
の
ぞ
だ
て

が
な
い
。
そ
こ
で
、
一
を
重
い
て
代
用
し
た
。
一
は
吾
の
一
、
一

は
吾
の
一
、
重
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
「
黙

知
的
操
作
の
劉
象
と
す
る

-126-

識
」
し
う
る
の
み
で
、

(
知
を
加
え

る
〉
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
は
吾
の
全
、

一
は
吾
の
分
で
あ
る
。

全
は
即
ち
分
、
分
は
即
ち
全
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
民
あ
り
て
以

来
、
能
く
吾
の
全
を
識
る
者
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。

か
の
蒼
蒼

と
し
て
上
に
清
明
な
る
も
の
を
見
て
は
じ
め
て
、

一
口
う
力
の
あ
る

者
が
、
天
と
名
づ
け
た
。
ま
た
、

か
の
蹟
然
と
し
て
下
に
博
厚
な

る
も
の
を
見
て
、

」
れ
を
地
と
名
づ
け
た
。

し
ん
じ
つ
は
、
清
明

な
の
は
吾
の
清
明
に
ほ
か
な
ら
ず
、
博
厚
な
の
は
吾
の
博
厚
に
ほ



か
な
ら
な
い
の
に
、

ひ
と
は
自
分
で
気
が
つ
か
な
い
で
、

お
互
に

指
し
て
、
あ
れ
は
天
、
あ
れ
は
地
、

と
名
づ
け
て
い
る
。
あ
た
か

も
、
我
の
手
、
我
の
足
、

で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
で
、
手

だ
、
足
だ
、

と
で
も
い
う
よ
う
に
。

乾
は
吾
が
鐙
の
剛
健
性
、
坤
・
震
・
巽
・
:
:
は
そ
の
獲
態
、
一
元
・
亨

-
利
・
貞
は
吾
の
四
徳
。
.

天
地
、
高
物
、
高
化
、
首
内
理
を
己
と
し
な
い
で
、

鼻

た
だ
身
、

aehソ
今

e

口
、
四
肢
を
己
と
す
る
の
は
、
吾
の
全
鐙
を
剖
い
て
、

目

一
寸
の
皮
膚
を
裂
き
取
り
、
そ
れ
を
自
己
と
す
る
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
血
気
に
姪
精
せ
ら
れ
て
自
己
を
私
的
に
し
、
自
己
を
卑
小

に
オ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
吾
の
躯
は
、

六
尺
七
尺
(
な
る

肉
鐙
的
自
己
〉
の
み
に
止
ら
ぬ
。
井
の
中
に
坐
し
て
天
を
観
て
も

天
の
大
が
知
ら
れ
ぬ
よ
う
に
、
血
気
に
坐
し
て
己
を
観
て
も
己
の

贋
き
こ
と
は
知
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

〔
私
的
な
る
も
の
が
そ
れ
を

裂
き
、
私
的
な
る
も
の
が
自
ら
を
卑
小
と
す
る
の
で
あ
る
〕

混
混
乎
と
し
て
涯
昨
な
く
、
始
終
な
く
、
天
地
も
大
に
非
ず
、
一
宅
髪

も
小
に
非
ず
、
往
も
古
に
非
ず
、

此
も
今
に
非
ず
、
他
日
も
後
に
非

ず
、
吾
が
性
は
澄
然
と
し
て
清
明
に
し
て
物
に
非
ず
、
洞
然
と
し
て
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際
無
く
し
て
量
に
非
ず
、

と
い
う
そ
の
立
場
は
、

し
か
し
、

か
な
ら

ず
し
も
た
だ
皐
に
含
糊
無
差
別
な
肯
定
主
義
で
な
く
、

繋
僻
繍
聞
の

「
高
物
ヲ
鼓
シ
テ
聖
人
ト
憂
ヲ
同
ク
セ
ズ
」
や
「
形
而
上
ナ
ル
モ
ノ

之
ヲ
道
ト
謂
イ
、
形
市
下
ナ
ル
モ
ノ
之
ヲ
器
ト
謂
ウ
」
を
そ
の
差
別

主
義
の
故
に
「
そ
の
聖
人
の
言
に
非
ざ
る
こ
と
は
断
断
と
し
て
白
と

一
と
二
と
の
如
く
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
僚
ら
な
い

黒
と
の
如
く
、

の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
か
く
の
如
き
も
の
五
千
字
、
そ
れ
が
『
己

易
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
分

『
絶
四
記
』
は
「
意
、
必
、
園
、
我
」
の
四
を
絶
つ
こ
と
を
主
題

と
す
る
。

勾

d

お
の
ず

人
心
は
自
ら
明
な
り
、
人
心
は
自
ら
霊
な
り
。
意
起
り
て
我
立
ち
、

必
と
固
と
硬
塞
し
、

の
霊
を
失
う
。

か
く
て
始
め
て
其
の
明
を
喪
い
、
始
め
て
其

孔
子
が
語
語
と
し
て
弟
子
に
告
戒
し
た
の
も
こ
の
四
者
の
止
絶
で
あ

っ
た
(
論
語
子
翠
篇
)
。
人
た
れ
し
も
が
、
外
求
を
慣
ら
ず
、
外
得
に
由

ら
ず
し
て
、
至
霊
至
明
康
大
聖
智
の
性
を
有
す
る
。
そ
れ
を
蔽
う
の

が
意
必
固
我
、

ー
ー
も
っ
と
も
根
本
的
に
は
意
で
あ
る
。
必
は
意
の

必
、
固
は
意
の
園
、
要
す
る
に
我
は
意
の
我
で
あ
る
。
心
と
意
と
は

も
と
も
と
同
一
川
初
で
あ
る
が
、
一
者
が
心
、
分
裂
し
た
も
の
が
意
、
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
蒙
蔽
と
分
裂
と
は
、
す
べ
て
意
に
起
源
す
る
。
意
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を
起
さ
ぬ
こ
と

不
起
意

h

」
そ
撃
の
原
理
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

『
己
易
』
に
お
け
る
「
私
」
も
、
要
す
る
に
こ
の
「
意
|
我
」
以
外

⑪
 

で
は
な
か

っ
た
。
|
|
三
宅
雲
嶺
は
い
う
、

蓋
し
客
観
的
観
念
涯
の
泰
斗
と
も
稽
す
べ
き
は
朱
晦
庵
に
し
て
、

彼
が
地
位
は
粉
々
シ
ェ
リ
ン

グ
と
相
似
た
り
。
主
観
的
観
念
振
は

謝
上
察
、
王
信
伯
等
を
経
て
陸
象
山
に
楽
ゆ
、
其
の
地
位
は
フ
ィ

ヒ-ア、

へ
1

、
ケ
ル
等
の
聞
に
出
入
す
。
而
し
て
楊
慈
湖
の
『
己
易
』

を
出
す
に
至
り
て
は
純
乎
た
る
フ
ィ
ヒ
テ
な
り
。

慈
湖
が
果
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
右
に
要
約
し
た

と
こ
ろ
の
み
に
依

っ
て
も
、
問
題
で
あ
ろ
う。

し
か
し
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
後
に
改
め
て
考
え
る
と
し
て

と
も
か
く
、
む
か
し
か
ら
有

名
な
こ
の
二
篇
が
、
時
に
は
ほ
と
ん
ど
哲
皐
詩
と
で
も
い
う
べ
き
濁

特
め
美
し
さ
を
す
ら
た
た
え
て
、
中
園
哲
皐
史
上
、
屈
指
の
傑
作
で

あ
る
こ
と
は
、

や
は
り
、
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た

く
し
は
こ
の
機
舎
に
慈
湖
へ
の
わ
た
く
し
流
の
イ
ン
ト

ロ
ダ
ク
シ

ョ

ン
を
書
い
て
、

せ
め
て
讃
者
の
関
心
を
挑
護
し
て
み
た
い
の
で
あ

る
第
三
に
、
章
事
誠
『
文
史
逼
義
』
に
い
わ
ゆ
る
「
漸
東
皐
術
」
の

問
題
。

『
文
史
通
義
』
巻
五
の
そ
の
篇
は
、
官
頭
ま
ず
、

漸
東
の
皐
は
婆
源
(
朱
子
)
よ
り
出
る
と
は
い
え
、
三
裳
の
徒
い

ら
い
、
多
く
江
西
陸
氏
の
撃
波
に
属
し
、
通
経
服
古
、
徳
性
を
空

言
す
る
風
は
ぜ
ん
ぜ
ん
無
い
。
故
一
に
朱
子
の
数
に
惇
ら
な
い
の
で

あ
る

と
、
依
然
、
朱
子
の
権
威
に
折
衷
し
つ
つ
も
そ
の
出
自
を
明
白
に
す

る
と
こ
ろ
か
ら
説
き
お
こ
し
、
中
ご
ろ
|
|

普
く
天
人
・性
命
を
言
う

ほ
ど
の
者
で
人
事
に
密
切
し
な
い
も
の
は
な
い
、
近
儒
の
経
を
談
ず

る
や
、

ま
る
で
、
人
事
の
ほ
か
に
別
に
い
わ
ゆ
る
義
理
な
る
も
の
が
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存
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
、

と
述
べ
、

「
漸
東
ノ
筆
、
性
命

ヲ
言
ウ
者
、
必
ズ
史
ヲ
究
ム
、
此
レ
其
ノ
卓
ル
ル
所
以
ナ
リ
」
と
有

名
な
断
案
を
く
だ
し
て
レ
る
。

い
う
と
こ
ろ
の
三
裳
と
は
、

四
先
生

の
ひ
と
り
衰
葉
粛
、
そ
の
子
の
裳
蒙
混
同
(
名
は
甫
)
の
二
人
を
ふ
く

い
ま
一
人
は
誰
を
指
す
の
か
、
蒙
驚

@
 

の
兄
(
?
〉
の
耳
目
菊
(
名
は
粛
〉
か
も
し
れ
な
い
。

む
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、

(
お
な
じ
く
鄭

の
亥
氏
と
は
い
え
、
実
柏
、
す
な
わ
ち
有
名
な
元
代
の
清
容
居
土
、

で
は
あ
る
ま
い
)
そ
の
衰
葉
清
が
お
な
じ
四
先
生
の
ひ
と
り
釘
贋
卒

⑫
 

に
興
え
た
手
紙
に

の
子
、
好
研
、
字
は
和
仲
、

-
更
に
宜
し
く
日
に
一
経
一
史
を
課
す
れ
ば
尤
も
佳
な
ら
ん
。



た
だ
高
速
を
慕
う
の
み
に
し
て
古
今
を
費
、
ざ
る
は
、
最
も
事
を
害

す
。
子
路
い
わ
く
「
何
ゾ
必
シ

モ
書
ヲ
譲
ミ
テ
然
ル
ノ
チ
皐
ト
魚

サ
ン
」
孔
子
い
わ
く
「
是
ノ
故
ニ
夫
ノ
倭
者
ヲ
悪
ム
」
と
。
是
れ

聖
人
と
難
も
蓄
に
於
て
敢
て
贋
放
せ
ず
、
況
ん
や
官
人
を
や

0

・:

か
な

・
:
皐
を
震
す
は
要
ら
ず
嘗
に
古
今
を
通
知
し
、
多
く
前
言
往
行
を

識
る
ベ
し
、
古
人
の
所
謂
る
「
其
の
徳
を
畜
う
」
な
り
。
:
:
:
賢

伯
仲
、
先
訓
(
野
康
川
の
教
訓
)
を
謹
守
し
・
:
・
:
然
れ
ど
も
、
讃

書
の
一
事
は
却
っ
て
贋
す
べ
か
ら
ず
。
同
学
問
は
窮
量
あ
る
こ
と
無

し
。
カ
を
用
う
る
愈
よ
久
し
く
し
て
得
る
と
こ
ろ
愈
よ
深
し
。
慈

湖
も
、
中
年
以
後
、
却
っ
て
肯
て
讃
書
せ
り
。

ま
す
ま
す
其
の
器

業
を
大
に
せ
し
所
以
な
り

と
あ
る
の
は
、
漸
東
の
挙
、
と
く
に
嘗
時
、
陸
皐
盛
行
の
寧
波
の
皐

風
の
員
相
を
語
る
資
料
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
陸
撃
は
謹
書
し
な
い
も
の
、
と
い
う
の
が
首
時
の
逼
念
で
あ
っ

た
。
と
り
わ
け
明
州
四
先
生
の
皐
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
朱
皐
の
影
響
を
う
け
た
(
楠
本
博
士
、
前

そ
れ
は
讃
書
的
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
な
く
、
国
U

掲
)
と
し
て
も
、

排
主
義
、
概
念
主
義
、

の
風
に
そ
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
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」ろ
が
員
相
は
決
し
て
通
念
の
よ
う
で
な
か
っ
た
、
単
純
に
ア
ン
チ

讃
書
で
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
漸
東
の
史
筆
と
い
え
ば
、
す
で
に
朱
子
と
同
時
に
金

華
の
呂
粗
謙
、
す
な
わ
ち
呂
東
莱
が
い
る
。
東
莱
は
朱
子
、
陸
子
の

親
友
で
あ
り
、
朱
子
と
と
も
に
『
近
思
録
』
を
編
集
し
た
人
物
で
あ

る
か
ら
、
普
通
に
は
い
わ
ゆ
る
道
皐
者
、
す
な
わ
ち
哲
筆
者
と
の
み

考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
も
後
世
に
な
っ
て
か
ら
、

朱
子
製
が
皐
界
を
制
覇
し
お
わ
っ
て
か
ら
、

⑬
 

ぃ
。
嘗
時
は
む
し
ろ
『
大
事
記
』
全
二
十
七
巻
、 の

評
債
で
あ
る
ら
し

『
皇
朝
文
鑑
』
百

五
十
巻
、

『
口
口
氏
家
塾
讃
詩
記
』
三
十
二
巻
な
ど
の
編
著
を
も

っ
て

き
こ
え
る
史
同
学
者
、
掌
故
筆
者
、
博
皐
家
と
し
て
、

-129-

つ
ま
り
、

ー寸

司

馬
遁
を
ま
る
で
孔
子
の
よ
う
に
も
ち
上
げ
る
」
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る

「
漸
聞
の
一
種
の
史
事
」
の
代
表
的
人
物
と
し
て
、
知
ら
れ
て
い
た

⑬
 

の
で
あ
る
ら
し
い
。
呂
氏
は
北
宋
の
名
臣
呂
公
著
(
丞
相
自
夷
簡
の

子
〉
い
ら
い
『
宋
元
皐
案
』
に
載
せ
ら
れ
る
も
の
、
全
租
墓
に
よ
れ

⑮
 

ば
、
七
世
十
七
人
。
呂
公
著
の
長
子
が
程
門
の
鐸
鋒
と
し
て
有
名
な

呂
希
哲
、
字
は
原
明
、
そ
れ
よ
り
再
侍
し
て
予
和
靖
に
皐
ん
だ
目
本

と

中
、
さ
ら
に
再
侍
し
て
此
の
呂
祖
譲
、
お
よ
び
そ
の
弟
・
呂
租
像
、

と
い
う
の
が
大
筋
で
あ
る
が
、
そ
の
家
屋
ゐ
停
統
に
つ
い
て
全
祖
霊

⑮
 

は
い
う
、
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先
生
(
巴
本
中
)
は
楊
・
務

・
予
(
楊
亀
山
・
滋
定
夫

-
F和
靖
、

み
な
程
氏
の
門
人
)
の
門
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
同
学
ん
だ
が

予
門
に
あ

る
こ
と
最
も
久
し
か

っ
た
。
故
に
梨
洲
先
生
(
黄
宗
義
〉
は
は
じ

め
事
ノ
氏
風
平
案
の
中
に
入
れ
て
い
ら
れ
た
。

し
か
し
わ
た
し
の
考
え

で
は
、
先
生
の
家
拳
は
「
多
く
前
言
往
行
を
識
っ
て
以
て
徳
を
蓄

え
る
」
と
い
う
黙
に
特
徴
を
も
っ
。
蓋
し
正
献
公
守
口
公
著
)
い

ら
い
の
所
俸
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
原
明

(
呂
希
哲
)
再
俸
が
先

生
で
、
楊
・
併
・
晋
ノの
門
に
歴
登
し
た
と
は
い
え
、
守
る
と
こ
ろ

は
世
惇
で
あ

っ
た
。
先
生
よ
り
再
侍
し
て
伯
恭
(
東
莱
〉
と
な
る

も
、
守
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
世
停
で
あ

っ
た
。
故
に
中
原
文
献
の

そ
の
除
の
大
儒
も
及
、ば
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。
放
に
わ
た
し
は
先
生
に
は
濁
立
の
一
皐
案
を
立
て
、
以
て

停
は
濁
り
目
氏
に
闘
し
、

上
は
原
明
を
つ
ぎ
、
下
は
伯
恭
を
ひ
ら
か
し
め
た
の
で
あ
る
。

朱
子
が
東
莱
を
祭

っ
た
文
に
も
「
矧
ん
や
先
訓
に
溜
濡
し
、
文
献
を

⑪
 

販
の
家
に
紹
ぐ
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
。

呂
氏
の
「
中
原
文
献
之
惇
」
を
寧
波
に
つ
た
え
た
の
は
、
東
莱
の

弟
の
呂
租
倹
(
字
は
子
約
、
践
は
大
愚
、
朱
子
の
友
人
と
し
て
文
集

や
語
類
に
し

ょ
っ

ち
ゅ
う
登
場
す
る
)
で
あ
る
と
い
う
。

時
に
(
淳
照
の
こ
ろ
〉
明
州
諸
先
生
は
皇
居
し
て
い
て
、
揚
慈
湖

は
碧
祉
に
講
じ
、
沈
定
川
は
竹
洲
に
講
じ
、
衰
繋
粛
は
城
南
の
棲

氏
の
精
舎
に
講
じ
、

た
だ
箭
贋
卒
の
み
官
に
外
に
在
っ
た
。

fヘ
明

州
の
倉
庫
の
監
督
官
と
し
て
滞
在
六
年
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
の
)
目

租
倹
は
、
家
拳
た
る
中
原
文
献
の
俸
を
以
て
、

日
と
し
て
も
ろ
も

ろ
の
講
院
に
曾
せ
ざ
る
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
南
上
の
撃
者
の
う

ち
に
は
、
箭
庚
卒
の
か
わ
り
に
呂
組
俄
を
入
れ
て
四
先
生
と
数
え

⑮
 

る
も
の
す
ら
生
れ
た
と
い
う
。

乾
道

・
淳
回
一
い
ご
の
皐
界
は
朱
風
午
、
口
口
組
平
、
陸
皐
の
三
振
の
分
立
と

な
っ
た
。
朱
皐
は
格
物
致
知
、
陸
風
ヰ
は
明
心
、
目
与
は
品
兼
ね
て
そ
の
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長
を
取
り
更
に
潤
色
す
る
に
中
原
文
献
の
統
を
以
て
し
た
、
と
、
や

⑬
 

は
り
全
組
墓
の
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
嘗
時
の
暴
涯
、
が
こ
れ
だ
け

で
つ
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
江
だ
け
で
い

っ
て
も
陳
龍
川
、
陳
止

資
、
業
水
心
な
ど
永
康

・
永
嘉
の
経
制
の
準
、
事
功
の
皐
と
い
う
も

の
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

み
な
い
わ
ゆ
る
漸
東
の
地
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
南
宋
の
中
・
末
期
、
漸
東
の
地
は
、
極
度
の
主
観
唯

心
論
哲
同
月
子
、
観
想
的
哲
皐
と
、
史
率
、
文
献
摩
な
ど
が
あ
い
錯
綜
し

て
盛
行
し
、
嘗
時
の
中
園
に
お
い
で
も
っ
と
も
活
気
あ
る
精
神
史
的

局
面
を
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
祈
東
に
お
け
る
史
皐

文
献
皐
と
い
え
ば
、
呂
氏
よ
り
も
む
し
ろ
、
中
園
史
上
た
ぐ
い
稀
な
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る
博
治
の
撃
者
と
い
わ
れ
る
鄭
の
王
鷹
麟
、

ま
た
顧
炎
武
に
よ
っ
て

大
い
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
慈
漢
の
責
震
の
名
が
ま
ず
思
い
う
か
べ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
宋
元
の
交
い
わ
ゆ
る
朱
を
以
て
陸
を
第
じ
た

拳
者
で
あ
る
が
、
王
氏
、
が
そ
の
父
を
通
じ
て
陸
皐
、
呂
皐
を
、
ま
た

別
に
朱
皐
を
承
け
て
い
る
こ
と
、
寧
波
に
お
い
て
と
り
わ
け
朱
子
皐

を
修
め
た
も
の
の
最
と
稽
せ
ら
れ
る
責
震
す
ら
、
も
と
慈
湖
系
の
陸

@
 

を
全
租
墓
が
指
摘
し
て
い
る
。

撃
に
接
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

『
賀
氏
日
抄
』
の
読
が
、

か
な
ら
ず
し
も
朱
子
に
盲
従
し
て

辛
4
F

古
車
、

い
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
|
|

わ
た
し
が
か
ね
て
か
ら
慈
湖
に
劃
し
て
抱
い
て
い
た
閥

と
も
か
く
、

心
の
裏
に
は
、
慈
湖
そ
の
人
の
哲
皐
へ

の
興
味
と
相
い
表
裏
し
て
、

こ
の
よ
う
な
漸
東
の
皐
へ
の
興
味
も
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
清
末
の
改
革
的
|
革
命
的
気
運
の
う
ち
で
章
拳
誠
は
改

め
て
渡
掘
さ
れ
、
中
園
皐
界
の
動
向
に
不
断
の
注
視
を
怠
ら
な
か
っ@

 

い
ち
早
く
わ
が
園
に
も
紹
介
せ
ら
れ
た
。

た
内
藤
湖
南
に
よ
っ
て
、

中
園
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
、

「
漸
東
皐
術
」
と
い
う
言
葉

4~1 

は
、
皐
界
の
常
識
と
化
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
「
漸
東
史
皐
」

の
宋
代
に
お
け
る
始
源
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
何
痢
松

氏
に
よ
っ
て
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
氏
の
試
み
は

@
 

あ
ま
り
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
漸
東
の
撃
の
立
ち
入

っ
た
吟
味
、
史
的
展
開
の
迩
の
ト
レ
ー
ス
・
肉
づ
け
の
試
み
は
、
寅

は
ほ
と
ん
ど
魚
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
、

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
、
い
つ
か
専
論
を
つ
く
っ
て
こ
の
依
陥
を
埋
め
て
み
た
い
、

と
考
え
て
い
る
。

わ
た
し
の
此
の
一
篇
は
、
翠
な
る
紹
介
の
文
、
補
足

の
文
に
す
ぎ
な
い
。
濁
創
的
拳
問
的
な
人
リ
ッ
ト
を
主
張
し
う
る
よ

要
す
る
に
、

う
な
も
の
で
は
全
然
な
い
。
中
園
哲
皐
史
上
の
楊
慈
湖
を
論
じ
て
も

っ
と
も
す
ぐ
れ
た
磨
間
的
業
績
は
、
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
楠
本

正
縫
氏
『
宋
明
時
代
儒
皐
思
想
の
研
究
』
(
第
二
編
第
一
章
第
四
節
〉

お
よ
び
荒
木
見
悟
氏

「
陳
北
漢
と
楊
慈
湖
」
(
九
州
大
拳
『
哲
皐
』

第
六
輯
、
昭
和
三
十
一
年
)
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
は
慈
湖
を
特
に

も
っ
ぱ
ら
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
そ
の
内
容
は

既
に
右
の
『
研
究
』
の
嘗
該
各
躍
に
そ
れ
ぞ
れ
牧
め
ら
れ
て
い
る
け

-131-

れ
ど
も
、

楠
本
氏
の
通
論
「
宋
明
理
皐
史
に
於
け
る
心
即
理
の
思

想

(
前
掲
)
の
名
も
是
非
こ
こ
に
翠
げ
て
お
き
た
い
。
性
理
皐
研

究
の
上
で
、
も
し
珠
玉
の
小
口
問
と
で
も
稀
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
し

た
ら
、
こ
の
論
文
な
ど
は
さ
し
ず
め
そ
の
一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
拙
稿
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
も
つ
ば
ら
依
援
す
る
の
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Z示
で、

た
だ
多
少
と
も

そ
れ
ら
を
超
え
る
何
も
の
を
も
も
た
な
い
。

そ
れ
ら
を
補
足
す
る
貼
が
、
あ
る
い
は
、
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、

そ
れ
を
願
う
の
ふ
で
あ
る
。

最
後
に
、
除
談
を
ひ
と
つ
付
け
く
わ
え
て
お
く
。
寧
波
か
い
わ
い

の
士
大
夫
が
往
往
に
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
慈
湖
も
日
本
人
と

交
渉
を
も

っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。

『
惑
湖
退
書
』
三
に
「
日
本

園
信
俊
荷
律
師
求
書
」
と
題
す
る
文
章
が
あ

っ
て
、
年
譜
は
嘉
定
元

年
(
一

二
O
八
)
六
十
八
歳
の
燥
に
係
け
て
い
る
。
俊
務
律
師
(
一

一
九
九
l
一一一

一
一
入
宋
)
が
京
都
泉
涌
寺
の
開
山
で
あ
る
こ
と

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
一年
繭
の
文
章
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
次
に

引
い
て
お
く
。

日
本
の
俊
常
的
律
師
、

言
を
宋
朝
著
庭
の
楊
子
に
請
う
。
楊
子
、
聖

人
の
言
を
撃
げ
て
之
に
告
げ
て
臼
く
「
心
の
精
神

是
を
聖
と
謂

ぅ
。」
(
孔
叢
子
記
問
篇
)
此
の
心
虚
明
に
し
て
鐙
象
な
く
、
贋
大

に
し
て
際
量
な
く
、
日
用
の
云
魚
、
虚
璽
の
愛
化
、
貫
に
曾
て
動

な
ら
ず
、
曾
て
静
な
ら
ず
、
曾
て
生
き
ず
、
曾
て
死
せ
ず
。
而
も

人
こ
れ
を
動
と
謂
い
、
之
を
静
と
謂
い
、
之
を
生
と
調
い
、
之
を

死
と
謂
う
。
叢
夜
常
に
光
明
な
る
も
、
意
を
起
せ
ば
則
ち
昏
く
、

則
ち
非
な
り
。

と

著
庭
と
は
、
慈
湖
は
嘗
時
、
著
作
郎
で
あ
っ
た
か
ら
そ
う
云
っ
た
。

心
之
精
神
是
謂
聖
、

不
起
意
、

み
な
慈
湖
哲
問
問
干
の
中
核
的
な
テ
1
7

で
あ
る
。

『
宋
元
皐
案
』

七
四
の
停
の
ほ
か
、
根
本
的
な
も
の
と
し
て
は
、
弟
子
の
銭
時
の
撰

楊
慈
湖
の
傍
記
は

『
宋
史
』
四

O
七
の
列
停
、

(
慈
湖
遺
書
十
八
)
員
徳
秀
の
「
行
述
」

文
忠
公
集
、
三
十
五
〉
が
あ
り
、
年
譜
に
は
、
清
の
鳴
可
鏑
、
葉
意

し
た
「
行
獄
」

(西
山
員

の〆“q
J
 

噌
'
目
命

深
の
つ
く

っ
た
詳
細
な
そ
れ
(
遺
書
附
録
〉
が
あ
る
。

い
ま
そ
れ
ら

に
よ

っ
て
そ
の
鰹
歴
の
大
要
を
し
る
し
て
お
く
と
、

楊
筒
、
字
は
敬
仲
、
慈
湖
先
生
と
稀
せ
ら
る
。
明
州
慈
混
鯨
の
人
。

紹
興
十
一
年
(
一
一
四
一
)
|
質
慶
五
年
(
一
二
二
六
)
。
乾
道

五
年
、
二
十
九
歳
、
進
士
に
及
第
、
臨
安
府
つ
ま
り
普
通
い
う
杭

州
府
の
富
陽
鯨
の
主
簿
と
な

っ
た
の
が
ふ
り
出
し
で
、
そ
の
後
、

紹
興
府
の
属
官
、
楽
卒
蘇
の
知
鯨
を
へ
て
、
首
都
臨
安
の
国
子
監

の
博
士
。
慶
元
元
年
、
五
十
五
歳
、
丞
相
越
汝
愚
の
克
職
に
抗
議

し
て
台
州
崇
道
観
の
主
管
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
燥

章
閣
待
制
の
朱
子
が
在
朝
四
十
六
日
で
「
宮
観
に
除
せ
ら
れ
」
た



の
を
は
じ
め
、

い
わ
ゆ
る
永
嘉
皐
振
の
領
袖
・
陳
止
費
、

葉
水

心
、
ま
た
前
に
そ
の
名
を
あ
げ
た
呂
組
倹
、
四
先
生
の
う
ち
で
は

慈
湖
の
ほ
か
に
蓑
繋
驚
ら
が
一
斉
に
ま
き
こ
ま
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

慶
元
の
黛
議
で
あ
る
。

の
ち
再
び
用
い
ら
れ
て
著
作
郎
、
持
作
少

監
、
出
で
て
温
州
の
知
事
、
中
央
に
か
え
っ
て
園
史
院
編
修
官
、

貧
録
院
検
討
官
、
最
後
は
賓
諜
閣
翠
士
、
慈
漠
蘇
男
、
太
中
大
夫

〈
行
肢
に
よ
る
)
を
も

っ
て
致
仕
し
、
卒
。
八
十
六
歳
。

何
ひ
と
つ
著
述
と
い
う
も
の
を
も
た
な
い
師
の
陸
象
山
と
ち
が
っ

@
 

て
、
著
述
も
相
嘗
お
お
く
、
文
集
た
る
『
慈
湖
先
生
遺
書
』
一
八
巻
、

績
集
二
巻
の
ほ
か
、
『
楊
氏
易
俸
』
二
十
巻
、

巻、

『
先
聖
大
訓
』
六
巻
な
ど
が
レ
ま
『
四
明
叢
書
』
四
集
に
牧
め

『
慈
湖
詩
俸
』
二
十

ら
れ
て
レ
る
。
後
の
二
者
に
劃
す
る
四
庫
提
要
の
許
債
は
必
し
も
低

:、。

く
・
む
し

ま
た
、
そ
の
皐
間
思
想
に
劃
し
て
非
難
の
撃
を
は
な
つ
者

も
、
そ
の
践
履
の
巌
粛
謹
俗
に
し
て
非
躍
動
か
ず
、
「
闇
門
に
慮
り

て
は
大
賓
に
劃
す
る
如
く
、
闇
室
に
在
り
て
は
上
帝
の
臨
め
る
が
如

@
 

く
L

で
あ

っ
た
こ
と
を
疑
う
も
の
は
誰
ひ
と
り
な
い
。
そ
の
艶
で
は

典
型
的
な
道
皐
先
生
で
あ

っ
た
。
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以
上
が
楊
慈
湖
の
経
歴
の
ざ

っ
と
し
た
要
約
で
あ
る
が
、
次
に
は

思
想
家
と
し
て
の
彼
を
考
た
る
に
役
だ
っ
て
こ
の
描
話
を
紹
介
し

て
、
簡
単
に
註
揮
を
加
え
て
お
き
た
い
。
と
い
っ
て
も
そ
の
第
一
の

も
の
は
、

い
ま
さ
ら
紹
介
す
る
ま
で
も
な
レ
周
知
の
描
話
|
|
陸
象

か
の
讐
明
閣
上
の
問
答
で

山
へ
の
入
門
の
直
接
の
機
縁
と
な
っ
た
、

あ
る
。
が
ん
ら
い
象
山
は
慈
湖
に
お
い
て
父
執
と
は
い
う
も
の
の
、

年
齢
的
に
は
た
だ
二
歳
の
長
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
同
輩
と
い
う
べ

く
、
事
賞
、

た
が
い
に
字
で
呼
び
あ
う
間
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
答

の
以
前
、
富
陽
鯨
主
簿
の
慈
湖
が
、
出
張
上
京
の
機
曾
に
す
で
に
象

山
に
面
禽
し
教
を
う
け
た
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
頃
ま
で
は
そ
う
で
あ

-133-

っ
た
ら
し
い
。
決
定
的
な
関
係
に
入
る
こ
と
と
な

っ
た
の
は
富
陽
鯨

の
役
所
、
そ
の
嬰
明
閣
に
お
け
る
問
答
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
乾
道
入

年
、
慈
湖
三
十
二
歳
、
象
山
三
十
四
歳
、
春
、
準
土
に
パ
ス
し
た
象
山

は
開
郷
の
途
中
、
三
月
二
十
一
日
、
富
陽
に
立
ち
ょ
っ
て
牟
カ
月
ば

か
り
滞
在
し
た
。
そ
の
い
よ
い
よ
僻
去
せ
ん
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、

慈
湖
は
、

「
本
心
」
の
二
字
を
奉
げ
て
執
勘
に
せ
ま

っ
た
。
本
心
と

は
も
と
孟
子
に
出
る
言
葉
で
、
象
山
の
皐
聞
の
い
わ
ば
ス
ロ
ー
ガ
ン

で
あ
る
。
以
下
、

『
行
紋
』
や
象
山
年
譜
な
ど
を
合
標
し
て
絞
述
す

れ
』ま夜

壁
明
閣
上
に
集
曾
し
た
。

本
心
と
は
何
か
、

が
問
題
と
な
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り
、
象
山
「
側
隠
は
仁
の
端
、
蓋
悪
は
義
の
端
(
孟
子
)
:
:
:
こ

れ
が
本
心
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
慈
湖
「
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
な
ら
、

幼
童
の
頃
か
ら
既
に
知
っ
て
い
る
」
と
押
問
答
に
な
っ
た
。
象
山

は
あ
く
ま
で
読
を
ま
げ
ず
、
慈
湖
も
納
得
し
な
い
。

た
ま
た
ま
其

の
日
の
午
前
、
慈
湖
は
扇
商
人
に
ま
つ
わ
る
訴
訟
を
審
理
し
て
い

た
、
そ
れ
に
因
み
つ
つ
、
象
山
は
撃
を
つ
よ
め
て
答
え
る
「
か
の

扇
訟
の
ば
あ
い
、
是
の
是
な
る
を
知
り
、
非
の
非
な
る
を
知
る
、

こ
れ
す
な
わ
ち
貴
君
の
本
心
に
他
な
ら
ぬ
」
と
。
慈
湖
は
こ
こ
に

お
い
て
忽
ち
魔

っ
た。

〔
先
生
こ
れ
を
聞
き
、
忽
ち
此
の
心
の
澄

然
と
し
て
清
明
な
る
を
費
ゆ
。
行
紋
〕

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
陸
準
が
機
鋒
を
弄
し
、
ま
っ
た
く
調
準
と
異
な

ら
ぬ
こ
と
を
如
貨
に
示
す
も
の
と
し
て
、
中
園
哲
皐
史
上
ひ
じ
よ
う

に
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
話
は
こ
れ
で
移
っ
た
の
で
は
な

ぃ
。
否
、

「
行
欣
」
に
よ
れ
ば
、

む
し
ろ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

追

っ
か
ぶ
せ
て
、

は
、
採
然
端
属
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
の
か
、

と
訊
く
と
象
山

ふ
た
た
び
語
気
す
る
ど
く
答
え
る
。

「
更
に
何

か
有
ら
ん
」
と
J

慈
湖
は
揖
し
て
蹄
り
、
静
坐
膜
想
、
夜
あ
け
を

待
っ
て
北
面
し
て
(
象
山
を
〉
奔
し
た
。

か
く
て
生
涯
師
事
す
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
ち
常
に
か
た
る
ら
く

「
某
の
陸
先

(
か
の
諮
問

生
に
感
ぜ
し
は
、
尤
も
是
れ
再
答
の

一
語
に
あ
り
き
。

は
〉
更
に
云
云
す
れ
ば
、
便
わ
ち
支
離
し
去
り

L
な
ら
ん
」
と
。

楠
本
博
士
に
よ
れ
ば
、
陸
摩
に
お
け
る
心
、
ま
た
は
「
心
を
主
と
す

る
根
本
皐
」
と
し
て
の
陸
筆
、
の
性
質
を
も

っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し

て
い
る
の
は
、
こ
の

「
端
的
に
し
て
威
力
に
み
ち
た
」
象
山
の
一
拶

に
若
く
は
な
い
。

「象
山
の
心
即
理
の
思
想
の
特
徴
は
、
そ
の
生
命
、

力
に
溢
れ
た
端
的
な
剣
断
そ
の
も
の
に
在

そ
の
鋭
さ
、

に
あ
る
。

る
」
そ
れ
に
比
し
て
慈
湖
で
は
「
同
じ
く
支
離
を
避
け
な
が
ら
象
山

の
も
つ
海

一
的
に
し
て
具
鐙
的
な
生
命
力
が
稀
薄
に
な

っ
て
い
る
よ

@
 

う
に
思
わ
れ
る
」
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慈
湖
の
思
想
、
が
象
山
に
比
し
て
、

い
か
に
稀
薄
と
な
り
、
「
静
虚
」

に
流
れ
た
か

そ
れ
を
知
る
た
め
に
第
二
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し

ょ
う
。
第

一
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
よ
り
更
に
数
年
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
慈
湖

二
十
八
歳
の
秋
の
は
な
し
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
だ
象
山
に
入
門
す

る
以
前
で
は
あ
る
が
、
陸
皐
を
奉
じ
て
の
ち
の
慈
湖
に
劃
し
で
も
、

も
っ
と
も
基
礎
的
な
鵠
験
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
た
で
あ
ろ

う

余
の
二
十
八
歳
の
年
、

(
太
皐
生
と
し
て
)
太
皐
の
循
理
資
に
起



居
し
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
秋
の
は
じ
め
で
あ
っ
た
。
機

禽
あ
る
ご
と
に
反
観
を
怠
る
な
、
と
の
父
の
訓
戒
に
し
た
が

っ
て、

林
に
坐
し
て
、
あ
た
か
も
、
反
観
を
お
こ
な
っ
て
い
た
際
、
資
僕

が
燈
を
も
っ
て
入
っ
て
き
た
。

と
、
そ
の
瞬
間
、

不
意
に
つ
ぎ
の

よ
う
な
感
売
に
ひ
た
さ
れ
た
|
|
空
洞
に
し
て
内
外
な
く
、
際
昨

(
限
界
、
輪
廓
)
な
く
、
天
地
人
の
三
才
、
高
物
、
高
化
、
首門事、

幽
明
、
有
無
、
そ
れ
等
が
ほ
と
ん
ど
縫
ぎ
目
も
な
し
に
、
通
じ
て

一
鰻
を
な
し
て
い
る
、

と
い
う
感
畳
で
あ
る
。

」
こ
に
感
畳
一
云
云
と
詳
し
た
原
文
は
「
費
」

(
忽
畳
空
洞
無
内
外

オ
ボ
ユ
と
も
訓
じ
ら
れ
る

が
、
サ
ト
ル
と
訓
ず
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
畳
は
費
醒

:
・
通
矯
一
億
、
略
無
縫
輝
〉

で
あ
る
。

で
あ
る
、

サ
メ
ル
で
あ
る
。
臭
麻
の
葉
一
服
之
は
慈
湖
の
『
絶
四
記
』

は
じ
め
て
こ
の
心
の
明
白
慶
大
な
る
を
知
り
、

を
よ
む
に
及
ん
で
、

不
起
意
の
寅
践
に
つ
と
め
た
。
睡
眠
中
、
鼓
棲
よ
り
時
刻
を
つ
げ
る

更
鼓
の
音
を
聞
い
て
究
め
、
住
じ
ゅ
う
び
っ
し
ょ
り
汗
を
か
い
て
い

た
。
感
激
の
あ
ま
り

「此
れ
鼓
撃
に
非
ず
、
皆
な
本
監
の
光
明
な
る

蟹
化
な
り
」
と
思
わ
ず
撃
を
あ
げ
た
〈
媒
中
間
更
鼓
聾
市
費
、
全
身

流
汗
、
失
聾
歎
日
:
・

:
)。

し
か
し
、

目
前
に
た
え
ず
何
物
か
が
存

501 

(
而
目
前
常
若
有
一
物
〉
。

在
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た

慈
湖
が
呉

に
き
た
と
き
謹
ん
で
数
を
求
め
、
慈
湖
の
言
葉
を
聞
く
や
否
や
、
そ

@
 

と
い
う
。
こ
の
畳
は
太
鼓
の
音
で

の
物
は
消
え
失
せ
て
し
ま

っ
た、

眼
が
サ
メ
タ
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
容
的
に
は
、

サ
ト
ル
と
こ
ろ

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
サ
ト
リ
な
る
も
の
は
、
本
来
、
そ

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、

悟
性
主
義
、
合
理
主
義
は
そ
れ
を
排
斥
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

一
般
儒
家
の

父
の
訓
戒
と
い
う
そ
の
父
と
は
、

「象
山
の
皐
侶
」
す
な
わ
ち
太
皐

お
け
る
象
山
の
同
窓
の
親
友
と
し
て
、

『
宋
元
民
平
案
』
五
十
八
、
象

山
四
月
子
案
、
に
そ
の
俸
と
語
録
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
楊
庭
顧
の
こ
と
で

あ
り
、
明
州
四
先
生
の
ひ
と
り
野
康
卒
が
「
わ
が
皐
は
張
南
軒
が
端

を
聞
き
、
象
山
が
洗
糠
し
、

-l3f5-

老
楊
先
生
が
琢
磨
せ
ら
れ
た
」

ぅ
、
そ
の
老
楊
で
あ
る
。
慈
湖
が
や
が
て
象
山
の
弟
子
と
な
る
に
つ

い
て
は
、
こ
の
老
楊
の
存
在
も
無
視
で
き
ま
い
。
ー
ー
と
こ
ろ
で
体

と

験
談
の
つ
づ
き
、

以
前
は
こ
う
思

っ
て
い
た
、

た
だ
象
と
理
、

一
と
高
と
の
差
別
は

と
。
そ
れ
が

有
る
が
、
森
羅
宮
内
象
、

一
理
が
貫
い
て
い
る
の
だ
、

反
観
を
鰹
て
の
ち
は
〔
澄
然
と
し
て
一
片
〕
、
自
分
の
心
の
貫
質

(
心
鐙
)
が
そ
も
そ
も
か
く
の
如
く
廉
大
な
も
の
な
の
で
あ
り
、

は
み
な
わ
が
無
際
昨
の
中
に
在
る
の

天
地
聞
の
象
、
形
、
際
昨
、
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hv
p

-

、

ナハ

〔
も
は
や
断
絶
(
間
断
)
な
く
、
天
と
呼
ぼ
う
と
、
地
と
呼

ぼ
う
と
、
人
と
呼
ぼ
う
と
、
理
と
呼
ぼ
う
と
、
象
と
呼
ぼ
う
と
、

何
の
さ
ま
た
げ
も
な
い
〕

と
知
ら
れ
た
。

「
天
地
ヲ
範
園

易

ス
」
と
い
い
、
中
庸
に
「
高
物
ヲ
護
育
ス
」
と
い
う
の
は
、
灼
然

と
し
て
員
理
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
人
の
心
量
は
み
な
か
く
の
如

く
贋
大
で
あ
る
。
孔
子
の
「
心
の
精
神
を
是
れ
聖
と
謂
う
」
は
即

ち
達
摩
の
「
諸
仰
は
以
心
停
心
、
卸
心
是
併
、
此
の
心
を
除
い
て

@
 

外
、
更
に
別
併
な
し
」
で
あ
る
:
:
:
。

大
脂
に
遼
摩
が
も
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
信
の
求
め
に
薩
じ
ず
ん
書

き
興
え
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の

t土

「
寓
物

一
髄
」
の
睦
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
寓
物

一
鰻
観
は
、

中
園
近
世
に
お
い
て
、
主
観
唯
心
論
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
陸
象
山
に
は
あ
ま
り
見
う
け
ら
れ
な
か
っ

@
 

た
。
そ
れ
が
い
ま
、
楊
慈
湖
に
お
い
て
、
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
高
物
一
躍
の
鰻
験
と
い
う
こ
と
で
た
だ
ち
に
連
想
せ

や
は
り
お
な
じ
鐙
験
が
記
録
さ

ら
れ
る
の
は
、
明
の
王
心
粛
に
も
、

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
王
心
費
、
名
は
良
、
泰
州
(
い

ま
江
蘇
省
)
の
人
、

一
回
入
三
l
一
五
四

O
、
い
わ
ゆ
る
陽
明
皐
左

汲
H
泰
州
島
平
涯
の
領
袖
で
あ
る
。
王
心
粛
年
譜
に
よ
る
と
、

正
徳
六
年
(
一
五
一
こ
二
十
九
歳
。
あ
る
夜
、
天
が
墜
落
し
て

に

さ

け

き
て
寓
人
奔
げ
蹴
ぶ
、
と
夢
み
た
。
先
生
(
心
驚
〉
は
ひ
と
り
管

を
奮

っ
て
天
を
さ
さ
え
お
こ
し

ま
た
太
陽
・
月
・
星
辰
が
秩
序

を
失

っ
て
い
る
の
を
見
て
手
ず
か
ら
整
頓
し
て
な
ら
ベ
直
し
た
の

で
、
高
人
は
歌
舞
し
て
奔
謝
し
た
。
目
が
さ
め
て
み
る
と
汗
は
ま

る
で
雨
の
よ
う
に
溢
れ
、

と
み
に
心
穫
の
洞
徹
な
る
を
(
感
)
費

し
た
。
そ
う
し
て
、
高
物

一
鰻
、
宇
宙
は
我
に
在
り

の
念
が
ま

す
ま
す
痛
切
な
も
の
と
な

っ
て
き
た
。

「
正
徳
六
年
の

n
h
v
 

nぺ
u

マI
《

そ
こ
で

問
、
仁
に
居
る
、
三
月
牛
」
と
壁
に
題
し
た
の
で
あ

っ
た
。

慈
湖
の

二
十
八
歳
に
劃
し
心
粛
の
二
十
九
歳
と
レ
う
の
は
、
も
ち
ろ

ん
、
軍
な
る
偶
然
に
す
、
ぎ
ま
い
が
、
た
だ
し
か
し
、
両
者
が
こ
の
よ

う
な
鎧
験
を
経
験
し
た
の
が
、

と
も
に
、
そ
の
生
涯
の
師
に
ま
だ
ゆ

き
禽
わ
な
い
以
前
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
う
貼
は
、
注
目
し
て
お
い

て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
慈
湖
の
ば
あ
い
は
、
象
山
に
面
曾
し
ゃ
が

て
師
弟
の
躍
を
と
る
三
年
ま
え
(
も

っ
と
も
、
す
で
に
大
楊
を
通
じ

て
陸
撃
の
趣
旨
は
十
分
に
知

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
〉
、

心
斎
に
い

た
っ
て
は
、

王
陽
明
を
た
ず
ね
て
道
を
論
じ
傾
倒
し
て
弟
子
と
稿
す

る
ま
え
九
年
、

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
こ
の
雨
者
の
鐙
験
を
比
較
し
て
み
て
、

わ
れ
わ
れ
は

そ
の
顕
著
な
相
違
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、

王
心
斎
の

高
物
一
種
が
い
ち
じ
る
し
く
動
的
・
寅
践
的
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、

楊
慈
湖
の
そ
れ
は
す
こ
ぶ
る
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
、
膜
想
的
・
静
的
、
で

あ
る
と
レ
う
こ
と
で
あ
る
。
陸
皐
者
と
し
て
の
慈
湖
の
特
色
は
「
静

そ
れ
ゆ
え
に
欄
皐
、
併
摩
と
は
げ
し
く
非

虚
」
と
い
う
黙
に
あ
り
、

難
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

い
ま
此
の
程
験
は
、
彼
の
思
想
|
|
た
と

え
ば
、
こ
の
鐙
験
を
か
の
『
己
易
』
の
設
と
比
較
し
て
み
よ
ー
ー
を

考
え
る
う
え
に
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
み
を
も
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
慈
湖
は
そ
の
際
、
賓
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
、
こ
の
「

十
八
歳
に
し
て
費
し
た
」
に
ひ
き
つ
づ
い
て
「
年
三
十
一
に
し
て
叉

た
費
し
た
」
(
遺
書
二
「
永
嘉
郡
治
更
堂
亭
名
記
」
〉
こ
と
を
特
筆
し

た
り
し
て
い
る
が
、
弟
子
た
ち
の
間
に
も
「
そ
の
師
は
嘗
て
大
悟
幾

十
ぉ
小
倍
幾
十
」
と
も
て
は
や
す
よ
う
な
風
が
あ
っ
た
と
い
う

(全

祖
霊
、
結
埼
亭
集
外
編
一

六
、
城
南
書
院
記
、
準
案
繋
驚
皐
案
に
引

く
¥、ノ

@
 

わ
た
し
は
か
つ
て
、
高
物
一
慢
の
設
に
二
種
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。

一
、
荘
子
や
信
肇
法
師
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
大
小
、
有
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無
な
ど
を
援
無
す
る
と
こ
ろ
の
、

し
た
が

っ
て
、
高
物
斉
一
と
で
も

い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
、

い
わ
ば
論
理
的
な
高
物
一
桂
説
、

二
、
そ
れ
に
劃
し
て
、
天
地
高
物
を
自
己
の
四
肢
百
穫
と
み
な
し
、

そ
の
疾
痛
を
自
己
の
疾
痛
と
感
じ
よ
う
と
す
る
程
明
道
の
蔦
物
一
種

説
(
張
横
渠
『
西
銘
』
の
民
胞
物
興
の
読
は
そ
の
コ
ロ
ラ
り
と
い
う

@
 

こ
と
が
で
き
よ
う
)
。

雨
者
は
ふ
か
い
と
こ
ろ
で
た
し
か
に
一
つ
に

つ
な
が
り
得
る
で
あ
ろ
う。

し
か
し
現
賓
の
形
態
と
し
て
は
判
然
た

る
二
者
で
あ

っ
て
、
そ
の
場
合
、

王
心
粛
の
寓
物
一
韓
鐙
験
が
こ
の

第
二
の
類
型
に
属
す
る
、

し
か
も
そ
の
も

っ
と
も
左
翼
的
な
型
態
に

属
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
か
の
『
鰍
繕
説
』
の
ご
と
き
を
も

-137-

鰻
験
の
う
ち
に
数
え
る
な
ら
ば
、

ま
す
ま
す
然
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
封
し
て
慈
湖
の
そ
れ
が
第

一
の
類
型
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

類
型
の
寓
物

一
種
設
の
も

っ
と
も
精
細
な
、
ま
た
も

っ
と
も
す
ぐ
れ の

た
形
而
上
皐
的
表
現
が
か
の

『
己
易
』
で
あ
る
こ
と
、
第
一
の
類
型

が
儒
家
の
も
の
で
あ
る
よ
り
は
老
荘
や
併
教
の
も
の
で
あ
り
、
儒
教

の
差
別
主
義
、
現
象
賞
在
主
義
よ
り
み
る
と
き
は
、
深
く
危
倶
す
る

に
値
す
る
も
の
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
、

は
否
定
す
べ
く
も
な
レ
の
で

あ
る
。
ー
1

ふ
た
た
び
楠
本
博
士
を
引
く
な
ら
ば

彼

(楊
慈
湖
〉
に
は
象
山
に
比
し
更
に
超
逸
、
明
澄
な
る
風
、が
見

ぇ、

象
山
の
具
睦
的
考
方
か
ら
生
ず
る
特
徴
が
稀
薄
に
な
り
ま
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す
。
斯
様
な
思
想
は
周
榛
漢
、
羅
議
章
、
李
延
卒
、
朱
晦
庵
の
間

に
連
る
「
静
」
の
思
想
と
さ
え
相
通
ず
る
も
の
が
な
い
で
は
あ
り

ま
せ
ぬ
。
こ
の
功
夫
は
一
歩
を
鶴
ず
れ
ば
支
離
に
堕
す
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
が
、
慈
湖
は
飽
ま
で
用
を
穫
に
錯
し
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
之
を
克
れ
ま
す
。
故
に
象
山
は
我
不
説

一
、
楊
敬
仲
説

一
と
申

し
ま
し
た
。

要
す
る
に
、
象
山
は
行
の
揮
一
的
方
面
を
重
要
視
し
ま
す
。

E
山

は
心
の
威
力
の
故
に
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
慈
湖
は
心
の
純
粋

な
る
方
面
を
重
要
視
し
ま
す
。
悪
に
そ
れ
自
身
侵
象
な
る
が
故
に

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
前
者
か
ら
は
鋭
い
行
魚
、
後
者
か
ら
は

@
 

澄
ん
だ
心
境
が
生
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
ο

瞬
彼
慈
湖
、
雲
間
月
澄
、

とい
r

わ
れ
た
所
以
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
象
山
の
撃
と
慈
湖
の
皐
と

の
相
違
右
の
如
き
に
も
拘
ず
、
所
謂
る
陸
撃
は
慈
湖
の
俸
に
よ

っ

て
其
の
勢
力
を
弘
め
、
元
を
経
て
明
に
達
し
ま
す
。
明
初
の
新
東

及
び
江
西
の
陸
準
は
何
れ
も
慈
湖
流
で
あ

っ
て、

「
心
」
を
主
と

し
な
が
ら
「
静
虚
」
の
色
影
を
僧
び
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
し
め
く
く
り
と
し
て
、
慈
湖
の
思
想
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
、

ゲ
ル
の
聞
に
出
入
L

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
レ
う
、
三
宅
雲
嶺
の
批

'" 

評
(
前
掲
〉
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
中
園
の
主
観
唯

心
論
l
陸
王
心
皐
に
と

っ
て
た
レ
へ
ん
示
唆
的
な
指
摘
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、

か
な
ら
ず
し
も
全
面
的
に
は
嘗
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

一
切
の
現
象
は
自
我
の
境
相
、
自

と
レ
う
の
は

我
の
措
定、

と
見
る
駐
を
フ
ィ
ヒ
テ
と
い
え
ば

な
る
ほ
ど
フ
ィ
ヒ

テ
か
も
し
れ
な
い
。

よ
り
大
切
な
イ
ン
デ
ヴ

ク
ス
は
む
し

し
か
し
、

ろ
、
そ
れ
が
動
的
な
性
格
を
も
つ
か
否
か

と
い
う
黙
に
あ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
自
我
が
、

み
ず
か
ら
の
本
性
の
故
に
不
断
に
自
己

に
射
し
て
障
害
(
非
我
〉
を
立
て
、
そ
れ
を
ま
た
不
断
に
克
服
し
て

そ
れ
は
慈
湖
に
は
見
ら
れ
な
レ
の
で
あ

前
進
す
る
と
い
う
活
動
性
、
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る
。
易
H
繁
易
は
す
な
わ
ち
自
己
ぞ
あ
る

と
い
い
な
が
ら

そ
の

饗
易
は
同
安
易
す
る
運
動
(
過
程
)
で
あ
る
よ
り
は
、
出
俊
易
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
多
様
性
で
あ
り
、
偲
り
に
運
動
と
し

て
も
、

そ
の
運
動
は
一
箇
の
主
鐙
が
内
的
な
必
然
性
に
う
な
が
さ
れ

て
次
か
ら
次
へ
と
一
系
列
の
展
開
を
お
こ
な
う

(
陸
象
山
の
「
心
」

は
萌
芽
的
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
う
)
と
い
う
お
も
む

き
は
な
く
て

い
は
ば
た
だ
横
に
、
同
時
的
に
さ
ま
ざ
ま
に
現
象
し

て
ゆ
く
多
彩
な
う
ご
き
(
い
わ
ゆ
る
繁
化
)
と
い
う
性
格
し
か
み
ら

れ
な
い
。
|
|
心
事
を
員
に
動
的
な
も
の
(
も
ち
ろ
ん
全
然
同
一
だ

と
い
う
の
で
は
な
い
が
)
に
形
成
し
て
い
く
の
は
、
や
は
り
後
の
王



あ
た

陽
明
の
ス
ク
ー
ル
で
あ
っ
た
。
生
生
己
む
容
わ
ず
前
へ
前
へ
と
無
限

に
自
己
を
寅
現
し
て
ゆ
く
我
|
良
知
、
そ
の
良
知
が
宇
宙
原
理
と
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

主
観
的
観
念
論
よ
り
あ
や
う
く
客
観
的
観
念

論
に
で
も
移
行
し
か
ね
ま
じ
き
精
神
史
的
局
面
、

わ
た
し
は
そ
れ
を

王
龍
漠
|
|
王
心
粛
と
な
ら
ぶ
左
涯
の
闘
終
ー
ー
に
お
レ
て
か
い
ま

見
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
本
稿
の
範
園
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
絞
述
す
る
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
、

つ
ぎ
の
諸
僚

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
|
|
一
、
陸
象
山
の
皐
が
盛
行
し
た
の
は
象

山
の
郷
里
・
江
西
で
な
く
て
漸
江
、
特
に
漸
東
(
い
わ
ゆ
る
寧
波
の

附
近
)
で
あ

っ
た
ニ
と
、
角
ミ
象
山
の
最
大
の
弟
子
・
楊
慈
湖
は
こ

の
漸
東
の
陸
準
の
大
立
物
で
も
あ
っ
た
こ
と
、

T
a

、
慈
湖
の
撃
が
象

山
の
主
観
的
唯
心
論
を
極
端
に
し
た
と
い
う
批
評
(
非
難
〉
は
嘗

っ

て
い
る
、
そ
の
意
味
は
、
象
山
の
具
鰻
的
で
生
き
生
き
し
た
活
動
的

な
「
心
」
の
考
え
た
、
概
念
的
、
静
的
、
観
想
的
な
も
の
と
し
(
楠

本
博
士
)
、
且
つ
字
宙
原
理
的
、
高
物
一
瞳
的
な
も
の
と
し
た
と
い
う

黙
に
あ
る
こ
と

そ
の
場
合
、

四
、
慈
湖
の
「
不
起
意
」
の
読
は
心
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を
分
裂
さ
せ
ぬ
た
め
で
あ
り
(
一
な
る
が
心
、
二
な
る
が
意
)
、

り
汎
自
我
感
、
高
物
一
韓
感
の
維
持
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、

玉
、
慈
湖
の
蔦
物

一
種
読
は
荘
子
|
借
肇
的
な
(
或
は
、
も

っ
と
限

つ
ま

定
し
て
い
え
ば
借
肇
的
な
)
も
の
で
、
程
明
道
的
な
も
の
で
は
な
い
、

そ
の
黙
お
な
じ
「
主
観
観
念
論
」
な
が
ら
、
王
陽
明
の
弟
子
・
王
龍

援
(
お
よ
び
王
心
粛
)
の
明
道
的
な
、
動
的
、
祉
舎
的
、
寅
践
的
な
、

そ
れ
と
射
照
的
で
あ
る
こ
と
、

六
、
章
皐
誠
が
「
漸
東
皐
術
L

と
名

づ
け
た
よ
う
な
濁
特
の
皐
風
は
既
に
こ
の
頃
か
ら
あ

っ
た
、
慈
湖
研

究
は
「
漸
東
の
準
」
形
成
史
の

一
コマ

で
も
あ
る

こ
と。

註
① 

陸
象
山
年
譜
、

淳
照
十
五
年
の
係
。

② 

朱
子
語
類
一
二
四
(
和
刻
)

一
二
丁
友
に
、
陸
象
山
の
「
輔
調
書
す
る
美

れ
」
と
い
う
教
に
一
生
を
誤
ら
れ
る
な
ら
ば
、
老
境
に
い
た
る
色
心
は

仮
仮
然
と
し
て
、
ま
る
で
、
い
な
か
の
拍
盲
無
知
之
人
が
「
知
識
す
る

所
色
無
し
に
」
壁
や
垣
根
に
や
み
く
も
に
ぶ
つ
つ
か
る
よ
う
で
、
「
這

の
心
を
使
い
得
て
飛
揚
跳
郎
、
紗
砂
た
た
、
て
ん
で
抑
制
と
い
う
乙
と

が
き
か
な
く
な
り
(
都
無
所
主
〉
・
:
:
や
が
て
お
そ
ら
く
愛
狂
す
る
に

至
る
で
あ
ろ
う
(
少
関
便
曾
失
心
去
ど
と
い
い
、
そ
の
寅
例
と
し
て
ζ

の
倖
子
淵
を
あ
げ
て
い
る
。
キ
リ
久
ト
数
で
緋
設
法
一
脚
撃
に
と
ら
え
ら

れ
た
人
が
、
往
往
に
し
て
後
狂
す
る
と
聞
い
た
乙
と
が
あ
る
が
、
侍
曾

溜
の
褒
狂
は
む
し
ろ
ニ
イ
チ
エ
の
そ
れ
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
他
者
の
慶

倒
的
優
越
の
ま
え
に
自
我
が
ゼ
ロ
と
な
る
恐
怖
に
際
し
て
と
と
も
に
、

逆
に
ま
た
、
自
我
が
極
大
に
逮
し
そ
の
高
飽
に
酔
う
と
き
に
も
、
ひ
と

は
畿
狂
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
る
に
足
り
ぬ
話
柄
か
も
し
れ
な
い

が
、
中
国
史
上
、
哲
率
的
愛
狂
の
事
例
は
他
に
あ
ま
り
見
笛
ら
ぬ
よ
う
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③ 

に
思
え
る
の
で
、
言
及
し
て
お
く
。
も
っ
と
も
、
宋
元
皐
案
七
十
七
、

椀
堂
諸
儒
穆
案
、
の
そ
の
停
で
は
、
喪
心
の
設
は
信
ず
る
に
足
り
ぬ
と

い-っ。
た
だ
し
、
こ
の
沈
定
川
の
み
は
象
山
で
な
く
、
象
山
の
兄
の
復
車
両
の
弟

子
で
あ
る
と
い
う
。

(
『
宋
元
事
案
』
七
十
六
の
首
の
租
愛
護
由
来
〉

漢
撃
曾
雑
誌
五
の
一
、
昭
和
十
二
年
三
月
。

象
山
の
「
心
」
に
つ
い
て
は
、
崎
曲
面
乙
乙
に
説
く
と
こ
ろ
で
充
分
で
あ

る
が
、
よ
り
精
細
な
分
析
は
楠
本
氏

『
宋
明
時
代
儒
謬
思
想
の
研
究
』

(
昭
和
三
十
七
年
〉
三
四
一
頁
以
下
、
と
く
に
三
五
四
頁
以
下
に
六
項

κ分
っ
て
説
く
と
乙
ろ
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
朱
子
の
影
響
と
は
、

「
静
的
」
傾
向
、
「
幾
縛
常
な
き
現
賓
と
之
に
封
す
る
更
に
高
き
存
在

と
の
二
元
的
傾
向
」
思
緋
的
、
概
念
主
義
的
傾
向
、
な
ど
を
い
う
の
で

あ
ろ
う
。

清
の
陸
間
学
者
・
李
紋
、
腕
は
穆
堂
、
の
語
。
楠
本

「
宋
明
・

・
研
究
』

三
六
九
頁
に
引
く
。
な
お
明
州
(
腹
元
)
以
外
、
陸
間
学
の
い
ま
ひ
と
つ

の
中
心
地
は
殿
陵
(
殿
州
、
ま
た
は
建
徳
)
で
あ
っ
た
と
い
う
(
椀
堂

諮
儒
皐
案
の
全
氏
案
語
)
。

乙
れ
は
厳
密
に
は
新
商
に
属
す
る
が
、
そ

の
盛
行
の
さ
ま
も
到
底
、
明
州
の
比
で
は
な
い
。

宋
元
準
案
七
十
七
、
局
時
曾
調
印
刷
博
の
末
の
資
宗
畿
の
案
請
に
引
く
朱
子
の

語
。

遡
祭
宗
附
問
、
各
首
、
義
例
。

『
己
易
』
『
紹
四
記
」
は
四
明
叢
書
四
集

『
慈
湖
先
生
遺
書
』
の
谷
七

「
家
記
」
一
、
お
よ
び
谷
二
、
に
そ
れ
ぞ
れ
入
っ

て
い

る
ほ
か
、
感
案

七
十
四
(
慈
湖
撃
案
)
も
と
も
に
全
文
を
載
せ
る
。
中
悶
科
穆
院
哲
察

研
究
所

『
中
園
哲
皐
史
資
料
選
帽
』
宋
元
明
之
部
、
下
、
に
も
註
稗
つ

③①  ① ⑦ ① ③  
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き
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し

『
己
易
』
は
節
録
。

三
宅
雲
綴
『
王
陽
明
』

明
治
二
十
六
年
、
六
十
五
頁
。

事
案
七
十
五
(
紫
斑
商
事
案
)
参
照
。

つ
ぎ
の
哀
拘
は
事
案
八
十
五
、
深

寧
聞
学
案
。

四
明
議
書
四
集
『
哀
正
献
公
遺
文
紗
』
答
輔
副
和
仲
書
。
ま
た
事
案
七
十

六
(
庇
卒
定
川
由
学
案
)
鋒
釦
停
の
後
の
全
氏
の
案
語
参
照
。

大
事
記
に
つ
い
て
は
内
藤
湖
南

『
支
那
史
翠
史
』
二
七
四
頁
参
照
。

朱
子
語
類

一
一
二
一
。

間
宇
案
十
九
(
沼
呂
諮
儒
周
干
案
)
呂
公
著
俸
の
後
の
王
梓
材
の
案
語
に
全

組
笠
の
劉
記
を
引
く
。

事
案
三
十
六
(
紫
微
事
案
)
、
呂
本
中
仰
の
末
の
案
語
。

朱
子
文
集
八
十
七
。

事
案
五
十
一
(
東
架
摩
案
)
呂
租
倹
待
。

結
埼
高T
集
外
編
十
六

「
同
谷
三
先
生
書
院
記
」

祭
案
八
五
(
深
寧
聞
学
案
)
八
六
(
東
護
摩
案
)
の
全
租
笠
の
案
語
、
な

ど
。
も
っ
と
も
、
事
案
七
三
(
麗
潔
事
案
)
楼
明
俸
の
王
梓
材
の
案
語

に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
会
氏
に
多
少
の
思
い
ち
が
い
が
あ
る
ら
し
い

が
、
大
綱
に
お
い
て
は
誤
は
な
い
。

桑
原
武
夫
編
『
歴
史
の
思
想
』
(
筑
摩
書
房
「
現
代
臼
本
思
想
穏
系
」

第
九
、
一
九
六
五
年
)
の
編
者
の
「
解
説
」
三
十
五
頁
に
、
「
湖
南
は

若
い
頃
か
ら
中
閣
の

『
史
法
』
の
翠
問
に
深
い
闘
心
を
よ
せ
て
い
た
。

清
朝
の
章
皐
誠
な
ど
は
そ
の
一
人
で
あ
っ
て
、

ζ

の
歴
史
哲
事
者
が
中

国
自
身
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
湖
南
が
推
賞
し
、
そ
れ

が
胡
泊
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

(
日
本
人
の
褒
言

に
よ

っ
て
あ
る
外
闘
で
、
そ
ζ

の
園
民
の
作

っ
た
債
値
が
見
な
お
さ
れ
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5O1 

る
よ
う
に
な
っ
た
例
は
、

一服
島
繁
太
郎
に
よ
る
ル
オ

l
の
護
見
以
外
あ

ま
り
例
が
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
)
」
と
あ
る
の
は
正
し
く
な
い
。
湖

南
が
掌
事
誠
を
は
じ
め
て
讃
ん
だ
の
は
明
治
三
十
五
年
(
一
九

O
二
)

と
い
う
が
(
支
那
史
皐
史
、
六
一
三
頁
)
、
そ
れ
以
前
す
で
に
章
事
誠

は
相
嘗
ひ
ろ
く
議
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
も
、
特
に
新
思
想
の
一
一
淑
に
喜

ば
れ
た
の
で
あ
る
ら
し
い
。
わ
た
し
は
嘗
て
、
い
つ
頃
か
ら
、
い
か
に

し
て
章
皐
誠

会
議
凌
六
年
、

一
八

O
て
六
四
歳
で
死
)
が
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
を
少
し
ト
レ

ー
ス
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、

例
の
襲
自
珍
が
一
言
も
明
言
せ
ず
し
て
貨
は
章
の
説
を
盛
に
用
い
て
い

る
ら
し
い
と
い
う
有
名
な
事
貨
を
別
と
す
る
と
、
調
献
の
『
復
堂
日

記
』
な
ど
が
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
し
て
一
八
七
五
の
張
之
洞

『
書
目

答
問
』
は
別
と
し
て
も
、
一
八
九
八
、
戊
戊
の
年
刊
行
の
徐
仁
鋳
(
梁

酪
超
の
代
作
と
も
い
う
〉

『
橋
軒
今
語
』
(
契
数
叢
編
、
四
)
で
は
、
あ

る
い
は
在
容
甫
『
述
祭
』
章
寅
祷
『
文
史
通
義
』
と
い
う
ふ
う
に
誼
稽

さ
れ
、
あ
る
い
は
「
顧
亭
林
、
策
梨
洲
」
に
つ
づ
け
て
、
「
高
早
賀
車
両
、
貌

歎
深
、
襲
定
庵
」
と
い
う
ふ
う
に
誼
祷
さ
れ
て
い
る
し
、
年
代
的
に
は

明
治
三
十
五
年
よ
り
後
に
な
る
が
、
ま
だ
湖
南
に
よ
る
紹
介
活
動
が
殆

ん
ど
局
局
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
意
煩
麟
『
定
書
』
(
新
版
、
一
九

O
四〉

の
「
清
儒
」
篇
、
そ
れ
を
う
け
た
梁
啓
趨
「
論
中
国
事
術
思
想
嬰
遷
之

大
勢
」
な
ど
で
は
す
で
に
そ
の
穆
史
的
位
置
も
決
定
さ
れ
て
い
る
。
乙

の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
湖
南
の
偉
大
き
を
損
う
も
の
で

は
な
い
。
hu
し
ろ
、
そ
の
中
閣
の
事
界
の
動
向
に
謝
す
る
鋭
敏
な
感
覚

に
敬
服
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

何
幅
削
松
『
瓶
聞
東
事
渡
淵
源
』

⑫ 

(
民
園
二
十
二
年
、
商
務
印
書
館
「
高
有

⑫⑧  

文
庫
」
〉
は
、
一
、
南
宋
の
三
撃
滅
と
し
て
、
悌
数
思
想
よ
り
脱
胎
し

て
き
た
陵
象
山
波
の
心
事
、
道
数
よ
り
脆
胎
し
て
き
た
朱
子
一
一
奴
の
道

事
、
儒
家
の
正
統
を
つ
ぎ
な
が
ら
史
摩
研
究
に
入
っ
て
い
っ
た
、
程
伊

川
K
由
来
す
る

一
線
、
が
あ
り
、
二
、
乙
の
最
後
の
も
の
が
前
期
斯
東

史
皐
に
な
っ
た
、

ζ
と
を
立
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
必
ず
し

も
説
得
的
で
は
な
い
。

『
慈
湖
先
生
遺
書
』
附
録
、
張
蒋
鏑
編
「
慈
湖
箸
述
孜
」
参
照
。

聞
学
案
七
十
四
に
引
く
家
家
祷
の
慈
湖
を
許
せ
し
語
。
同
省
の
王
震
の
僚

に
引
く
陳
北
渓
の
玉
に
奥
え
た
書
に
は
「
皐
術
議
論
は
只
だ
是
れ
一
の

老
樹
伯
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
そ
の
「
持
敬
苦
行
の
{
節
は
、
美
む
可

し
と
篤
す
」
と
み
と
め
て
い
る
。
陳
北
渓
は
朱
子
晩
年
の
弟
子
、
『
北
渓

字
義
』
の
著
者
・
陳
淳
で
、
慈
湖
批
判
を
自
己
の
任
務
と
し
た
。

(荒

木
氏
前
掲
論
文
参
照
〉

『
宋
明
時
代
儒
皐
思
想
の
研
究
』
三
四
六
・
三
七
五
頁
。

翠
案
七
四
、
郷
貢
業
同
庵
先
生
一
路
之
停
。

慈
湖
遺
書
績
集
一
、
嫡
講
師
求
訓
。
お
よ
び
遺
書
十
五
、
家
記
九
、
十

二
丁
右
。

拙
稿
「
中
国
近
世
の
主
一線
唯
心
論
に
つ
い
て
」
東
方
事
報
京
都
二
八
。

上
掲
東
方
拳
報
の
拙
稿
。

『
西
銘
』
の
意
は
天
地
を
認
め
て
一
家
と
な
し
、
『
己
易
』
の
一
書
は

天
地
の
一
己
た
る
を
悟
る
。
そ
の
流
行
し
後
現
す
る
や
、
精
粗
必
ず
備

る
、
販
の
功
、
盆
す
大
な
り
(
事
案
七
四
、
曾
矯
侍
〉

文
天
鮮
の
語
と
い
う
。
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