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ど

う

ち

が

う

の

　

　
当
山
第
二
代
奉
賛
会
長
に

斉
藤
義
人
氏
に
ご
就
任
い
た
だ

く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

一

月
三
十
一
日
武
市
先
生
の
満

中
陰
を
経
て
、

二
月
二
日
副

会
長
の
斎
藤
義
人
氏
に
総
代

会
一
同
の
総
意
を
も
っ
て
、
懇

願
し
ご
快
諾
を
頂
き
ま
し
た
。

　
氏
は
斎
徳
株
式
会
社
会
長
、

同
社
は
明
治
五
年

（一
八
七

二
年
）
大
道
一
丁
目
に
初
代

斎
藤
徳
蔵
氏
が
創
業
。
当
山

中
興
雲
淵
戒
賢
大
和
尚
は
初

代
徳
蔵
氏
の
ご
舎
弟
。
爾
来
、

当
山
は
歴
代
の
御
当
主
に
庇
護

い
た
だ
い
て
今
日
に
い
た
る
。
　

　
義
人
氏
は
五
代
目
御
当
主
。

襲
名
し
な
い
で
斎
徳
株
式
会
社

と
会
社
に
名
を
の
こ
さ
れ
た
。

現
在
、
斎
徳
第
２
ビ
ル
（ワ
シ
ン

ト
ン
ホ
テ
ル
）
の
位
置
が
斎
徳
株

式
会
社
の
発
祥
の
地
。
会
社
は

川
内
の
流
通
団
地
内
で
営
業
し

て
い
る
。
流
通
団
地
理
事
長
、

元
徳
島
県
公
安
委
員
長
他
、
経

済
界
、
県
内
外
等
々
で
役
職
が

多
い
。

　
当
山
に
は
月
参
り
を
欠
か
さ

な
い
。

と
き
に
は
ご
夫
婦
で
歩

い
て
登
山
さ
れ
山
頂
へ登
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
副
住
職

夫
婦
の
媒
酌
人
で
も
あ
る
。

う
。
で
は
、
怪
し
い
と
い
わ
れ
な

が
ら
逮
捕
者
を
出
し
て
い
な
い
の

は
ど
う
か
。

そ
こ
ま
で
い
く
と

個
々
の
事
例
研
究
を
し
な
く
て

は
な
る
ま
い
が
、
結
果
が
逮
捕

に
値
す
る
な
ら
霊
感
商
法
と
し

よ
う
。

 

テ
レ
ビ
に
よ
る
と
サ
イ
バ
バ
の
場

合
は
病
院
ま
で
持
っ
て
施
し
を

や
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
な
ら

伝
統
的
イ
ン
ド
の
風
習
を
持
っ
た

人
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伝
統

的
イ
ン
ド
人
の
思
考
と
は
、
例

え
ば
何
百
㎞
を
歩
い
て
ガ
ン
ジ
ス

川
に
至
っ
て
沐
浴
す
る
。

帰
り

に
ガ
ン
ジ
ス
の
水
を
持
ち
か
え

る
。
し
か
し
、
近
所
に
配
ら
な

い
と
そ
の
水
は
「聖
な
る
水
」
に

は
な
ら
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば

布
施
行
を
し
な
い
と
功
徳
は
な

い
。
近
所
の
み
な
さ
ん
と
と
も

に
喜
ん
だ
「聖
な
る
水
」
は
保
存

し
て
お
い
て
病
気
の
と
き
等
に
飲

む
と
と
っ
て
も
活
力
を
盛
り
返

す
と
い
う
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
財

閥
タ
タ
一
族
の
婦
人
た
ち
は
毎

朝
貧
し
い
人
に
朝
食
を
施
す
。

百
人
を
こ
す
貧
し
い
人
た
ち
に
自

分
で
施
さ
な
い
と
功
徳
が
な
い
。

同
時
に
長
者
と
し
て
の
ス
テ
イ
タ

ス
が
保
た
れ
な
い
。
因
み
に
長
者

と
は
こ
う
い
う
布
施
行
を
す
る
こ

と
が
前
提
の
お
金
持
ち
と
い
う

意
味
の
佛
教
語
で
あ
る
。
こ
れ
が

イ
ン
ド
の
伝
統
で
あ
る
。
サ
イ
バ
バ

は
そ
う
い
っ
た
イ
ン
ド
の
伝
統
に

そ
っ
て
病
院
を
運
営
し
て
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
全
世
界
か
ら
信

者
を
集
め
よ
う
と
派
手
に
マ
ス
コ

ミ
に
売
り
込
も
う
と
基
本
は
布

施
に
あ
る
と
思
え
る
。
そ
れ
に

反
し
、
日
本
の
霊
感
商
法
は
ま

ず
商
法
あ
り
、
利
潤
は
布
施
行

に
使
わ
れ
ず
、
自
分
を
飾
り
立

て
る
こ
と
に
使
う
。
そ
れ
は
キ
ン

キ
ラ
キ
ン
の
お
堂
を
も
含
む
。

　
そ
う
い
う
集
団
の
う
え
に
も
う

一
つ
怖
い
の
が
、
集
め
た
財
力
を

も
っ
て
兵
器
や
毒
ガ
ス
を
作
り
、

大
量
無
差
別
殺
人
ま
で
や
っ
た

集
団
、
オ
ー
ム
で
あ
る
。
修
行
と

い
い
、
宗
教
活
動
と
い
う
が
、

や
っ
た
こ
と
は
三
十
七
人
を
殺

し
、
五
千
人
を
越
え
る
負
傷
者

を
出
し
た
。
そ
れ
を
マ
ス
コ
ミ
は

ま
た
ま
た
も
て
は
や
し
て
い
る
。

し
か
し
、
大
量
殺
人
の
折
と
本

質
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
い
う
集

団
を
カ
ル
ト
集
団
と
い
う
。
カ
ル

ト
は
商
業
カ
ル
ト
、

政
治
カ
ル

ト
、
教
育
カ
ル
ト
等
々
の
分
野
で

存
在
す
る
。

そ
れ
ら
は
心
に
傷

を
付
け
型
を
作
っ
て
い
く
。
こ
の

カ
ル
ト
宗
団
の
宗
教
版
と
い
う
だ

け
な
の
で
あ
る
。

  

私
ど
も
真
言
宗
僧
侶
の
我
々
は

越
三
昧
の
罪
と
い
う
の
が
基
準
に

な
る
。
そ
れ
は
自
分
の
も
て
る
も

の
（仮
に
念
力
、
法
力
な
ど
が
あ

る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
）
を
利
用

し
て
、
人
を
窮
地
に
追
い
や
る
こ

と
が
一
番
重
い
。
修
行
し
て
何
か

を
得
る
こ
と
は
結
構
だ
が
そ
れ
に

よ
っ
て
テ
ン
グ
に
な
る
こ
と
を
増

長
慢
と
し
て
戒
め
る
。
先
の
Ａ
も

増
長
慢
の
結
果
、
塀
の
中
へ
入
っ

て
身
を
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
私

ど
も
の
真
言
密
教
は
師
匠
か
ら

弟
子
へ
コ
ッ
プ
の
水
を
つ
い
で
い
く

の
先
生
方
が
知
恵
を
絞
っ
た
の

が
、
最
初
住
民
投
票
期
日
な
し

の
条
例
に
は
じ
ま
り
、
五
十
％

以
下
は
無
効
と
い
う
ル
ー
ル
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の

先
生
方
は
間
接
民
主
主
義
志
向

型
の
政
治
家
と
い
え
よ
う
、
彼

ら
が
ま
さ
か
ク
リ
ア
で
き
る
ま
い

と
し
て
五
十
％
ル
ー
ル
を
作
っ
た

に
違
い
な
い
。

吉
野
川
に
関
係

の
う
す
い
私
は
可
動
堰
の
是
非

を
云
々
い
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い

と
今
も
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

推
進
派
の
戦
略
が
選
挙
ボ
イ
コ
ッ

ト
運
動
を
や
っ
て
い
る
。
考
え
て

み
る
と
こ
の
罠
に
か
か
っ
て
し
ま

う
で
は
な
い
か
。
中
立
を
保
ち

徳
島
市
民
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
に
は
投
票
し
か
な
い
。

　
夕
方
、
投
票
所
へ行
く
と
私

が
多
家
良
投
票
所
で
の
過
半
数

に
近
い
と
い
う
。
あ
と
ど
ん
ど

ん
来
て
い
る
。
外
で
話
を
拾
っ
て

み
る
と

「こ
の
投
票
を
無
効
に

す
る
の
は
徳
島
市
民
の
恥
だ
」
と

し
て
き
た
と
い
う
。
こ
れ
が
吉

野
川
に
一
番
遠
い
多
家
良
町
の

声
で
あ
っ
た
。
反
面
、
洪
水
の
お

そ
れ
が
あ
る
地
区
の
人
た
ち
の
な

か
に
は
積
極
的
の
選
挙
を
ボ
イ

コ
ッ
ト
し
た
人
も
多
い
の
だ
ろ
う
。

　
本
誌
を
正
月
号
を
見
て
石
井

町
、
北
島
町
、
藍
住
町
の
人
々

か
ら
「私
の
代
わ
り
に
よ
ろ
し
く

（後
略
）」
と
旧
知
で
住
民
投
票

運
動
と
全
く
関
係
な
い
人
か
ら

電
話
が
あ
っ
た
。
当
日
は
「私
は

第
十
の
堰
を
枕
に
し
て
住
ん
で
い

る
の
に
投
票
権
が
な
い
」
（石
井

町
）
「私
ら
決
壊
し
た
ら
浸
か
る

の
に
こ
ん
な
上
に
お
る
お
住
さ
ん

が
投
票
で
き
る
っ
て
何
で
・
・
」

（北
島
町
）
と
の
生
の
声
を
信
者

さ
ん
か
ら
聞
い
た
。
私
は
こ
の
声

に
普
段
の
選
挙
に
は
な
い
一
票
の

重
み
を
感
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
 

建
設
省
、
徳
島
県
は
責
任

云
々
を
い
う
け
れ
ど
賛
成
、
反

対
問
わ
ず
今
一
番
運
動
し
て
い

る
人
た
ち
は
洪
水
で
命
を
失
う

か
も
知
れ
な
い
場
所
の
人
た
ち
で

あ
る
。
し
か
も
先
祖
伝
来
吉
野

　
「霊
感
商
法
と
サ
イ
バ
バ
と
ど

う
ち
が
う
の
？
」
と
の
質
問
を
受

け
た
。
ま
ず
は
返
答
に
困
っ
た
。

理
由
は
両
者
比
較
す
る
だ
け
の

知
識
を
持
た
な
い
か
ら
だ
。
前

者
の
霊
感
商
法
は
個
々
の
事
例
に

よ
っ
て
異
な
り
、
サ
イ
バ
バ
の
場

合
は
通
俗
の
週
刊
誌
、
テ
レ
ビ
に

よ
る
報
道
の
断
片
し
か
知
ら
な

い
。
し
か
し
、
な
ん
と
か
考
え
ね

ば
な
る
ま
い
。

　
前
者
の
勝
手
な
解
釈
を
試
み
る

と
宗
教
風
な
雰
囲
気
で
利
潤
の

追
求
を
目
的
と
す
る
集
団
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
っ
て
も
実

際
の
新
興
宗
教
、
新
宗
教
、
の

み
な
ら
ず
既
成
宗
教
全
般
、
利

潤
追
求
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

逆
に
霊
感
商
法
そ
の
も
の
ズ
バ
リ

で
逮
捕
さ
れ
た
Ａ
は
当
山
の
瀧
で

毎
朝
四
時
に
来
て
百
日
あ
ま
り

修
行
を
し
て
い
た
事
実
も
知
っ
て

い
る
。
こ
の
色
分
け
は
た
い
へん
難

し
い
。
霊
感
商
法
と
い
わ
れ
る

宗
団
が
何
か
の
法
令
に
触
れ
逮

捕
者
を
出
す
か
否
か
と
い
う
の
が

一
番
簡
単
明
瞭
な
基
準
で
あ
ろ

　
一
月
二
十
三
日

（日
）
吉
野
川

第
十
堰
の
可
動
堰
化
の
賛
否
を
問

う
徳
島
市
の
住
民
投
票
が
行
わ
れ

た
。
私
は
本
誌
に
何
度
も
述
べ
た

と
お
り
、
住
民
投
票
等
の
直
接

投
票
は
反
対
論
者
で
あ
る
。
そ
の

論
は
繰
り
返
し
述
べ
な
い
こ
と
に

す
る
が
、
今
回
は
ち
ゃ
ん
と
投
票

に
い
っ
た
。
な
ぜ
か
、
五
十
％
を

越
え
る
と
無
効
に
な
る
と
い
う
規

定
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
今
度
の
選

挙
の
特
色
を
多
家
良
投
票
所
の
立

会
人
に
取
材
す
る
と
今
ま
で
選
挙

に
大
挙
し
て
や
っ
て
き
た
老
人
パ

ワ
ー
は
全
く
い
な
か
っ
た
。
そ
の
代

わ
り
幼
稚
園
、
保
育
所
の
パ
パ
、
マ

マ
、
茶
髪
の
若
者
が
断
然
多
か
っ

た
と
い
う
。
「若
者
は
こ
ん
な
選

挙
だ
け
で
て
く
る
」
「公
職
選
挙

に
お
い
て
若
者
が
駆
ら
れ
る
だ
け

の
魅
力
あ
る
人
物
が
い
な
い
の
で
は

な
い
か
」
と
い
っ
た
会
話
が
で
て
い

た
。
住
民
投
票
ま
で
に
は
そ
れ
を

推
進
し
た
み
な
さ
ん
の
ね
ば
り
強

い
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な

い
。
若
さ
ゆ
え
で
き
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
反
面
、
住
民
投
票
反
対

論
を
ブ
ッ
テ
、
市
議
を
落
選
し
た

友
人
も
い
る
。
あ
る
党
派
は
徳
島

県
議
会
と
徳
島
市
議
会
の
意
見

を
異
に
す
る
。
あ
る
い
は
住
民
投

票
を
怖
が
り
な
が
ら
、
反
対
す

る
わ
け
に
い
か
ぬ
市
会
議
員
先
生

も
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
市
議

私
を
住
民
投
票
に

行
か
せ
た
も
の

よ
う
に
と
受
け
継
い
で
い
く
。
し

か
し
、
弟
子
に
は
割
れ
た
コ
ッ
プ

も
変
形
な
コ
ッ
プ
も
あ
る
。
割
れ

た
コ
ッ
プ
に
深
遠
な
奥
義
を
授
け

る
こ
と
も
越
三
昧
と
い
う
。
そ
れ

は
師
匠
た
る
も
の
の
資
質
を
問
わ

れ
る
。
霊
感
商
法
と
い
わ
れ
る
宗

団
は
き
っ
ち
り
し
た
師
匠
か
ら
受

け
継
が
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
師

匠
は
な
に
を
教
え
る
か
、
そ
れ
は

限
り
な
い
菩
提
心
、
菩
薩
の
心
。

今
様
に
い
え
ば
永
遠
の
施
し
の
実

践
で
あ
る
。
そ
し
て
自
他
平
等
、

今
日
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
を
知

ら
せ
し
む
る
。
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松
長
有
慶
　
中
央
公
論
社
　
一
六
〇
〇
円

　　

る
と
は
月
日
の
過
客
に
驚
く
。

　
翁
は
六
月
頃
、
口
腔
ガ
ン
が

見
つ
か
っ
て
徳
島
大
学
歯
学
部

付
属
病
院
に
入
院
し
た
が
現
代

の
治
療
で
完
治
し
た
。
そ
の

後
、
転
院
し
た
も
の
の
九
月
十

五
日
敬
老
の
日
に
自
ら
退
院
を

宣
言
し
て
、
自
宅
で
過
ご
し
て

い
た
。
そ
の
間
家
族
の
暖
か
い

看
護
の
中
、
自
ら
も
迷
惑
欠
け

ぬ
ま
ま
十
月
五
日
未
明
天
寿
を

全
う
さ
れ
大
往
生
を
と
げ
ら
れ

た
。

　
じ
っ
と
私
を
見
守
っ
て
く
れ

た
翁
、
願
わ
く
ば
浄
土
よ
り
当

山
の
発
展
を
お
見
守
り
く
だ
さ

い
。

　
パ
キ
ス
タ
ン
の
ク
ー
デ
タ
ー

　
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
え
ば
流
血

の
騒
ぎ
に
な
る
。
そ
れ
な
の
に

今
回
は
無
血
ク
ー
デ
タ
ー
、
首

を
切
ら
れ
た
参
謀
総
長
は
旅
客

機
の
上
か
ら
軍
に
命
令
を
出

　

　
川
と
つ
き
あ
う
人
た
ち
だ
。

無

責
任
、
非
常
の
備
え
が
な
い
と

住
民
を
批
判
す
る
の
は
官
僚
或
い

は
政
府
の
お
ご
り
だ
。
投
票
の
翌

日
、
民
放
に
で
た
中
山
建
設
大

臣
の
言
動
は
そ
の
極
み
で
あ
る
。

「大
臣
、
貴
方
は
責
任
者
か
も
知

れ
な
い
が
、
い
つ
ま
で
大
臣
や
っ

て
い
る
の
」
と
い
い
た
く
な
っ
た
の

は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。
付
け
刃
の

知
識
で
で
も
っ
て
、
住
民
投
票
ま

で
根
気
強
く
理
論
展
開
を
し
て

き
た
姫
野
氏
に
対
抗
す
る
に
は

あ
れ
し
か
な
か
っ
た
と
哀
れ
に
思

う
。
あ
ん
な
政
治
家
が
い
る
限

り
住
民
運
動
は
加
熱
す
る
だ
ろ

う
。

　
立
場
立
場
の
人
の
言
動
も
お
も

し
ろ
い
。
徳
島
市
長
は
あ
れ
し
か

な
い
。

直
接
民
主
主
義
に
首
長

の
識
見
は
い
ら
な
い
。

大
衆
が

ノ
ー
と
い
え
ば
ノ
ー
で
あ
る
。

こ
れ
以
上
い
い
よ
う
が
な
い
。
私

は
二
年
前
に
本
誌
に
こ
れ
ら
を

衆
愚
政
治
と
訴
え
た
。
建
設
省

徳
島
工
事
事
務
所
の
大
平
所
長

は
建
設
省
の
立
場
で
孤
軍
奮

闘
、
聞
け
ば
一
年
前
に
転
勤
し

て
き
た
と
い
う

「よ
く
や
っ
た
」

と
思
う
。
し
か
し
、
大
臣
が
い
い

加
減
な
こ
と
を
言
い
出
す
に
及

ん
で
激
怒
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
で
は
上
も
か
わ
っ
た
の
で
だ
い

ぶ
ら
く
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
大
臣

と
姫
野
氏
ら
が
会
っ
て
「
０
か
ら

の
出
発
・
・
」
と
い
っ
て
い
た
は
ず

の
大
臣
は
野
党
が
欠
席
す
る
国

会
の
答
弁
で
は
ま
た
ま
た
民
放
の

よ
う
な
発
言
に
近
く
な
っ
た
。

こ
れ
は
野
党
議
員
が
欠
席
と
い

　
徳
島
会
場
を
最
後
に

『
国

宝
、
弘
法
大
師
空
海
展
』
が
開

か
れ
て
い
る
。
弘
法
大
師
の
思

想
を
美
術
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
拝

観
す
る
の
も
良
い
。

が
、
大
師

の
思
想
を
わ
か
り
や
す
く
、
か

つ
奥
深
い
書
物
が
で
た
と
し
た
ら

先
に
読
ま
な
い
で
は
お
け
ま
い
。

密
教
学
の
第
一
人
者
で
我
が
恩

師
、
松
長
先
生
が
宇
宙
も
環
境

世
界
も
、
全
て
の
も
の
は
一
つ
の

「
い
の
ち
」
を
共
有
と
い
う
壮
大

な
思
想
を
わ
か
り
や
す
く
書
き

下
ろ
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

高
度
成
長
か
ら
バ
ブ
ル
時
代
に

考
え
て
き
た
言
葉
の
本
質
を
詳

し
く
問
う
と
こ
ん
な
意
味
で

あ
っ
た
か
。
一
つ
の
常
識
と
さ
れ

る
も
の
は
実
は
こ
ん
な
固
定
概

念
で
あ
っ
た
か
。
本
来
の
発
想

を
す
る
と
か
く
も
豊
か
な
考
え

が
生
ま
れ
る
の
か
と
考
え
直
さ

さ
れ
る
本
で
あ
る
。
先
生
の
文

章
に
加
え
、
国
際
基
督
教
大
学

教
授
の
村
上
陽
一
郎
氏
、
宗
教

カ
ル
マ
パ
十
七
世
の
亡
命

　
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
は
独
特
な
継
承

を
す
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
は
じ

め
と
す
る
高
位
の
僧
侶
が
亡
く

な
る
と
そ
の
時
に
生
ま
れ
か
わ
っ

た
子
供
を
捜
す
。
方
向
、
時
期

等
々
で
独
特
の
方
法
を
持
っ
て

絞
っ
て
い
っ
て
最
後
に
先
徳
の
持
つ

何
か
の
証
を
見
せ
て
決
定
す
る
。

高
僧
は
例
え
ば
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は

観
音
様
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
は
阿

弥
陀
様
と
い
う
風
に
生
き
た
佛

様
で
あ
る
。

そ
の
生
ま
れ
か
わ

り
と
し
て
特
別
教
育
を
し
て
継

承
す
る
。
こ
れ
が 

チ
ベ
ッ
ト
佛
教

独
特
の
継
承
法
で
あ
る
。

　
カ
ル
マ
パ
十
七
世
は
チ
ベ
ッ
ト
佛

教
四
大
宗
派
の
カ
ギ
ュー
派
の
宗

主
で
あ
る
。
カ
ギ
ュー
派
チ
ベ
ッ
ト

か
ら
ネ
パ
ー
ル
、
シ
ッ
キ
ム
に
広
が

る
。
ブ
ー
タ
ン
の
ド
ウ
イ
ッ
ク
派

も
カ
ギ
ュー
派
の
一
派
で
あ
る
。

ラ
マ
（活
佛
）
を
公
認
す
る
の
は

本
来
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
全
宗
派
の
統

括
者
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
あ
る
。
カ

ル
マ
パ
十
七
世
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と

中
国
が
と
も
に
認
め
た
が
、
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
に
次
ぐ
と
い
わ
れ
る

パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

が
認
め
た
も
の
と
中
国
が
認
め
た

も
の
が
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
紀
行
で

書
い
た
と
お
り
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ

の
寺
、
シ
ガ
ッ
チ
ェ
の
タ
シ
ル
ン
ポ

寺
は
二
三
歳
の
子
供
の
写
真
が
い

た
る
と
こ
ろ
に
飾
ら
れ
、
パ
ン

思
想
研
究
家
の
ひ
ろ
さ
ち
や
氏

と
松
長
先
生
の
鼎
談
が
あ
る
。

そ
れ
を
西
洋
の
啓
蒙
思
想
よ
り

は
じ
ま
る
理
性
（人
間
）
と
い
う

概
念
、
そ
れ
に
と
も
な
う
ア
ジ

ア
の
宗
教
研
究
の
方
法
論
。
そ

れ
を
学
ん
だ
明
治
以
降
の
日
本

の
学
者
た
ち
学
問
観
。
現
代
の

佛
教
学
。
自
然
科
学
者
と
空
海

（南
方
熊
楠
が
興
味
を
持
っ
た
）

等
の
広
い
世
界
か
ら
問
い
直
し
た

佛
教
・
密
教
観
を
読
む
こ
と
が

で
き
る
。

　
先
生
は
昭
和
三
十
八
年
私
が

四
年
生
の
と
き
東
北
大
学
か
ら

高
野
山
大
学
へ帰
っ
て
こ
ら
れ
初

め
て
論
文
審
査
を
し
て
い
た
だ
い

た
。
今
年
一
月
十
五
日
に
最
終

講
義
を
さ
れ
、
高
野
山
大
学
を

退
職
さ
れ
た
。

昨
年
よ
り
は
高

野
山
宝
寿
院
門
主
と
し
て
高
野

山
ナ
ン
バ
ー
２
の
地
位
に
昇
ら
れ

て
い
る
。
我
が
家
は
娘
と
息
子

が
学
部
と
大
学
院
で
二
回
合
計

四
回
論
文
審
査
を
し
て
頂
い
た
。

う
変
則
国
会
な
る
が
ゆ
え
で
は

あ
る
ま
い
か
。
徳
島
一
区
の
地
元

の
議
員
さ
ん
は
質
問
す
る
と
張
り

切
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
県
民
の

期
待
を
よ
そ
に
党
利
党
略
を
優

先
し
て
、
た
だ
今
お
昼
寝
中
。
少

な
く
と
も
野
党
が
い
れ
ば
も
と

も
と
軽
い
大
臣
で
も
発
言
は
違
っ

て
き
た
で
あ
ろ
う
。

　
文
化
財
を
預
か
る
一
人
と
し

て
、
こ
こ
で
一
つ
提
案
し
た
い
。

二
百
五
十
年
経
っ
た
大
建
造
物
は

り
っ
ぱ
な
文
化
遺
産
で
あ
る
。
こ

れ
が
神
社
仏
閣
な
ら
当
然
重
要

文
化
財
で
あ
る
。
文
化
と
は
そ
の

住
民
が
培
っ
て
き
た
生
活
そ
の
も

の
、
文
化
財
と
は
そ
の
遺
し
た
も

の
、
そ
の
う
ち
技
術
、
手
法
に
秀

で
た
も
の
を
指
定
し
た
の
が
指
定

文
化
財

（国
宝
、
重
文
、
県
指

定
）
で
あ
る
。
第
十
堰
は
吉
野
川

と
共
に
生
き
た
先
人
た
ち
が
そ
の

生
活
の
知
恵
と
し
て
作
り
上
げ
た

も
の
、
そ
れ
は
先
人
た
ち
の
英
知

と
技
術
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
二
百
五
十
年
前
か
ら
現

在
も
修
復
を
重
ね
な
が
ら
使
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
世

界
に
誇
る
に
な
に
を
な
ば
か
る
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界

文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
も
何

ら
お
か
し
く
な
い
。

い
ち
早
く
、

運
動
に
と
り
か
か
っ
て
は
い
か
が
だ

ろ
う
か
。
曰
く
「文
化
財
な
ら
石

垣
に
し
な
け
れ
ば
・
・
」
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
。
文
化
財
保
存
に
は

「も
と
の
姿
に
復
元
す
る
」
と
い

う
考
え
か
た
と

「改
造
も
生
活

文
化
の
な
せ
る
技
と
し
て
そ
の
ま

ま
に
保
存
す
る
」
と
い
う
方
法
が

あ
る
。
第
十
堰
は
生
活
の
知
恵
で

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
つ
か
っ
た
と
し
て

も
な
ん
ら
文
化
財
を
汚
す
も
の

で
は
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
暴
論

で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
、
こ
う
い

う
議
論
な
く
し
て
、
先
人
の
遺
し

た
文
化
遺
産
を
無
批
判
の
う
ち

に
葬
ろ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
問
わ

れ
る
べ
き
な
の
だ
。
安
全
の
た
め

に
は
方
法
も
あ
ろ
う
。
川
を
別

に
つ
け
か
え
て
も
い
い
で
は
な
い

か
。
今
の
吉
野
川
と
て
つ
け
か
え

涅
槃
会
　

余
録

た
も
の
で
は
な
い
か
。
文
化
を
語

る
と
き
銭
の
話
は
す
る
な
。
文

化
と
経
済
は
異
質
な
も
の
で
あ

る
。
ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
か
、

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
文
化
で
あ
る
。

  

少
々
ペ
ン
が
走
っ
て
し
ま
っ
た
。

最
重
要
な
こ
と
は
徳
島
市
で
行

わ
れ
た
住
民
投
票
と
い
う
の
は
日

本
の
制
度
全
体
を
問
い
直
す
た
い

へ
ん
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い

る
。
住
民
投
票
の
問
題
は
終
わ
っ

た
の
で
は
な
く
今
は
じ
ま
っ
た
の

だ
。
第
十
堰
の
問
題
を
越
え
て

日
本
国
民
に
徳
島
か
ら
発
信
し

た
数
少
な
い
必
ず
歴
史
に
残
る
こ

と
な
の
だ
。

チ
ェ
ン
・
ラ
マ
十
一
世
だ
と
い
う
。

こ
れ
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
こ
こ
で

の
小
坊
さ
ん
は
チ
ベ
ッ
ト
靴
を
履

き
コ
ピ
ー
を
し
た
紙
で
勉
強
し
て

い
る
。
我
々
か
ら
見
る
と
チ
ベ
ッ

ト
本
来
の
教
学
を
こ
の
よ
う
な
形

で
勉
強
し
な
い
。

長
さ
一
㍍
弱

幅
二
十
㎝
ほ
ど
の
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵

経
を
広
げ
て
ひ
た
す
ら
読
み
、

憶
え
る
。
或
い
は
立
っ
て
問
答
す

る
等
で
あ
る
。
よ
っ
て
中
国
よ
り

の
学
習
だ
と
推
測
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

カ
ル
マ
パ
十
七
世
も
か
か

る
教
育
を
受
け
さ
さ
れ
た
ふ
し

が
あ
る
。
そ
れ
で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
と
報
じ
ら

れ
て
い
る
。
本
来
、
活
佛
た
ち
は

即
位
す
る
ま
で
誰
が
そ
の
地
位
か

発
表
し
な
い
。

そ
れ
を
知
ら
れ

る
と
殺
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
か

ら
だ
。
だ
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十

四
世
だ
け
は
チ
ベ
ッ
ト
国
の
危
機

に
よ
っ
て
十
八
歳
で
即
位
し
表
に

で
た
。
そ
の
後
の
生
涯
は
自
伝
の

と
お
り
波
瀾
万
丈
で
あ
る
。
な

お
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
イ
ン
ド
の

ネ
ー
ル
首
相
に
ダ
ラ
ム
サ
ー
ラ
の

土
地
を
も
ら
っ
て
そ
こ
に
亡
命
チ

ベ
ッ
ト
政
府
を
置
い
て
一
国
の
行

政
を
行
う
。
こ
こ
か
ら
、
教
師

を
派
遣
し
チ
ベ
ッ
ト
人
の
教
育
等

を
行
い
、

居
留
区
を
統
括
す
る

等
、
全
世
界
の
チ
ベ
ッ
ト
人
を
指

導
し
て
い
る
。

二
月
十
五
日
は
涅
槃
会
、
お
釈

迦
様
が
入
滅
し
た
日
。
本
当
は

旧
暦
、
そ
れ
は
満
月
に
な
ら
な

い
か
ら
だ
。
涅
槃
会
の
よ
う
な
法

会
を
講
式
立
て
と
い
う
。
講
式

を
中
心
に
讃
嘆
伽
陀
、
和
讃
で

讃
嘆
す
る
音
楽
法
会
で
あ
る
。

涅
槃
講
式
を
含
む
四
座
講
式
は

鎌
倉
時
代
の
明
恵
上
人
が
作
詞

作
曲
し
た
。
上
人
は
佛
陀
の
足

跡
を
追
慕
し
よ
う
と
渡
印
を
志

し
た
。
し
か
し
、
春
日
明
神
が

「外
国
で
は
上
人
の
身
の
安
全
を

保
障
で
き
な
い
か
ら
佛
陀
の
足
跡

を
写
し
だ
し
て
や
ろ
う
」
と
し
た

も
の
を
作
詞
し
た
と
い
わ
れ
る
。

上
人
は
河
合
隼
雄
氏
の
研
究
の
よ

る
と
夢
を
見
る
名
人
で
あ
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
夢
な
の
か
現
実

な
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
状
態

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
な

か
で
作
詞
さ
れ
た
涅
槃
講
式
は

今
の
イ
ン
ド
の
四
大
佛
跡
、
涅
槃

の
地
、
ク
シ
ナ
城
の
風
景
と
よ
く

似
て
い
る
。
全
く
不
思
議
な
話

で
あ
る
。
作
曲
は
西
洋
風
な
作

曲
の
概
念
は
あ
た
ら
な
い
。
こ
の

こ
ろ
宗
教
界
で
流
行
し
た
の
が
講

式
と
い
う
旋
律
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。
浪
曲
の
天
光
軒
満
月

氏
が
ま
ん
だ
ら
霊
場
の
ご
詠
歌
の

歌
詞
に
河
内
音
頭
と
浪
曲
で
唄

い
分
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
。
講
式

は
語
る
声
明
と
い
う
。
そ
の
中
、

初
重
、
二
重
、
三
重
と
い
う
キ

イ
が
あ
る
。
普
通
の
声
を
二
重

と
し
、
そ
れ
か
ら
低
く
設
定
し

た
初
重
と
そ
れ
よ
り
オ
ク
タ
ー
ブ

あ
が
っ
た
三
重
あ
る
。
要
す
る
に

講
式
を
唱
え
る
た
め
に
は
二
オ
ク

タ
ー
ブ
の
声
が
必
要
だ
。
講
式
が

宗
教
界
で
ポ
ピ
ュラ
ー
に
な
っ
た
約

百
年
後
、
平
家
の
衰
亡
を
語
っ
た

平
曲
が
琵
琶
法
師
と
と
も
に
あ

ら
わ
れ
る
。

旋
律
は
全
く
同
じ

と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
和
讃
の
中

に
は
浄
瑠
璃
の
フ
リ
も
み
ら
れ
。

こ
れ
ら
が
謡
曲
、
浄
瑠
璃
、
浪

曲
、
演
歌
と
日
本
の
歌
謡
に
大

き
な
影
響
を
あ
た
え
い
っ
た
。

　
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
の
二
千
年
問
題
を

警
戒
し
て
い
た
ら
こ
ち
ら
の
ト
ラ

ブ
ル
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

結
果
、
一
部
の
方
に
封
書
が
二

通
等
の
ご
迷
惑
が
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
節
は
平
に
ご
容

赦
く
だ
さ
い
。

　
仁
王
門
の
修
理
は
た
だ
今
、
工

法
、
設
計
、
企
画
の
段
階
二
千

年
紀
の
事
業
と
し
て
完
成
さ
せ
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
月
か
ら
、
ブ
ー
タ
ン
紀
行
が

な
く
な
り
ま
し
た
。

し
ば
ら

く
、
本
誌
の
方
向
付
け
に
と
ま

ど
う
こ
と
と
思
い
ま
す
。


