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一
、
は
じ
め
に

佐
久
間
象
山
︵
一
八
一
一
～
一
八
六
四
︶
は
信
州
松
代
藩
士
で
︑﹁
東
洋
道
徳
︑
西
洋
芸
術
﹂
を
唱
え
︑
吉
田
松
陰
や
坂
本
龍
馬
ら
の
幕

末
志
士
の
師
と
し
て
知
ら
れ
︑
先
進
的
な
思
想
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
象
山
は
詩
文
著
述
を
は
じ
め
︑
書
道
や
琴
学
に
も

造
詣
が
深
く
︑
漢
学
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
︒
琴
学
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
象
山
は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
楽
器
の
七
絃
琴
を
実
際
に
習

い
︑
琴
士
と
交
流
し
︑
自
ら
琴
関
係
の
資
料
を
編
纂
す
る
な
ど
を
通
し
て
︑
自
分
の
礼
楽
思
想
を
構
築
し
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
象

山
の
琴
学
活
動
は
従
来
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
︒

象
山
の
琴
学
に
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
一
つ
は
土
屋
正
晴
氏（
１
）の

象
山
と
彼
の
琴
の
先
生
で
あ
っ
た

活
文
禅
師
と
の
交
遊
を
中
心
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
岸
辺
成
雄
氏（
２
）﹃

江
戸
時
代
の
琴
士
物
語
﹄
の
中
に
あ
る
象
山
の
琴

学
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
︒
土
屋
氏
は
象
山
と
活
文
禅
師
と
の
親
交
に
限
っ
て
検
討
し
︑
象
山
の
琴
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
活
文
禅
師

と
の
交
流
が
象
山
の
生
涯
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒
岸
辺
氏
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
に
か

け
て
日
本
に
存
在
し
て
い
た
琴
士
を
す
べ
て
考
証
し
︑
そ
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
︑
日
本
国
内
所
蔵
の
琴
に
つ
い
て
も
実
地
調
査
し
て
い

る
︒
で
き
る
限
り
多
く
の
琴
士
を
網
羅
し
て
考
察
し
て
い
る
た
め
︑
象
山
の
琴
学
に
つ
い
て
は
断
片
的
に
言
及
す
る
程
度
で
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
象
山
の
琴
学
は
本
格
的
に
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
未
だ
不
明
点
が
多
い
︒

韓

　

淑

婷

佐
久
間
象
山
の
琴
学
に
関
す
る
一
考
察
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そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
佐
久
間
象
山
に
お
け
る
琴
学
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
︑
具
体
的
に
は
象
山
に
お
け
る
琴
学

の
習
得
状
況
を
考
察
し
た
上
で
︑
象
山
に
お
け
る
琴
学
に
関
す
る
著
述
と
琴
学
資
料
の
収
集
活
動
を
検
討
し
︑
最
後
に
象
山
の
琴
学
思
想

を
通
し
て
彼
の
礼
楽
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

二
、
象
山
に
お
け
る
琴
学
の
習
得

１
、
象
山
の
琴
学
師
承
関
係

象
山
は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
七
絃
琴
を
実
際
に
習
っ
て
い
た
︒
七
絃
琴
は
﹁
徽
﹂
と
呼
ば
れ
る
音
程
を
測
る
た
め
の
印
が
十
三
あ
り
︑

左
手
で
絃
を
押
え
な
が
ら
右
手
で
引
く
楽
器
で
あ
る
︒
中
国
で
は
﹁
右
書
左
琴
﹂
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
君
子
の
修
養
上
に
欠
け
て
は
な
ら
な

い
楽
器
で
あ
り
︑
楽
器
中
に
お
い
て
最
も
高
尚
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る（

₃
）︒
日
本
に
渡
来
し
た
の
は
奈
良
時
代
と
言
わ
れ
︑
平
安
中
期
よ
り

廃
れ
た
が
︑
江
戸
初
期
に
明
の
東
皐
心
越
禅
師（
４
）に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
︑
人
見
竹
洞（
５
）や

荻
生
徂
徠
を
は
じ
め
︑
儒
者
や
文
人
を
中
心
に
伝
承

さ
れ
て
い
た
︒

象
山
の
琴
学
の
師
に
あ
た
る
人
物
は
禅
僧
の
活
文
と
旗
本
の
仁
木
三
岳
の
二
人
で
あ
る
︒
仁
木
三
岳
に
つ
い
て
は
﹃
象
山
全
集
﹄
に
お

い
て
天
保
四
年
︵
一
八
三
三
︶
に
象
山
が
第
一
次
江
戸
遊
学
を
し
た
際
に
︑
漢
詩
人
梁
川
星
巖
の
紹
介
で
仁
木
三
岳
に
入
門
し
た
こ
と
︑

仁
木
三
岳
か
ら
琴
の
秘
譜
を
受
け
た
こ
と
︑
ま
た
梁
川
星
巖
の
紹
介
で
琴
士
の
野
村
香
雪
と
知
り
合
っ
て
︑
香
雪
所
持
の
古
琴
を
鑑
定
し

た
こ
と
な
ど
が
記
述
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る（

６
）︒
し
か
し
︑
象
山
琴
学
の
師
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
改
め
て
考
察
し
た
い
︒

象
山
の
最
初
の
琴
の
師
は
︑
上
田
地
域
に
隠
居
し
て
い
た
禅
僧
活
文
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
活
文
禅
師
か
ら
琴
を
学
ん
だ
が（

７
）︑

象
山
は

活
文
を
自
分
の
琴
の
先
生
で
あ
る
よ
り
は
中
国
語
の
先
生
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
ま
ず
象
山
の
﹁
鳳
山
禅
師
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文
稿
序
﹂
と
い
う
序
文
か
ら
推
測
で
き
る
︒
天
保
元
年
︵
一
八
三
〇
︶
象
山
が
活
文
禅
師
を
訪
問
し
た
際
に
︑
活
文
か
ら
自
作
の
文
稿
三

巻
が
示
さ
れ
︑
そ
の
文
稿
に
序
文
を
作
成
す
る
こ
と
を
頼
ま
れ
た
︒
象
山
は
序
文
を
作
成
し
︑
そ
の
中
で
﹁
鳳
山
禅
師
︑
吾
華
音
之
師
也

︵
中
略
︶
妙
通
華
音
︑
又
善
鼓
琴
︒
可
謂
偉
人
矣
︵
鳳
山
禅
師
︑
吾
が
華
音
の
師
な
り
︵
中
略
︶
華
音
に
妙
通
し
︑
又
た
鼓
琴
を
善
く
す
︒

偉
人
と
謂
ふ
べ
し
︶﹂︵﹁
鳳
山
禅
師
文
稿
序
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
一
文
稿
︑
一
三
八
頁
︶
と
記
述
し
︑
活
文
禅
師
が
弾
琴
に
長
ず
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
も

の
の
︑
活
文
禅
師
と
自
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
﹁
吾
が
華
音
︵
中
国
語
︶
の
師
﹂
の
み
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

象
山
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
記
述
意
識
は
彼
の
﹁
東
遊
紀
行
﹂
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
天
保
十
年
︵
一
八
三
九
︶
既
に
仁
木
三
岳
に
入

門
し
て
琴
の
秘
譜
ま
で
受
け
た
象
山
は
︑
第
二
次
江
戸
遊
学
の
た
め
に
松
代
か
ら
江
戸
へ
赴
く
途
中
︑
上
田
に
あ
る
活
文
の
草
庵
に
立
ち

寄
り
︑
活
文
や
諸
友
と
交
流
し
た
︒
そ
の
際
に
書
い
た
﹁
東
遊
紀
行
﹂
の
中
で
︑
活
文
に
つ
い
て
象
山
は
﹁
文
師
︵
中
略
︶
鼓
琴
善
華
音
︑

隠
於
上
田
城
南
之
常
田
村
︒
予
嘗
学
華
音
於
師
︑
最
蒙
愛
遇
︵
文
師
︵
中
略
︶
鼓
琴
し
華
音
を
善
く
し
︑
上
田
城
南
の
常
田
村
に
隠
す
︒

予
嘗
て
華
音
を
師
に
学
び
︑
最
も
愛
遇
を
蒙
る
︶﹂︵﹁
東
遊
紀
行
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
二
象
山
先
生
詩
鈔
上
︑
九
～
一
〇
頁
︶
と
記
述
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

天
保
元
年
の
序
文
と
同
じ
よ
う
に
︑
こ
こ
で
活
文
に
つ
い
て
象
山
は
中
国
語
を
学
ん
だ
こ
と
だ
け
を
記
し
て
い
る
︒

象
山
が
活
文
に
対
し
て
自
分
の
琴
の
先
生
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
薄
い
点
は
︑
彼
の
﹃
琴
録
﹄
編
纂
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
象
山
は
第

二
次
江
戸
遊
学
の
前
年
の
天
保
九
年
︵
一
八
三
八
︶
に
﹃
琴
録
﹄
十
篇
三
冊
を
編
纂
し
た
︒
編
纂
の
詳
細
に
つ
い
て
後
述
に
譲
る
が
︑
こ

こ
で
象
山
は
﹃
琴
録
﹄
編
纂
の
こ
と
を
仁
木
三
岳
に
報
告
し
た
の
に
対
し
て
︑
活
文
に
は
報
告
し
な
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
︑
象
山
は
仁
木
三
岳
の
死
後
に
書
い
た
碑
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

後
四
年
︑
再
遊
江
都
︑
即
日
往
造
之
︒
先
生
喜
執
啓
臂
曰
︑
吾
又
見
子
︑
殆
将
忘
食
矣
︒
啓
在
郷
日
︑
考
訂
琴
説
︑
著
書
十
篇
︑
名

曰
琴
録
︒
便
挙
其
要
以
質
焉
︒
先
生
又
喜
曰
︑
子
之
新
功
︑
可
謂
不
負
四
年
之
別
也
︵﹁
三
岳
仁
木
先
生
碑
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
墓
碑
︑

二
〇
四
～
二
〇
五
頁
︶

後
四
年
︑
再
び
江
都
に
遊
し
︑
即
日
往
き
て
之
に
造い
た

る
︒
先
生
喜
び
て
啓わ
た
しの
臂
を
執
り
て
曰
く
︑
吾
又
た
子
を
見
︑
殆
ど
将
に
食
を
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忘
れ
ん
と
す
︑
と
︒
啓
郷
に
在
る
日
︑
琴
説
を
考
訂
し
︑
書
十
篇
を
著
し
︑
名
づ
け
て
琴
録
と
曰
ふ
︒
便
ち
其
の
要
を
挙
げ
て
以
て

質
す
︒
先
生
又
た
喜
び
て
曰
く
︑
子
の
新
功
︑
四
年
の
別
に
負
か
ず
と
謂
ふ
べ
き
な
り
︑
と
︒

こ
こ
か
ら
︑
象
山
は
第
一
次
江
戸
遊
学
後
の
帰
藩
中
に
琴
に
関
す
る
諸
説
を
考
察
・
訂
正
し
て
﹃
琴
録
﹄
を
編
纂
し
︑
第
二
次
江
戸
遊

学
時
に
江
戸
に
着
く
と
︑
師
の
仁
木
三
岳
を
訪
問
し
て
編
纂
し
た
﹃
琴
録
﹄
を
呈
示
し
︑
三
岳
に
称
賛
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し

か
し
︑
前
述
し
た
よ
う
に
象
山
は
江
戸
に
赴
く
途
中
︑
活
文
の
草
庵
に
立
ち
寄
り
交
流
し
︑﹁
東
遊
紀
行
﹂
を
書
き
残
し
て
い
た
︒
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
彼
は
﹁
東
遊
紀
行
﹂
の
中
で
﹃
琴
録
﹄
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
点
は
象
山
が
江
戸
に
着
い
て
す
ぐ
に
仁
木

三
岳
を
訪
問
し
て
﹃
琴
録
﹄
を
見
せ
た
こ
と
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
象
山
は
仁
木
三
岳
に
対
し
て
は
自
分
の
琴
の
先
生
で

あ
る
と
意
識
し
︑
い
ち
早
く
自
分
の
琴
学
に
関
す
る
業
績
を
師
に
見
せ
て
認
め
て
も
ら
っ
た
の
に
対
し
て
︑
活
文
に
対
し
て
は
琴
学
の
関

係
で
交
流
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
弱
い
と
言
え
よ
う
︒
象
山
は
︑
活
文
禅
師
と
の
交
流
︑
さ
ら
に
活
文
の
草
庵
で
知
り
合
っ
た
人
々
と
の

交
流
に
お
い
て
︑
詩
文
や
学
問
を
内
容
と
し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
︑
活
文
禅
師
に
つ
い
て
琴
を
学
ん
だ
実
態
の
具
体
的
記
録
や
活
文

門
下
の
ほ
か
の
琴
士
と
の
交
流
に
つ
い
て
の
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
こ
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る（

₈
）︒

２
、
琴
士
と
し
て
の
自
覚

活
文
は
隠
居
生
活
を
送
っ
て
い
る
禅
僧
で
あ
っ
た
が
︑
旗
本
の
仁
木
三
岳
は
﹁
江
戸
時
代
琴
楽
の
祖
︑
東
皐
禅
師
の
琴
譜
の
五
十
数
曲

を
ほ
と
ん
ど
弾
じ
た（

₉
）﹂
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
︑
琴
学
の
集
大
成
者
と
言
え
る
人
物
で
あ
る
︒
象
山
も
三
岳
に
入
門
後
︑
友
人
宛
の
書
簡
の
中

で
︑﹁
亦
余よ

程ほ
ど

名
曲
も
多
く
︑
以
前
学
び
候
と
は
懸
絶
に
御
座
候
﹂︵﹁
立
田
楽
水
に
贈
る
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
三
︑
三
二
頁
︶
と
ま
で
言
い
︑
活
文
禅
師

門
下
で
の
琴
学
習
得
と
は
違
っ
て
い
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
象
山
が
仁
木
三
岳
を
自
分
の
琴
学
の
師
で
あ
る
と
意
識
し
︑

三
岳
か
ら
三
十
二
曲
の
﹁
琴
曲
伝
来
﹂
書
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
は
琴
を
単
な
る
趣
味
と
し
て
習
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
︑

自
分
自
身
を
一
人
の
琴
士
と
し
て
︑
東
皐
禅
師
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
時
代
琴
学
の
系
統
を
引
い
て
い
る
と
自
認
す
る
心
境
に
至
っ
た
と
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思
わ
れ
る
︒

こ
の
点
は
象
山
が
東
皐
心
越
禅
師
を
祭
る
一
事
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
江
戸
後
期
に
な
る
と
︑
琴
士
の
間
に
東
皐
心
越
禅
師
を
祭
る

た
め
の
琴
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
︒
岸
辺
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
琴
会
は
心
越
禅
師
の
祭
日
に
あ
た
る
九
月
に
行
わ
れ
︑
参
加

者
は
香
火
を
設
け
︑
一
人
一
曲
ず
つ
弾
琴
す
る
と
い
う
形
で
心
越
禅
師
を
祭
り
︑
心
越
禅
師
の
肖
像
画
を
掲
げ
て
そ
れ
に
面
し
て
琴
を
弾

く
場
合
も
あ
っ
た）

₁₀
（

︒
象
山
が
こ
れ
ら
の
琴
会
に
参
加
し
た
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
︑
彼
に
は
﹁
心
越
禅
師
を
祭
る
文
﹂
と
い
う
作

が
残
っ
て
い
る
︒
こ
の
作
に
よ
れ
ば
︑
心
越
禅
師
が
日
本
で
廃
れ
た
琴
を
再
興
し
た
功
績
に
象
山
は
感
心
し
︑
追
悼
の
念
を
尽
く
す
た
め

に
︑
心
越
禅
師
の
肖
像
画
を
掲
げ
て
︵﹁
掲
遺
影
﹂︶︑
自
ら
琴
を
弾
く
︵﹁
我
拂
朱
絃
﹂︶
こ
と
を
通
し
て
心
越
禅
師
を
偲
び
︑
さ
ら
に
こ
の

哀
悼
と
祭
祀
を
心
越
禅
師
祭
日
の
秋
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

₁₁
（

︒
つ
ま
り
︑
象
山
は
各
地
の
琴
会
と
同
じ
形
式
で
心
越
禅
師
を
祭
っ

て
い
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
象
山
は
ほ
か
の
琴
士
と
同
じ
よ
う
に
自
ら
琴
を
製
作
し
て
い
た
︒
江
戸
時
代
の
琴
士
の
中
に
は
琴
を
実
際
に
製
作
し
た
人
が
少

な
く
な
い
︒
心
越
禅
師
の
﹁
正
伝
﹂
系
統
に
属
す
浦
上
玉
堂
と
そ
の
門
人
で
あ
る
児
島
百
一
が
琴
の
多
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る）

₁₂
（

︒
象

山
も
実
際
に
七
絃
琴
を
自
ら
製
作
し
︑
岸
辺
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
合
計
三
張
を
作
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
う
ち
の
一
張
に
つ
い
て
象
山
は

﹁
先
せ
ん
だ
っ
て
じ
ゅ
う

達
中
相
願
候
手
製
之
琴
︑
此
度
御
取
戻
︑
良
便
に
附
し
御
送
被
レ

下
︑
千
萬
感
銘
︑
不
レ

知
レ

所
レ

謝
奉
レ

存
候
︒
此
琴
手
製
に
て
格
別

宜
し
く
も
無
レ

之
候
得
共
︑
先
年
筑
摩
河
原
に
て
敗
舟
の
材
を
獲
︑
か
の
軽（
マ
マ
）野
の
事
な
ど
存
じ
合
せ
︑
古
法
に
依
り
候
て
製
作
候
も
の
に

付
︑
俗
間
に
沈
淪
候
も
可
レ
惜
事
に
存
じ
︑
御
苦
悩
を
も
相
願
候
処
︑
偏
に
御
厚
情
に
て
此
器
本
主
に
帰
り
︑
大
慶
不
レ
過
レ
之
候
﹂︵﹁
小
林

柔
助
に
贈
る
﹂︵﹃
全
集
﹄
巻
三
︑
四
五
三
頁
︶
と
記
述
し
︑
彼
は
千
曲
川
の
川
船
の
廃
材
で
古
の
作
法
に
従
っ
て
一
張
の
琴
を
手
作
り
し
︑
そ
の

琴
が
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
手
元
を
離
れ
た
た
め
︑
琴
が
﹁
俗
間
に
沈
淪
﹂
す
る
の
を
惜
し
む
象
山
は
同
じ
松
代
藩
士
の
小
林
柔
介
に
頼

ん
で
琴
を
取
り
戻
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
象
山
は
明
確
に
自
分
を
一
人
の
琴
士
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
に
お
い
て
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琴
士
の
身
分
と
職
業
は
様
々
で
あ
り
︑
儒
者
や
僧
侶
の
よ
う
な
﹁
琴
﹂
に
馴
染
み
や
す
い
人
に
限
ら
ず
︑
実
際
大
名
や
武
家
の
中
に
も
琴

士
が
い
た
︒
た
だ
し
︑
一
般
的
に
大
名
や
武
士
の
ほ
う
は
琴
を
単
な
る
一
つ
の
趣
味
に
止
め
る
人
が
多
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
象
山
は
琴

を
単
な
る
文
人
趣
味
と
し
て
嗜
む
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
彼
は
自
分
が
一
人
の
琴
士
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
琴
士
と

し
て
の
自
覚
が
︑
後
に
象
山
が
礼
楽
思
想
を
強
調
す
る
立
脚
点
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒

三
、
象
山
に
お
け
る
琴
学
に
関
す
る
著
述
と
琴
学
資
料
の
収
集

１
、﹃
琴
録
﹄
の
編
纂

天
保
九
年
︵
一
八
三
八
︶
象
山
は
﹃
琴
録
﹄
十
篇
三
冊
を
編
纂
し
た
︒﹃
琴
録
﹄
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
︑
象
山
は
友
人
の
山
寺
源
大
夫

宛
の
書
簡
の
中
に
お
い
て
︑﹁
御
承
知
之
通
︑
琴
家
は
彼
我
共
風
韻
を
専
と
致
し
候
事
故
︑
蕭
散
閑
遠
之
致
を
宗
と
し
︑
音
律
の
事
は
多
分

粗
略
に
致
候
︑
今
之
世
古
楽
之
彷
彿
を
可
レ
窺
も
の
︑
琴
に
踰
候
は
無
レ
之
候
所
︑
夫
を
唯
風
流
家
の
玩
物
に
致
置
候
事
遺
憾
に
候
故
﹂︵﹁
山

寺
源
大
夫
に
贈
る
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
三
︑
六
一
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
象
山
は
当
今
の
琴
士
ら
は
﹁
琴
﹂
を
単
な
る
趣
味
と
し
て
楽
し

み
︑
音
律
を
お
ろ
か
に
し
︑
琴
を
通
し
て
古
楽
の
様
子
を
探
る
こ
と
が
で
き
ず
︑﹁
琴
﹂
は
た
だ
﹁
風
流
家
の
玩
物
﹂
と
な
っ
た
こ
と
が
遺

憾
至
極
に
感
じ
た
た
め
︑﹃
琴
録
﹄
を
編
纂
し
た
と
い
う
心
境
を
表
明
し
て
い
る
︒

﹃
琴
録
﹄
の
内
容
に
つ
い
て
︑
象
山
が
﹃
琴
録
﹄
の
序
文
の
中
で
﹁
講
誦
之
暇
︑
竊
取
経
伝
及
諸
子
史
雑
書
所
載
︒
有
係
於
琴
者
︑
類
別

條
疏
︑
以
為
此
録
︵
講
誦
の
暇
︑
竊
に
経
伝
及
び
諸
子
史
雑
書
の
載
す
る
所
を
取
る
︒
琴
に
係
る
も
の
有
ら
ば
︑
條
疏
を
類
別
し
︑
以
て

此
の
録
を
為
す
︶﹂︵﹁
琴
録
序
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
序
︑
八
〇
頁
︶
と
説
い
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
は
経
や
伝
を
は
じ
め
︑
諸
子
・
史
・
雑
書

を
も
参
考
に
し
て
広
い
範
囲
で
﹁
琴
﹂
に
関
連
す
る
論
述
を
選
択
・
抜
粋
し
た
上
で
︑
そ
れ
を
分
類
し
箇
条
書
き
を
す
る
方
法
で
﹃
琴
録
﹄

を
編
纂
し
た
︒
同
じ
山
寺
源
大
夫
宛
の
書
簡
の
中
に
お
い
て
も
︑
象
山
は
﹁
近
来
琴
書
一
部
致
二

拙
著
一

候
が
早
速
其
内
に
補
入
可
レ
仕
難
レ
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有
奉
レ
存
候
︑︵
中
略
︶
管
子
之
絃
度
︑
淮
南
子
︑
司
馬
氏
之
楽
書
等
祖
述
致
し
︑
原
体
声
律
度
調
理
致
訣
記
之
十
門
を
分
ち
編
次
仕
候
得

共
︑
僻
境
書
に
乏
敷
︑
意
に
不
レ
満
事
勝
に
御
座
候
︑
併
校
正
之
上
浄
写
い
た
し
候
は
ゞ
可
レ
供
二

電
矚
一

候
﹂︵
同
前
﹁
山
寺
源
大
夫
に
贈
る
﹂︶
と

書
い
て
お
り
︑﹃
琴
録
﹄
を
編
纂
す
る
際
に
参
考
し
た
﹁
琴
﹂
関
係
の
経
典
の
具
体
例
と
し
て
︑﹃
管
子
﹄
や
﹃
淮
南
子
﹄︑
司
馬
遷
﹃
史

記
﹄
の
﹁
楽
書
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
編
纂
す
る
際
に
象
山
が
﹃
琴
録
﹄
を
﹁
原
・
体
・
声
・
律
・
度
・
調
・
理
・
致
・
訣
・
記
﹂

の
十
篇
に
分
け
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
十
篇
の
関
係
に
つ
い
て
象
山
は
﹃
琴
録
﹄
の
﹁
後
序
﹂
の
中
で
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
物
が
新
た
に
生
ず
る
に

は
そ
れ
な
り
の
﹁
も
と
﹂
が
あ
る
た
め
﹁
琴
原
﹂
を
首
と
し
︑
物
が
生
ず
れ
ば
﹁
体
﹂
が
で
き
る
た
め
﹁
琴
体
﹂
を
そ
の
次
と
し
︑﹁
体
﹂

が
あ
れ
ば
必
ず
﹁
用
﹂
も
あ
る
た
め
そ
の
次
に
﹁
琴
﹂
の
﹁
用
﹂
と
し
て
﹁
琴
声
﹂
を
挙
げ
る
︒﹁
琴
声
﹂
を
行
う
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の

規
則
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
︑﹁
琴
律
﹂
を
そ
の
次
と
し
︑
さ
ら
に
﹁
律
﹂
の
﹁
分
度
︵
ど
あ
い
︶﹂
と
し
て
は
﹁
琴
度
﹂︑﹁
度
﹂

の
和
順
し
た
効
果
と
し
て
は
﹁
琴
調
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
順
番
に
挙
げ
る
︒﹁
琴
﹂
を
翫が
ん

す
れ
ば
︵
味
え
ば
︶﹁
琴
﹂
の
﹁
理
﹂
を
知
る
こ
と
が

で
き
て
︑
そ
し
て
﹁
琴
理
﹂
を
知
っ
て
は
じ
め
て
﹁
琴
﹂
の
﹁
興
致
﹂︵
お
も
む
き
︶
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
琴
﹂
を
楽
し
め
る
た

め
に
は
弾
琴
の
﹁
要
訣
﹂
が
あ
り
︑
そ
の
要
訣
を
記
録
し
た
も
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
琴
関
係
の
典
籍
で
あ
る
︒
象
山
に
お
い
て
こ
の
十
篇
の

内
容
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
︑﹁
琴
﹂
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

₁₃
（

︒
象
山
の
こ
う
し
た
記
述
か
ら
︑﹃
琴
録
﹄
各
篇
は
︑﹁
琴
原
﹂
が
琴

の
誕
生
︑﹁
琴
体
﹂
が
琴
の
外
形
や
構
造
︑﹁
琴
声
﹂﹁
琴
律
﹂﹁
琴
度
﹂﹁
琴
調
﹂
の
四
篇
が
琴
の
音
色
・
音
律
の
よ
う
な
発
音
原
理
や
楽
律

理
論
に
関
す
る
も
の
︑﹁
琴
理
﹂
が
琴
の
礼
楽
的
道
理
︑﹁
琴
致
﹂
が
琴
を
楽
し
む
興
致
︑﹁
琴
訣
﹂
が
弾
琴
の
要
訣
︑﹁
琴
記
﹂
が
そ
の
要

訣
を
記
録
し
た
も
の
︑
あ
る
い
は
琴
を
趣
味
と
し
て
楽
し
む
た
め
に
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
︒

２
、
象
山
の
琴
学
蔵
書

現
在
﹃
琴
録
﹄
の
所
在
が
不
明）
₁₄
（

な
た
め
︑
こ
こ
で
は
︑
筆
者
が
調
査
し
た
長
野
県
真
田
宝
物
館
所
蔵
の
﹁
近
山
家
旧
蔵
佐
久
間
象
山
関
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係
資
料
﹂
の
中
に
あ
る
象
山
の
琴
学
蔵
書
三
種
を
通
し
て
︑
象
山
が
い
か
な
る
琴
学
資
料
を
収
集
し
て
い
た
の
か
を
見
る
こ
と
と
す
る
︒

 
①
象
山
自
筆
と
さ
れ
る
﹃
古
琴
辨
﹄
の
筆
写
本
︵
資
料
番
号
：
近
山
27
︶

﹁
古
琴
辨
﹂
は
そ
も
そ
も
宋
の
趙
希
鵠）
₁₅
（

が
編
纂
し
た
﹃
洞
天
清
録
﹄
の
中
に
あ
る
古
琴
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
︒
象
山
は
か
つ
て
琴
士
の

野
村
香
雪
に
依
頼
さ
れ
て
︑
香
雪
所
持
の
古
琴
を
鑑
定
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
古
琴
辨
﹂
は
象
山
の
古
琴
鑑
定
の
知
識
源
の
一
つ
と

し
て
考
え
ら
れ
よ
う
︒

 

②
﹃
春
渚
紀
聞
巻
八
﹄
の
筆
写
本
︵
資
料
番
号
：
近
山
28
︶

こ
れ
は
北
宋
の
何
薳）

₁₆
（

が
編
纂
し
た
﹃
春
渚
紀
聞
﹄
巻
八
の
﹁
雑
書
琴
事
﹂
か
ら
抜
粋
・
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
辨
広
陵
散
﹂︑﹁
六

琴
説
﹂︑﹁
古
琴
品
飾
﹂︑﹁
古
声
遺
製
﹂︑﹁
叔
夜
有
道
之
士
﹂︑﹁
明
皇
好
悪
﹂︑﹁
蔡
嵆
琴
賦
﹂︑﹁
撃
琴
﹂︑﹁
有
道
﹂︑﹁
聞
弦
賞
音
﹂︑﹁
琴
趣
﹂︑

﹁
焦
尾
﹂︑﹁
雷
琴
四
田
八
日
﹂
の
短
編
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
主
に
古
曲
に
関
す
る
考
証
︑
古
琴
や
琴
士
名
人
の
逸
事
︑
琴
曲
の
鑑
賞
な

ど
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
︒
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
︑
本
来
﹃
春
渚
紀
聞
﹄
巻
八
の
﹁
雑
書
琴
事
﹂
は
︑
琴
に
関
す
る
雑
説
の
み
な
ら

ず
︑
最
後
に
﹁
墨
﹂
に
関
す
る
記
述
も
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
象
山
の
筆
写
本
で
は
﹁
墨
﹂
の
内
容
の
部
分
が
省
略
さ

れ
て
﹁
琴
﹂
の
部
分
の
み
が
採
録
さ
れ
て
い
る
︒
版
本
伝
来
の
問
題
も
あ
る
た
め
厳
密
に
は
言
え
な
い
が
︑
象
山
が
意
図
的
に
﹁
琴
﹂
関

係
の
内
容
の
み
を
筆
写
し
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
象
山
は
﹃
琴
録
﹄
の
編
纂
の
た
め
に
文
献
を
収
集
し
︑﹁
琴
﹂
を
意
識
し

た
上
で
筆
写
し
た
た
め
︑﹁
墨
﹂
の
部
分
を
捨
象
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

 

③
﹁
和
旋
律
の
表
﹂︵
資
料
番
号
：
近
山
37
Ｆ
︶

こ
の
資
料
は
音
律
に
関
す
る
図
を
載
せ
た
縦
綴
り
六
丁
の
も
の
で
あ
る
︒
真
田
宝
物
館
の
収
蔵
品
目
録
で
は
﹁
日
本
の
音
楽
に
関
す
る

も
の
か
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
実
際
こ
れ
は
唐
の
武
則
天
の
勅
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
﹃
楽
書
要
録）
₁₇
（

﹄
巻
六
の
律
呂
に
関
す
る
図
の
抜
粋

で
あ
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
象
山
は
特
別
に
律
呂
を
重
視
し
て
お
り
︑
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
﹃
楽
書
要
録
﹄
の
抜
粋
は
象
山
の
楽

理
知
識
の
情
報
源
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
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四
、
琴
学
か
ら
み
る
象
山
の
礼
楽
思
想

１
、
象
山
の
﹁
琴
理
﹂
︱
中
国
礼
楽
思
想
の
継
承

﹁
楽
﹂
に
つ
い
て
︑
象
山
は
﹁
古
者
教
法
︑
六
芸
不
可
闕
一
︒
而
移
風
易
俗
︑
以
善
民
心
︑
楽
之
教
最
為
急
焉
︵
古
は
法
を
教
ふ
る
に
︑

六
芸
に
一
つ
を
も
闕
く
べ
か
ら
ず
︒
而
し
て
風
を
移
し
俗
を
易
へ
︑
以
て
民
心
を
善
く
す
る
に
︑
楽
の
教
へ
は
最
も
急
と
為
す
︶﹂︵﹁
琴
録

序
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
序
︑
八
〇
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
象
山
に
お
い
て
︑﹁
楽
﹂
は
古
か
ら
﹁
六
芸
﹂
の
一
つ
と
し
て
欠
け
て
は
い
け
な

い
存
在
で
あ
り
︑
と
り
わ
け
社
会
の
風
俗
を
よ
く
し
︑
民
心
を
よ
い
方
向
に
導
く
に
は
﹁
楽
﹂
の
教
え
は
も
っ
と
も
率
先
し
て
行
う
べ
き

も
の
で
あ
る
︒
象
山
の
こ
の
﹁
楽
﹂
に
対
す
る
捉
え
方
は
︑
中
国
の
礼
楽
思
想
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
つ

ま
り
︑﹁
楽
﹂
は
単
な
る
技
芸
や
娯
楽
の
一
つ
だ
け
で
は
な
く
︑
人
心
を
感
化
す
る
効
果
が
あ
り
︑
政
治
的
効
果
も
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
始
皇
帝
の
焚
書
で
﹃
楽
経
﹄
が
失
伝
さ
れ
て
以
来
古
楽
の
様
子
が
わ
か
ら
な
く
な
り
︑
象
山
は
漢
晋
の
儒
者
が
古
楽
の
復

元
に
努
力
し
た
が
そ
の
真
髄
を
得
ら
れ
ず
︑
当
今
に
お
い
て
古
楽
の
精
神
を
表
現
で
き
る
の
は
︑
た
だ
﹁
琴
﹂
の
み
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る）

₁₈
（

︒
し
た
が
っ
て
︑
象
山
は
﹁
琴
﹂
を
﹁
衆
楽
之
統
﹂
と
し
て
認
め
︑﹁
琴
﹂
を
単
な
る
一
つ
の
技
芸
と
し
て
楽
し
む
に
と
ど
ま
ら
ず
︑

﹁
琴
﹂
を
通
し
て
真
の
古
楽
の
精
神
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
琴
﹂
に
よ
り
体
現
さ
れ
た
こ
の
古
楽
の
精
神
は
︑
象
山
に
お
い
て
は
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
琴
理
﹂
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
彼
は
﹁
琴
賦
﹂
の
中

に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
︒

通
于
神
明
︑
協
乎
四
氣
︒
潔
靜
而
璗
邪
︑
中
和
而
養
志
︒
夫
妻
以
至
︑
燕
饗
以
成
︑
祭
祀
以
備
︒
天
下
棄
之
則
淫
︐
尚
之
則
治
︵
中

略
︶
樂
之
統
也
︑
器
之
重
也
︒
人
心
待
之
而
後
能
正
也
︒
天
下
待
之
而
後
有
慶
也
︒
純
古
澹
泊
而
至
美
也
︒
夫
是
之
謂
琴
理
︵﹁
琴
賦
﹂︑

﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
賦
︑
十
六
～
十
七
頁
︶

神
明
に
通
じ
︑
四
気
に
協か
な

ふ
︒
潔
静
し
て
邪
を
盪あ
ら

ひ
︑
中
和
し
て
志
を
養
ふ
︒
夫
妻
以
て
至
り
︑
燕
饗
以
て
成
り
︑
祭
祀
以
て
備
ふ
︒
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天
下
之
れ
を
棄
つ
れ
ば
則
ち
淫
れ
︑
之
れ
を
尚
べ
ば
則
ち
治
む
︵
中
略
︶
楽
の
統
な
り
︑
器
の
重
な
り
︒
人
心
之
れ
を
待
ち
て
而
る
後

に
能
く
正
な
る
な
り
︒
天
下
之
れ
を
待
ち
て
而
る
後
に
慶
有
る
な
り
︒
純
古
淡
泊
に
し
て
至
美
な
り
︒
夫
れ
是
れ
を
之
れ
琴
理
と
謂
ふ
︒

す
な
わ
ち
︑﹁
琴
﹂
は
神
明
に
通
じ
て
春
夏
秋
冬
四
時
の
気
に
適
う
楽
器
で
あ
り
︑
そ
の
性
質
が
﹁
潔
静
﹂
で
邪
気
を
払
う
こ
と
が
で

き
︑
そ
の
音
が
調
和
し
て
い
て
志
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
人
心
を
正
し
く
導
き
︑
心
を
修
め
て
気
質
を
よ
く
す
る
と
い
う

個
人
修
養
上
の
効
果
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
琴
﹂
を
通
じ
て
夫
婦
が
成
り
立
ち
︑
燕
饗
が
で
き
あ
が
り
︑
祭
祀
が
万
端
よ
く
な
る
と
あ
る
よ
う

に
︑
婚
礼
︑
郷
飲
酒
︑
祭
祀
の
儀
礼
に
﹁
琴
﹂
で
演
奏
さ
れ
た
﹁
楽
﹂
が
欠
け
て
は
な
ら
ず
︑﹁
礼
﹂
が
正
し
く
行
わ
れ
る
た
め
に
は
同
時

に
そ
れ
に
符
合
し
た
﹁
楽
﹂
が
必
要
と
な
り
︑﹁
琴
﹂
の
礼
楽
的
役
割
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
琴
﹂
の
礼
楽
的
役
割
を
通
じ
て
ま

た
﹁
人
心
﹂
が
正
さ
れ
︑﹁
天
下
﹂
が
治
ま
る
と
い
う
政
治
的
役
割
も
望
ま
れ
る）

₁₉
（

︒
象
山
は
こ
の
﹁
琴
﹂
の
礼
楽
的
・
政
治
的
役
割
を
﹁
琴

理
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
ま
た
前
述
し
た
象
山
が
編
纂
し
た
﹃
琴
録
﹄
の
﹁
琴
理
﹂
篇
の
位
置
を
想
起
し
た
い
︒
つ
ま
り
︑
象
山
に
お
い
て
﹁
琴
致
﹂﹁
琴

訣
﹂﹁
琴
記
﹂
は
﹁
琴
理
﹂
の
次
に
あ
る
べ
き
も
の
で
︑
要
は
琴
を
楽
し
む
趣
味
や
弾
琴
の
要
訣
︑
琴
に
関
す
る
記
録
・
逸
事
は
﹁
琴
理
﹂

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
臨
む
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
琴
理
﹂
も
﹃
琴
録
﹄
に
お
い
て
﹁
琴
﹂
の
﹁
声
・
律
・

度
・
調
﹂
と
い
う
音
律
関
係
四
篇
の
次
に
編
纂
さ
れ
て
お
り
︑
要
す
る
に
︑﹃
琴
録
﹄
各
篇
の
順
序
自
体
も
象
山
の
琴
学
思
想
そ
の
も
の
を

反
映
す
る
も
の
で
︑﹁
琴
原
﹂﹁
琴
体
﹂
の
よ
う
な
﹁
琴
﹂
の
存
在
自
体
に
関
す
る
も
の
以
外
︑
象
山
が
も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
﹁
律
呂
﹂

で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

２
、
律
呂
重
視
の
意
味

日
本
に
お
け
る
琴
学
の
伝
来
に
つ
い
て
︑
象
山
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
心
越
禅
師
来
日
以
前
は
物
と
し
て
の
﹁
琴
﹂

が
あ
っ
た
だ
け
で
琴
曲
が
伝
わ
ら
ず
︑
心
越
禅
師
の
帰
化
に
し
た
が
っ
て
当
時
廃
れ
て
い
た
﹁
琴
道
﹂
は
再
び
復
活
し
た
が
︑
文
人
墨
客
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が
楽
し
む
技
芸
と
し
て
の
﹁
琴
﹂
だ
け
が
伝
わ
る
よ
う
に
な
り
︑
声
・
調
・
律
を
定
め
る
こ
と
が
か
り
そ
め
に
さ
れ
た
た
め
︑
琴
の
学
習

者
は
ひ
た
す
ら
弾
琴
の
技
術
に
務
め
︑
清
雅
の
情
調
を
演
出
す
る
こ
と
ば
か
り
を
追
求
し
て
い
る
︒
古
人
の
﹁
定
律
精
微
の
法
﹂
が
ま
と

も
に
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
楽
律
の
論
述
も
わ
ず
か
に
あ
る
も
の
で
﹁
簡
陋
﹂
の
も
の
が
多
く
て
取
る
に
足
ら
な
い
︒
こ
の
ま
ま
で
は
世

の
中
で
は
﹁
大
雅
之
音
﹂
が
再
興
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
わ
け
が
な
い）

₂₀
（

︒

心
越
禅
師
が
伝
え
た
の
は
技
芸
と
し
て
の
﹁
琴
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
象
山
は
自
分
の
琴
学
の
志
に
つ
い
て
は
﹁
律
呂
を
審
明
﹂
す

る
こ
と
に
あ
る
と
表
明
す
る）

₂₁
（

︒
こ
れ
こ
そ
象
山
が
琴
学
を
通
し
て
追
求
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
象
山
は
﹁
律
呂
﹂
を
基
礎
教

養
と
し
て
﹁
士
大
夫
﹂
に
要
求
し
て
い
る
︒
彼
は
﹃
琴
録
﹄
の
序
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
︒

今
之
士
大
夫
︑
問
以
五
音
六
律
︑
莫
有
能
知
其
説
︒
而
不
自
知
其
為
闕
也
者
亦
多
矣
︵
中
略
︶
大
抵
審
法
制
︑
定
度
分
︑
協
律
呂
︑

正
声
調
︒
以
為
之
主
︵
中
略
︶
庶
機
律
呂
声
調
︑
猶
足
以
知
其
説
︑
而
於
古
楽
移
風
易
俗
之
意
︑
亦
可
以
得
其
梗
概
矣
︵﹁
琴
録
序
﹂︑

﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
序
︑
八
〇
頁
︶

今
の
士
大
夫
︑
問
ふ
に
五
音
六
律
を
以
て
す
れ
ば
︑
能
く
其
の
説
を
知
る
こ
と
有
る
莫
し
︒
而
し
て
自
ら
其
の
闕
為
る
を
知
ら
ざ
る

者
も
亦
た
多
し
︵
中
略
︶
大
抵
法
制
を
審
ら
か
に
し
︑
度
分
を
定
め
︑
律
呂
に
協
ひ
︑
声
調
を
正
す
︒
以
て
之
れ
を
主
と
為
す
︵
中

略
︶
律
呂
声
調
︑
猶
ほ
以
て
其
の
説
を
知
る
に
足
り
て
︑
古
楽
の
風
を
移
し
俗
を
易
ふ
の
意
に
於
ひ
て
︑
亦
た
以
て
其
の
梗
概
を
得

る
べ
き
こ
と
を
庶
機
ふ
︒

す
な
わ
ち
︑
象
山
は
五
音
六
律
の
音
楽
に
お
け
る
基
礎
知
識
を
﹁
士
大
夫
﹂︵
武
士
階
級
︶
の
基
本
教
養
と
し
て
要
求
し
︑
こ
の
素
養
を

持
っ
て
い
な
い
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
人
が
多
い
と
考
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
思
考
の
出
発
点
に
よ
っ
て
︑
象
山
は
﹃
琴
録
﹄
の
編
纂
に

携
わ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
琴
録
﹄
の
編
纂
に
お
い
て
象
山
が
主
と
す
る
の
は
︑
度
分
・
律
呂
・
声
調
を
は
じ
め
と

す
る
楽
理
知
識
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
編
纂
方
針
を
通
し
て
︑
象
山
が
期
待
す
る
の
は
﹁
士
大
夫
﹂
に
律
呂
・
声
調
の
知
識
を
普
及
さ
せ

る
こ
と
で
あ
り
︑
古
楽
の
礼
楽
的
役
割
を
梗
概
で
も
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
琴
を
一
つ
の
趣
味
と
し
て
楽
し
む
よ
り
も
︑
琴
を
通
し
て
表
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現
さ
れ
た
律
呂
・
声
調
の
理
論
を
核
心
と
す
る
こ
と
︑
象
山
に
お
い
て
こ
れ
こ
そ
一
琴
士
と
し
て
の
役
目
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

五
、
お
わ
り
に

以
上
述
べ
た
よ
う
に
︑
象
山
は
単
な
る
一
つ
の
趣
味
と
し
て
﹁
琴
﹂
を
習
っ
た
の
で
は
な
く
︑
彼
は
明
確
に
自
分
を
一
人
の
琴
士
と
し

て
自
認
し
︑
中
国
の
伝
統
的
な
礼
楽
思
想
を
継
承
し
︑
古
楽
の
精
神
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
︒
象
山
は
漢
詩
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
﹁
琴
﹂

の
表
現
を
愛
用
し
て
お
り
︑
例
え
ば
︑
三
十
歳
の
時
に
﹁
一
張
清
琴
萬
巻
書
︑
従
容
自
適
見
真
腴
︵
一
張
の
清
琴
萬
巻
の
書
︑
従
容
と
し

て
自
適
し
真
腴ゆ

を
見
る
︶﹂︵﹁
都
下
有
人
恵
今
春
所
刷
印
︑
記
都
下
諸
名
家
字
号
︑
與
二
三
子
閲
之
︑
賤
名
亦
収
在
其
中
︑
戲
題
三
詩
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
二
詩
稿
︑
八

六
頁
︶
と
い
う
作
を
作
り
︑
高
雅
な
趣
味
を
保
つ
志
向
を
﹁
琴
﹂
の
表
現
を
通
し
て
表
明
し
て
お
り
︑
ま
た
蟄
居
中
︵
四
十
四
歳
～
五
十
二

歳
︶
の
作
﹁
新
篁
伝
玉
色
︑
浅
瀬
帯
琴
音
︵
中
略
︶
壮
心
未
全
灰
︑
時
学
梁
父
吟
︵
新
篁
玉
色
を
伝
へ
︑
浅
瀬
琴
音
を
帯
ぶ
︵
中
略
︶
壮

心
未
だ
全
く
は
灰
な
ら
ず
︑
時
に
梁
父
の
吟
を
学
ぶ
︶﹂︵﹁
無
題
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
二
︑
象
山
先
生
詩
鈔
下
︑
五
五
頁
︶
の
よ
う
に
︑﹁
琴
﹂
は
隔
離
さ

れ
た
身
の
慰
め
︑
救
済
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
象
山
は
﹁
琴
﹂
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
︑
出
世
意
識
を
持
ち
続
け
︑﹁
琴
﹂
は
象
山

の
生
涯
を
通
し
て
大
事
な
存
在
な
の
で
あ
っ
た
︒

注
本
稿
で
用
い
た
史
料
の
書
誌
は
次
の
通
り
︒﹃
増
訂
象
山
全
集
﹄：
信
濃
教
育
会
編
︑
信
濃
毎
日
新
聞
︑
一
九
三
四
年
︒
引
用
時
﹃
全
集
﹄
と
略
称
︑
巻

数
と
頁
数
を
表
示
︒
引
用
に
当
た
っ
て
は
適
宜
字
体
と
句
読
点
を
改
め
︑
漢
文
の
読
み
下
し
は
筆
者
に
よ
る
︒

︵
1
︶ 

土
屋
正
晴
﹁
佐
久
間
象
山
論
︱
活
文
禅
師
の
交
流
と
そ
の
展
開
︱
﹂︵﹃
東
洋
研
究
﹄
四
七
︑
一
九
七
七
年
︑
六
七
～
八
五
頁
︶︒

︵
2
︶ 

岸
辺
成
雄
﹃
江
戸
時
代
の
琴
士
物
語
﹄︵
有
隣
堂
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒

︵
3
︶ 

七
絃
琴
に
関
し
て
は
上
原
作
和
・
正
道
寺
康
子
編
著
﹃
日
本
琴
学
史
﹄︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
六
年
︶
概
説
篇
第
一
部
﹁
琴
の
文
化
史
﹂
を
参
考
に
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し
た
︒

︵
4
︶ 

心
越
︵
一
六
三
九
～
九
六
︶︑
明
代
の
曹
洞
宗
の
僧
︑
号
は
東
皐
︑
浙
江
杭
州
の
人
︒
一
六
七
七
年
長
崎
に
来
航
︑
一
時
幽
閉
さ
れ
た
後
に
水
戸
光

圀
に
招
か
れ
︑
詩
文
・
書
画
に
す
ぐ
れ
︑
七
弦
琴
に
巧
ん
だ
︵﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版
第
6
巻
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑
五
四
一
頁
︶︒

︵
5
︶ 
人
見
竹
洞
︵
一
六
三
七
～
九
六
︶︑
江
戸
前
期
の
儒
学
者
︑
漢
詩
人
︑
字
は
時
︑
別
号
鶴
山
︒
林
鵞
峰
に
学
び
︑
幕
府
に
仕
え
︑
詩
文
・
楷
書
に
長

じ
た
︒
著
に
﹃
君
臣
言
行
録
﹄
な
ど
︵﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版
第
11
巻
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
〇
三
頁
︶︒

︵
6
︶ 

注
︵
2
︶
岸
辺
成
雄
﹃
江
戸
時
代
の
琴
士
物
語
﹄︑
ま
た
︑
山
寺
美
紀
子
﹁
藤
沢
東
畡
と
七
絃
の
琴
︱
そ
の
琴
系
及
び
弾
琴
︑
琴
学
︑
琴
事
の
実

像
に
つ
い
て
﹂︵﹃
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
﹄
四
九
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
三
九
～
一
六
五
頁
︶
参
照
︒

︵
7
︶ 

活
文
︵
一
七
七
五
～
一
八
四
五
︶
は
松
代
藩
士
森
久
米
七
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
︑
字
は
鳳
山
︑
法
号
は
活
文
︑
越
前
の
永
平
寺
等
に
学
び
︑
長

崎
の
大
徳
寺
で
も
修
行
し
︑
修
行
中
清
人
の
陳
景
山
ら
に
つ
い
て
中
国
語
を
学
ん
で
い
た
︒
琴
に
つ
い
て
活
文
は
江
戸
で
琴
学
の
頭
領
児
玉
空
空
か

ら
学
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︵
前
掲
土
屋
︑
岸
辺
両
氏
の
論
述
参
照
︶︒
象
山
は
天
保
五
年
︵
一
八
三
四
︶
に
﹁
竹
葊
文
公
壽
序
﹂
の
中
に
お
い
て

は
︑﹁
予
嘗
就
公
於
巌
門
︑
学
華
音
︑
受
琴
操
︒
而
其
見
愛
遇
太
懇
也
﹂︵﹁
竹
葊
文
公
壽
序
﹂︑﹃
全
集
﹄
巻
一
浄
稿
序
︑
六
八
頁
︶
と
記
述
し
︑
活
文

禅
師
に
つ
い
て
は
中
国
語
と
と
も
に
︑
琴
も
学
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒

︵
8
︶ 

活
文
の
草
庵
を
め
ぐ
る
交
流
の
例
を
挙
げ
る
と
︑
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶
象
山
は
始
め
て
活
文
の
草
庵
で
上
田
藩
医
の
林
大
輝
と
出
会
っ
た
際

に
︑﹁
丙
申
初
夏
︑
竹
庵
師
許
始
見
林
君
大
輝
︒
大
輝
延
余
致
其
堂
︒
誼
如
旧
知
︒
及
夜
八
木
上
野
高
瀬
絲
我
諸
君
︑
相
尋
而
来
︒
其
楽
不
可
言
︒
乃

賦
詩
記
事
﹂︵﹃
全
集
﹄
巻
二
詩
稿
︑
十
五
頁
︶
と
い
う
文
を
作
り
︑
活
文
の
草
庵
で
林
大
輝
と
知
り
合
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
林
大
輝
を
通
じ
て
上
田

藩
士
の
八
木
︵
八
木
剛
助
︶
ら
と
知
り
合
い
︑
歓
談
や
親
交
を
設
け
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
前
述
し
た
﹁
東
遊
紀
行
﹂
の
中
で
︑
象
山

は
﹁
是
夜
八
木
山
田
二
兄
来
会
︑
有
致
知
格
物
鳶
飛
魚
躍
之
論
︒
笑
言
達
旦
︒
臨
去
︑
用
壁
間
之
韻
︑
賦
一
詩
留
別
子
成
︵
後
略
︶﹂︵﹁
東
遊
紀
行
﹂︑

十
頁
︶
と
記
録
し
︑
詩
文
や
学
問
を
め
ぐ
る
交
流
の
実
態
を
記
し
て
い
る
︒

︵
9
︶ 

前
掲
注
︵
2
︶
岸
辺
氏
著
書
︑
十
一
頁
︒

︵
10
︶ 

象
山
と
同
時
代
の
琴
会
は
︑
天
保
四
年
︵
一
八
三
三
︶
児
玉
空
々
琴
社
の
高
足
で
あ
る
山
本
徳
甫
が
主
催
し
た
﹁
心
越
忌
辰
琴
会
﹂
と
天
保
十
五

年
︵
一
八
四
四
︶
僧
侶
の
鳥
海
雪
堂
の
招
待
で
大
阪
で
行
わ
れ
た
﹁
東
皐
禅
師
百
五
十
年
忌
琴
会
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
前
者
に
つ
い
て
は
︑
梁
川
星

巖
の
詩
﹁
心
越
禅
師
詩
︒
為
山
本
徳
甫
賦
︒
徳
甫
伝
師
琴
法
者
︑
以
九
月
晦
為
師
之
忌
辰
設
香
火
︑
招
琴
友
各
弾
一
曲
︑
歳
以
為
例
﹂︵﹃
梁
川
星
巖

全
集
﹄
第
一
巻
星
巖
丙
集　

巻
九
︶
に
よ
れ
ば
︑
心
越
禅
師
祭
日
の
九
月
晦
日
に
弾
琴
を
通
じ
て
心
越
禅
師
を
祭
る
と
い
う
形
式
が
以
後
定
例
と
な
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
雪
堂
の
門
人
で
泊
園
書
院
の
開
設
者
で
も
あ
っ
た
藤
沢
東
畡
の
﹁
琴
会
記
﹂
に
よ
れ
ば
︑
心
越
禅
師
の
肖
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像
画
に
面
し
て
︑
四
十
人
ほ
ど
の
琴
士
が
弾
琴
し
た
と
い
う
や
や
大
規
模
の
琴
会
で
あ
っ
た
と
い
う
︵
琴
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
岸
辺
氏
著

書
︑
山
寺
氏
論
文
参
照
︶︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
琴
会
の
参
加
者
の
名
簿
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
︑
象
山
が
出
席
し
た
か
否
か
は
判
断
し
か
ね
る
︒

︵
11
︶ 

例
え
ば
︑﹁
祭
心
越
禅
師
文
﹂
に
は
﹁
嗚
呼
越
公
︒
帰
我
而
留
兮
興
此
廃
音
︑
弘
厥
伝
兮
恵
後
之
人
︒
我
思
公
兮
不
禁
︑
掲
遺
影
兮
致
悃
忱
︒
秋
風

咽
兮
鬱
閜
砢
之
穼
林
︑
瀬
浅
浅
兮
石
鳴
︑
虫
啾
啾
兮
哀
唫
︒
俯
而
聴
之
兮
若
聞
公
之
琴
︒
道
之
同
兮
異
方
且
親
︑
心
之
契
兮
曷
云
幽
明
之
古
今
︒
我

拂
朱
絃
兮
写
玆
心
︒
魂
髣
髴
兮
其
降
臨
﹂︵﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
祭
文
︑
二
一
三
頁
︶
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

︵
12
︶ 

岸
辺
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
︑
浦
上
玉
堂
は
琴
を
十
三
張
作
り
︑
現
存
を
確
認
で
き
る
の
が
九
張
で
あ
り
︑
児
島
百
一
は
﹁
生
涯
の
う
ち
に
百
一
張
﹂

の
琴
を
作
る
こ
と
を
志
し
て
自
ら
百
一
の
号
を
つ
け
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
作
っ
た
琴
の
数
が
不
明
で
︑
そ
の
う
ち
十
六
張
の
所
在
が
確
認
さ

れ
て
い
る
︵
前
掲
注
︵
2
︶
岸
辺
氏
著
書
︶︒

︵
13
︶ 

こ
の
こ
と
は
﹁
琴
録
後
序
﹂
に
﹁
凡
物
之
興
︑
無
不
有
其
原
︒
故
首
之
以
琴
原
︒
物
生
焉
︑
必
有
体
︒
故
次
之
以
琴
体
︒
有
体
者
必
有
用
︑
故
次

之
以
琴
声
︒
声
者
琴
之
用
也
︑
用
之
行
不
可
無
法
︒
故
次
之
以
琴
律
︒
律
各
有
分
度
︑
故
次
之
以
琴
度
︒
物
度
︑
然
後
可
和
也
︑
故
次
之
以
琴
調
︒
調

而
翫
之
︑
可
以
観
其
理
焉
︑
故
次
之
以
琴
理
︒
観
其
理
矣
︑
而
後
其
致
可
楽
也
︑
故
次
之
以
琴
致
︒
得
致
必
在
知
要
︑
故
次
之
以
琴
訣
︒
載
要
訣
者
︑

莫
若
記
籍
︑
故
次
之
以
琴
記
終
焉
︒︵
中
略
︶
十
者
備
矣
︑
然
後
可
以
言
琴
﹂︵﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
序
︑
八
一
頁
︶
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
明
確
に
う
か
が
え
る
︒

︵
14
︶ 

﹃
琴
録
﹄
の
書
籍
自
体
に
つ
い
て
は
︑
現
在
の
と
こ
ろ
所
在
が
不
明
で
あ
る
が
︑
筆
者
は
様
々
な
目
録
等
で
確
認
・
調
査
を
続
け
て
い
る
︒
確
認
が

で
き
た
際
に
は
︑
改
め
て
別
稿
を
作
成
す
る
予
定
で
あ
る
︒

︵
15
︶ 

趙
希
鵠
︑
生
没
不
祥
︑
諸
曁
の
人
︑
嘉
定
十
六
年
︵
一
二
二
三
︶
の
進
士
︑
著
に
﹃
洞
天
清
録
﹄
一
巻
︵
李
国
玲
編
﹃
宋
人
伝
記
資
料
索
引
補
編
﹄

第
三
冊
︑
四
川
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
一
六
〇
七
頁
参
照
︶︒

︵
16
︶ 

何
薳
︵
一
〇
七
七
～
一
一
四
五
︶︑
字
は
子
楚
︑
浦
城
の
人
︑
何
去
非
の
子
︑
著
に
﹃
春
渚
紀
聞
﹄︵
昌
彼
徳
・
王
徳
毅
ほ
か
編
﹃
宋
人
伝
記
資
料

索
引
﹄
第
二
冊
︑
鼎
文
書
局
︑
一
九
七
四
年
︑
一
二
六
七
頁
参
照
︶︒

︵
17
︶ 

﹃
楽
書
要
録
﹄
は
中
国
で
は
散
逸
し
た
が
︑
声
・
律
・
調
を
含
ん
だ
楽
律
理
論
の
専
門
書
で
あ
り
︑
現
存
し
て
い
る
の
は
巻
五
︑
六
︑
七
の
み
で
あ

る
︵
詳
し
く
は
高
瀬
澄
子
﹁﹃
楽
書
要
録
﹄
の
研
究
﹂︑
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
楽
理
科
博
士
論
文
︑
二
〇
〇
六
年
参
照
︶︒
た
だ
し
︑
象
山
は
ど
の

よ
う
に
﹃
楽
書
要
録
﹄
を
収
集
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒

︵
18
︶ 

例
え
ば
象
山
は
﹁
琴
録
序
﹂
に
﹁
遭
秦
焚
書
︑
楽
経
先
亡
︒
漢
晋
諸
儒
︑
掇
拾
煨
燼
︑
摸
倣
形
迹
︑
器
数
失
真
︑
大
雅
絶
響
︒
其
遺
聲
之
存
于
今

者
︑
惟
琴
而
已
矣
﹂︵﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
序
︑
七
九
頁
︶
と
記
述
し
て
い
る
︒
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︵
19
︶ 

中
国
の
礼
楽
思
想
に
つ
い
て
例
え
ば
﹃
礼
記
﹄﹁
楽
記
﹂
で
は
﹁
故
礼
以
道
其
志
︑
楽
以
和
其
声
︒
政
以
一
其
行
︑
刑
以
防
其
姦
︒
礼
楽
刑
政
︑
其

極
一
也
﹂︑﹁
礼
節
民
心
︑
楽
和
民
声
︒
政
以
行
之
︑
刑
以
防
之
︒
礼
楽
刑
政
︑
四
達
而
不
悖
︑
則
王
道
備
矣
﹂
と
あ
る
︒

︵
20
︶ 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
象
山
は
﹁
琴
録
序
﹂
に
﹁
我
朝
中
葉
以
後
︑
伶
官
失
職
︑
譜
録
湮
没
︑
古
器
雖
存
︑
声
歌
無
用
︒
迨
寛
文
中
︑
明
僧
心
越
氏

者
帰
化
︑
始
能
興
起
廃
墜
︑
琴
道
復
行
於
世
︒
然
其
所
伝
︑
又
皆
騒
人
墨
士
之
技
︒
而
定
声
苟
簡
︑
高
下
無
節
︑
是
以
学
者
徒
務
布
爪
之
巧
︑
而
争

以
蕭
散
清
雅
為
高
︒
其
於
古
人
定
律
精
微
之
法
︑
概
乎
未
有
討
究
︒
則
其
間
亦
有
稍
渉
於
楽
律
之
論
而
紀
述
焉
者
︑
率
咸
因
仍
簡
陋
︑
無
足
取
也
︵
中

略
︶
則
大
雅
之
音
︑
其
終
不
可
以
明
於
世
也
歟
﹂︵﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
序
︑
七
九
～
八
〇
頁
︶
と
記
述
す
る
︒

︵
21
︶ 

﹁
跋
心
越
禅
師
金
沢
八
勝
詩
巻
﹂
に
﹁
師
風
流
文
雅
︑
弾
琴
尤
優
︒
後
之
学
者
多
宗
之
︑
予
亦
嘗
伝
其
譜
︒
但
師
所
伝
︑
騒
人
墨
士
之
技
︑
而
予
則

因
以
審
明
律
呂
耳
﹂︵﹃
全
集
﹄
巻
一
象
山
浄
稿
題
跋
︑
一
七
六
頁
︶
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

︵
附
記
︶
本
稿
は
︑
二
〇
一
八
年
五
月
十
三
日
に
福
岡
大
学
で
開
催
さ
れ
た
九
州
中
国
学
会
第
六
十
六
回
大
会
で
の
研
究
発
表
に
基
づ
き
作
成
し
ま
し
た
︒

当
日
︑
ご
教
示
頂
い
た
方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
︒


