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円
本
に
は
、
批
界
の
秀
峯
と
し
て
知
ら
れ
る
官
士
山
を

は
じ
め
、
阿
寒
、
大
専
山
、
卜
和
田
、

H
光
、
中
部
山
岳

の
よ
う
な
原
始
境
が
あ
り
、
国
士
全
体
が
地
形
変
化
に
宮

み
、
地
物
の
萎
が
す
ぐ
れ
て
い
て
、
天
然
の
観
光
国
の
観

が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
lIt界
的
規
段
を
誇
る
ア
リ

リ
カ
や
ス
イ
ス
な
ど
の
国
立
公
園
的
風
致
に
く
ら
べ
る

と
、
あ
ま
り
に
も
規
模
が
狭
小
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る

ま
い
c

猫
額
大
の
こ
の
島
国
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
り
な
槻

界
的
の
風
炊
を
持
た
な
い
こ
の
国
の
観
光
政
策
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
＂
円
本
の
観
光
政
策
は
こ
の
点
に
つ
い
て
一
っ

置
的
関
係
か
ら
し
て
、
長
く
外
国
と
の
交
渉
が
少
か
っ
た

の
で
、
枇
界
に
類
例
の
少
い
特
異
な
文
化
史
的
の
歩
み
を

た
ど
つ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
国
に
住

ん
だ
人
逹
の
昔
か
ら
常
ん
で
来
た
生
活
、
こ
れ
ら
の
人
逹

の
残
し
て
来
た
韮
築
も
、
美
術
工
芸
品
も
叉
芸
能
な
ど
多

方
面
に
わ
た
る
布
形
無
形
の
貴
重
た
文
化
財
が
、
す
べ
て

」
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
国
は
邸
史
も
古
く
、
そ
の
位

俗
tC
享
槃
的
遊
興
と
結
び
つ
け
て
考
え
勝
ち
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
国
民
が
観
光
の
四
の
蹂
義
を
解
し
な
い
点
に

洋
の
モ
ナ
コ
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
芳
え
る
c

わ
れ

わ
れ
は
H

本
の
観
光
資
源
と
L

て
の
文
化
財
に
つ
い
て
聟
~

関
心
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
c

叉
一
方
こ
れ
ら
文
化

財
を
国
民
の
精
神
政
脊
上
、
芸
恢
思
想
の
将
発
上
か
ら
利

用
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
施
設
や
設
備
が
不
充
分
で
あ

る
た
め
、
人
々
は
H
々
こ
れ
に
接
近
し
、

H
繋
す
ろ
機
会

に
恵
ま
れ
て
い
な
が
ら
、
一
生
そ
の
意
義
を
解
せ
ず
又
そ

の
恩
恵
に
も
浴
し
て
い
な
い
有
様
で
あ
る
c

こ
の
意
味
に

於
て

H
本
の
観
光
市
業
と
し
て
ほ

n然
風
景
や
濫
泉
窺
を

中
心
と
し
て
遊
興
的
長
爵
地
、
歓
槃
境
の
開
発
を
問
題
に

般
に
分
り
よ
く
展
示
さ
れ
た
り
、
或
る
古
龍
窮
物
の
中
で

は
、
そ
れ
が
創
湖
さ
れ
た
時
代
に
行
わ
れ
た
儀
式
や
行
事

や
音
兜
や
演
技
や
生
活
が
洪
ま
れ
、
文
正
云
技
術
其
の
紬

が
行
わ
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
そ
れ

は
有
形
熙
形
の
「
綜
合
古
文
化
財
博
鞠
館
＇
を
形
成
す
る
も

の
で
あ
り
、
滸
外
に
は
イ
タ
リ
ー
の
ポ
ン
ペ
ー
朋
納
北
欧

で
た
く
、
そ
の
一
部
を
復
原
し
て
、
当
時
の
生
活
文
化
が

の
難
関
に
沌
秤
す
る
の
で
あ
る
。

慮
し
て
保
臨
施
設
が
行
わ
れ
、
長
く
公
開
さ
れ
る
ば
か
り

掘
た
ど
の
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
一
般
の
利
用
性
を
考

一
部
学
布
の
み
の
研
究
対
象
で
あ
っ
た
地
●
皿
誠
物
の
発

原
因
が
あ
っ
た
と
思
う
c

日
本
の
観
光
政
策
は
吼
な
る
東

と
に
時
宜
を
得
た
措
設
で
あ
る
と
思
5
c
又
こ
れ
ま
で
は

政
策
の
上
か
ら
見
て
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
こ

所
が
こ
れ
ま
で
の
国
際
践
光
と
い
う
と
そ
れ
を
安
品
低

い
の
で
あ
る
。

」
と
の
な
か
っ
た
註
筑
や
逍
tliや
自
然
物
な
ど
が
、

一
般

戦
後
の
日
本
が
経
桁
的
に
自
立
す
る
方
策
の
一
っ
と
し

て
、
観
光
事
業
が
振
典
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
、
侃
論
の

一
致
す
る
所
で
あ
る
c

特
異
た
様
式
、
窓
匠
、
形
態
吝
保
つ
て
い
る
の
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の
ナ
ペ
て
は
ど
れ
―
つ
を
と
つ
て
見
て
も
懺
界
文

化
史
K
恥
異
た
存
在
で
な
い
も
の
は
た
く
、
悔
外
か
ら
の

観
光
客
述
は
、
そ
の
箱
庭
的
た
日
然
風
仕
に
飩
力
を
感
ず

る
よ
り
も
．
ま
ず
古
代
の
H
本
の
遺
f
罪
で
あ
る
有
形
撫
形

の
文
化
財
に
強
く
ひ
か
れ
て
、
来
h
遊
ぷ
も
の
が
少
く
な

有

光

文
化
財
保
護

，
 

次

郎

観
光
政
策
と
し
て
の

、.

文
化
財
の
「
伐
護
」
の
巾
の
る
環
境
作
へ
と
の
間
題
と
、

「
公
間
」

L
て
文
化
的
利
用
に
供
す
る
点
i.
、と
IJ
あ
げ
て

い
る
所
に
あ
る
と
思
1
c

111律
に
よ
っ
て
文
化
財
が
指
定
さ
れ
る
と
．
そ
れ
は
貴

雨

tcrn民
的
財
究
で
あ
る
か
ら
、
大
切
に
保
什
す
る
措
置

を
講
ず
る
と

l
時
に
、
公
開
を
行
っ
一
し
数

flや
絨
光
に
資

ナ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
あ
る
。
こ
れ
ま
で

門
外
不
出
の
秘
宝
や
、
門
扉
を
堅
く
閉
ざ
し
、
囲
渭
を
め

ぐ
ら
し
て
、
一
般
国
民
や
観
光
客
の

nに
絶
対
に
触
れ
る

の
日
に
触
れ
、
観
光
客
に
紹
介
さ
れ
る
機
会
が
輿
・
え
ら
れ

る
よ
う
に
た
っ
た
こ
と
は
、
民
屯
国
家
的
な
文
化
財
保
護

特
に
閃
述
の
探
い
じ
い
は
、
こ
れ
市
で
の
国
宝
保
什
沈
や
、

史
閑
名
肪
天
然
紀
念
物
保
存
怯
等
が
触
れ
ャ
い
な
か
っ
た

と
関
係
の
浅
く
た
い
市
ヤ
の
べ
た
が
、
文
化
財
保
綾
怯
中

キ
拭
充
黙
備
L
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
と
考
え
る
。

有
形
照
形
の
文
化
財
を
俣
涎
す
る
こ
と
は
、
設
光
序
業

ム

充
分
に
考
淑
L
て
、
今
後
の
観
光
政
策
を
樹
立
し
、
設
備
ー

十
る
以
外
に
、
文
化
財
の
保
護
と
、
こ
れ
ら
の
利
用
と
を



ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
ス
カ
ン
セ
ソ
博
物
館
等
に
そ
の
実
例
が

あ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
北
海
逍
モ
ョ
ロ
貝
塚
や
、
瀞

岡
市
登
呂
逍
蹟
な
ど
に
そ
の
試
み
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
c

国
家
は
、
文
化
財
保
臨
法
の
条
文
の
中
で
こ
の
よ
う
な

政
策
を
か
か
げ
た
の
で
あ
る
が
、
国
民
も
又
そ
れ
等
を
最

も
効
釆
的
に
利
用
し
な
く
て
は
た
ら
ぬ
c

数
育
の
点
は
暫

＜
措
き
、
今
こ
こ
で
は
種
々
の
文
化
財
が
、
観
光
的
に
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
す
か
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
戸
外
に

あ
る
文
化
財
に
つ
い
て
調
べ
て
見
よ
9

C

1

戸
外
文
化
財
の
中
に
は
、
雉
士
の
誇
り
と
し
て
、
そ
の

特
色
を
示
す
に
足
る
よ
う
た
も
の
が
多
い
c

そ
れ
を
国
民

に
示
す
こ
と
は
、
愛
国
心
や
、
芸
術
的
情
操
の
涵
養
に
役

立
つ
こ
と
に
な
る
し
、
又
観
光
客
の
中
に
は
、
歴
史
や
風

物
を
著
し
く
異
に
す
る
日
本
の
風
士
に
甚
大
た
興
味
を
も

っ
、
中
に
は
日
本
文
化
研
究
に
興
味
を
つ
な
ぎ
そ
の
目
的

を
以
て
来
朝
す
る
観
光
客
も
少
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
文
化
財
を
―
つ
の
博
拗
館
内
に
移
L
、
動
植

物
等
を
自
然
園
の
巾
に
兎
集
し
て
、
そ
れ
を
一
宜
に
供
す

る
事
は
賢
明
で
あ
る
が
、
中
に
は
現
地
に
そ
の
ま
ま
保
存

す
る
高
に
於
て
心
じ
め
て
意
義
が
あ
h‘

叉
移
動
困
難
な

も
の
で
、
そ
の
士
地
と
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
観
光
上
に

学
術
研
究
上
惜
値
の
高
い
、
人
文
科
学
的
自
然
科
学
的
資

料

A
又
頗
る
多
い
c

人
文
科
学
的
方
面
と
し
て
は
考
古
学

的
な
逍
蹟
遺
物
、
歴
史
的
建
造
物
、
及
び
石
沿
又
は
金
属

の
彫
刻
な
ど
で
あ
り
、
自
然
科
学
的
方
面
で
は
動
植
物
、

岩
石
鉱
硯
地
形
地
質
な
ど
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の
中
で
古
社
寺
関
係
の
も
の
で
は
、
宝
伽
粒
を

持
ち
、
そ
の
雅
造
物
や
庭
園
の
一
部
を
、

H
本
独
特
の
一

稲
の
綜
合
芙
術
館
と
し
て
、
一
般
に
観
梵
さ
せ
て
い
る
も

の
が
あ
る
＂
法
脈
寺
や
、
東
大
寺
や
醍
醐
寺
や
東
照
富
た

日
本
特
有
の
文
化
を
紹
介
す
る
上
に
頗
る
大
切
な
も
の
で

あ
る
c

中
に
、
故
人
記
念
の
博
物
館
と
し
て
公
開
六
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
c

そ
の
他
、
北
海
逍
に
あ
る
ア
イ
ヌ
部
落
や
、

山
村
に
あ
る
大
昔
の
ま
ま
の
民
家
、
代
官
庄
屋
武
家
屋

敷
、
宿
場
の
本
陣
、
町
の
店
屋
な
ど
を
含
め
た
民
俗
園
的

其
他
限
ら
れ
た
人
々
が
隙
か
に
利
用
し
て
い
ろ
に
す
が
な

い
。
言
い
か
え
て
見
れ
ば
ま
だ
本
当
の
国
民
的
文
化
財
と

な
つ
て
は
い
な
い
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
観

光
的
な
利
用
面
か
ら
見
れ
ば
、
何
等
適
当
な
設
備
ば
行
わ

れ
て
お
ら
ず
、
環
境
又
必
ず
L
も
健
全
た
も
の
で
あ
る
と

ほ
い
え
な
い
c

こ
の
よ
う
た
文
化
財
を
保
謹
す
る
だ
け
で

な
く
、
進
ん
で
こ
れ
ら
の
文
化
財
の
環
境
を
軟
備
し
、
氣

持
よ
く
観
光
的
利
用
の
用
来
る
よ
り
に
各
種
の
措
遣
が
行

わ
れ
れ
ば
な
ら
た
い
e

文
化
財
保
護
法
の
中
に
特
に
環
境

の
保
全
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
は
ま
こ
と
に

存
ば
し
い
と
思
9
c

短
H
月
の
問
に
同
民
の
芸
飯
文
化
歴
史
地
理
た
ど
の
実

物
故
打
の
実
を
あ
げ
、
ま
た
日
本
文
化
の
研
究
を
ぶ
し
て

来
棚
す
る
観
光
客
に
衣
ば
れ
る
の
は
、
套
栖
館
や
博
枷
館

網
拡
充
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今

n
こ
れ
ら
の
観
光
者
や
研

究
者
の
希
哨
な
沼
足
せ
L
め
る
程
の
も
の
が
極
め
て
少
い

の
は
残
念
で
あ
る
c

し
か
し
た
が
ら
、
我
が
国
に
は
博
物
．

館
S
代
用
を
つ
と
め
る
市
の
出
来
る
よ
う
な
秘
宝
と
轄
築

な
ど
文
化
財
を
あ
つ
め
た
古
祉
寺
城
郭
、
宮
殿
、
旧
宅

な
ど
が
あ
り
、
又
そ
れ
ら
が
名
園
に
臨
み
、
き
め
の
細
か

い
好
風
長
に
点
綴
さ
れ
、

rら
に
撫
形
文
化
財
と
の
関
係

こ
れ

に
於
て
も
又
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
が
多
い
c

と
な
る
と
、
ま
だ
ま
だ
艇
史
、
地
理
穀
育
の
面
か
ら
学
者

多
い
の
で
あ
る
が
、

L
か
し
た
が
ら
、
い
ざ
観
光
的
利
用

園
も
あ
る
c

以
上
の
様
に
数
に
於
て
、
稲
類
に
於
て
甚
だ

の
も
の
や
、
動
植
物
、
地
形
地
質
た
ど
を
主
と
し
た
自
然

8
が
こ
れ
に
属
す
る
。
又
古
城
や
著
名
人
の
旧
宅
な
ど
の

15 



を
さ
そ
い
、
彼
等
に
文
化
国
家
と

L
て
の
日
本
の
印
象
と

（
文
化
財
保
護
委
員
会
委
良
）

ち
を
翡
の
ま
ま
浣
全
に
保
護
し
、
観
光
的
公
開
に
便
利

な
施
設
を
ほ
ど
こ
す
等
、
文
化
財
保
毅
沫
に
基
い
た
洒
当

た
措
漑
な
講
ず
る
こ
と
は
、
必
ず
や
来
朝
観
光
客
の
興
味

し
て
、
こ
の
上
な
く
後
味
の
よ
さ
を
残
す
も
の
と
考
え
る
。

観
光
政
策
と
し
て
の
文
化
財
保
護
の
霞
要
性
は
こ
う
い
う

点
に
あ
る
と
屈
．
？
も
の
で
あ
る
c

16 
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昭
和
二
十
五
年
も
い
ま
や
寡
れ
ん
と
し

て
い
る
。
多
数
の
日
系
米
人
に
よ
る
母
閥
｀

狐
光
圃
の
末
問
を
ま
じ
え
て
、
今
年
度
の

末
訪
外
客
数
並
び
に
そ
の
消
費
額
ぱ
飛
趾

的
に
噌
加
し
た
。
他
方
、
思
わ
ぬ
貿
易
の

不
振
等
に
よ

n
祓
光
ホ
業
に
対
す
る
國
求

的
関
心
は
た
か
主
り
、
故
々
の
関
係
法
案

の
員
会
通
過
に
よ
っ
て
、
國
内
の
受
入
態

制
は
一
段
と
強
化
さ
れ
た
c

た
ま
ー
＼
朝

鮮
動
乱
の
ぼ
つ
発
の
た
め
、
や

A

一
頓
挫

を
き
た
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
機
こ
そ
受

入
煉
制
漿
備
の
好
機
会
と
す
る
府
き
が
多

い
。
こ
の
時
各
方
面
か
ら
今
年
一
年
を
檄

討
し
て
み
る
こ
と
は
、
甚
だ
意
義
の
あ
る

こ
と

4
思
ら
。
こ
の
意
味
か
ら
本
＂
ナ
J

に
於

て
は
各
政
党
の
糾
光
政
策
、
各
行
施
策
と

の
関
係
、
各
部
門
一
年
の
皿
顧
年
に
多
く

の
頁
を
さ
い
た
c。

明
年
四
月
よ
り
は
本
誌
も
月
刊
と
す
べ

く
、
鋭
意
努
力

111
で
あ
る
c

0
 

次
号
は
”
観
光
数
育
“
を
テ
ー
マ
の
し

て
研
究
し
て
み
た
い
。

“
り
3
心

72 
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