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世
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前
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河
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に
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角
倉
了
以
碑

　

そ
し
て
最
後
は
、
儒
学
者
・
林
羅
山
の

記
し
た
角
倉
了
以
碑
で
す
。角
倉
了
以
は

近
世
初
期
の
京
都
の
豪
商
で
あ
り
、
大
堰

川
や
富
士
川
、
天
竜
川
な
ど
の
開
鑿
を
行

い
ま
し
た
。そ
の
折
、
岩
の
処
理
に
つ
い
て

は
轆
轤
で
引
い
た
り
、
水
中
に
あ
る
岩
は

「
浮
樓
」
と
い
う
水
上
の
櫓
に
頭
の
長
さ
が

約
90
㎝
、周
囲
も
90
㎝
、柄
の
長
さ
は
６
ｍ

も
あ
る
先
の
尖
っ
た
鉄
杭
を
吊
る
し
て
、

そ
れ
を
落
と
し
て
砕
き
、
水
面
か
ら
出
て

い
る
岩
に
つ
い
て
は「
烈
火
で
焼
碎
す
」と

あ
り
ま
す
。

　

林
羅
山
は
角
倉
了
以
と
ほ
ぼ
同
時
代
の

人
で
あ
り
、
了
以
の
子
で
あ
る
角
倉
素
庵

と
親
交
が
あ
り
ま
し
た
。こ
の
碑
文
も
素

案
が
羅
山
に
依
頼
し
た
も
の
で
、
櫓
の
呼

び
名
や
、
岩
を
破
砕
す
る
鉄
杭
の
サ
イ
ズ

な
ど
の
具
体
的
な
記
述
は
、
素
庵
か
ら
教

え
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。こ
う

考
え
る
と
、
加
熱
式
岩
石
破
砕
法
も
実
際

に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、

こ
の
碑
文
も
詳
細
を
全
く
語
っ
て
い
ま
せ

は
じ
め
に

　

近
世
の
河
川
開
鑿
工
事
に
お
い
て
は
、

堅
く
大
き
な
岩
に
阻
ま
れ
た
際
に
、
岩
の

上
で
火
を
焚
い
て
、
そ
の
熱
で
脆
く
し
て

割
っ
た
と
い
い
ま
す
。小
説
は
も
ち
ろ
ん
、

土
木
史
関
係
の
書
籍
な
ど
に
も
、
ダ
イ
ナ

マ
イ
ト
が
な
か
っ
た
時
代
は
こ
う
し
て
岩

を
割
っ
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
以
前
の

河
川
工
法
の
技
術
書
や
工
事
記
録
に
は
、

そ
の
詳
細
が
書
か
れ
た
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。

『
治
河
要
録
』

　

江
戸
時
代
の
河
川
工
事
技
術
書
の
集
大

成
で
あ
る
『
治
河
要
録
』
で
も
、「
難
波
や

近
江
な
ど
で
は
水
を
扱
う
に
長
じ
た
人
が

お
り
、
岩
石
を
焼
き
崩
し
て
舟
を
航
行
さ

せ
、
川
の
深
浅
に
従
っ
て
水
を
流
す
事
あ

り
」
と
記
す
の
み
で
、
著
者
は
実
際
に
現

場
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
え

ま
す
。

『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』の
記
述

　

土
木
学
会
が
発
行
し
た
『
明
治
以
前
日

本
土
木
史
』は
、「
岩
礁
の
破
砕
法
」と
称
し

て
三
つ
の
史
料
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、『
続
日
本
紀
』
に
あ
る
宝
亀
元

年（
７
７
０
）の
西
大
寺
心
礎
石
の
破
砕
で

す
。こ
れ
は
河
川
開
鑿
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、「
石
の
大
き
さ
は
一
丈
四
方
余
り
、
厚

さ
九
尺
で
、東
大
寺
の
東
、飯
盛
山
に
あ
っ

た
石
で
あ
る
。初
め
数
千
人
で
引
き
動
か

し
た
が
、一
日
に
数
歩
分
し
か
進
ま
ず
、時

に
は
唸
り
声
が
し
た
。そ
こ
で
人
夫
を
増

や
し
て
、
九
日
か
か
っ
て
や
っ
と
進
ん
だ
。

そ
れ
か
ら
削
り
刻
ん
で
、
据
え
付
け
の
基

礎
を
築
く
こ
と
が
完
了
し
た
。そ
の
時
、
男

女
の
巫
の
中
に
、
と
も
す
れ
ば
石
の
祟
り

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
者
が
あ
っ

た
。そ
こ
で
柴
を
積
ん
で
石
を
焼
き
、
三
十

石
余
り
の
酒
を
注
い
で
、
細
か
く
砕
い
て

道
路
に
捨
て
た
」と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
石
を
焼
い
て
酒
を
注
い
だ

の
は
、
岩
を
割
る
た
め
の
技
術
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、
水
で
は
な

く
、わ
ざ
わ
ざ
酒
を
注
い
で
い
る
の
は
、唸

り
声
の
す
る
よ
う
な
石
の
祟
り
を
恐
れ

て
、
焼
き
清
め
る
た
め
だ
っ
た
と
も
読
み

取
れ
る
た
め
判
然
と
し
ま
せ
ん
。

『
野
中
兼
山
先
生
伝
』

　

次
は
教
育
者
で
あ
り
政
治
家
で
も
あ
っ

た
細
川
潤
次
郎
の
著
し
た
『
野
中
兼
山
先

生
伝
』
で
す
。野
中
兼
山
は
近
世
初
期
の
土

佐
藩
に
お
い
て
、
多
く
の
土
木
事
業
を

行
っ
た
為
政
者
で
す
が
、
イ
モ
ジ
（
芋
茎
）

を
石
の
上
で
焼
い
て
砕
い
た
と
い
い
ま

す
。し
か
し
、
そ
も
そ
も
細
川
は
野
中
兼
山

の
時
代
か
ら
は
る
か
後
の
明
治
の
人
で
あ

り
、
こ
の
記
述
が
何
を
根
拠
に
し
た
も
の

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

土
佐
に
は
人
が
困
っ
た
よ
う
な
顔
を
し

た
と
き
に
「
イ
モ
ジ
十
連
も
か
か
っ
た
顔
」

と
い
う
諺
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
兼
山
が
岩

を
焼
く
た
め
各
戸
に
イ
モ
ジ
を
賦
課
し
て
、

農
民
が
困
っ
た
か
ら
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、土
地
の
謂
わ
れ
を
そ
の
ま
ま

取
り
上
げ
た
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

ん
。お
そ
ら
く
土
木
の
素
人
で
あ
る
林
羅

山
は
工
法
の
詳
細
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
端

的
に「
烈
火
」を
も
っ
て
と
の
み
記
し
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

烈
火
を
も
っ
て

　

と
こ
ろ
で
、
石
を
割
る
に
必
要
な
温
度

と
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

石
に
よ
り
耐
火
性
は
大
き
く
異
な
り
、
比

較
的
軟
ら
か
い
安
山
岩
や
砂
岩
や
凝
灰
岩

は
熱
に
強
く
１
０
０
０
℃
以
上
の
高
温
で

も
強
度
は
衰
え
ま
せ
ん
。し
か
し
、
硬
い
石

で
あ
る
花
崗
岩
は
熱
に
は
弱
く
、
５
７

５
℃
以
上
に
な
る
と
自
然
崩
壊
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
例
え
ば
花
崗
岩
の
よ
う
に
硬
く

て
も
、耐
火
性
に
乏
し
い
石
な
ら
ば
、加
熱

式
で
も
通
用
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、花
崗
岩
の
場
合
、表
面
を
２
０

０
０
℃
に
熱
し
て
も
自
然
崩
壊
に
達
す
る

範
囲
は
表
面
か
ら
０
・
５
５
㎝
に
過
ぎ
ず
、

加
熱
の
み
で
岩
を
割
る
に
は
、
角
倉
了
以

碑
に
あ
る「
烈
火
」を
も
っ
て
し
て
も
、
な

に
か
工
夫
が
な
け
れ
ば
覚
束
な
い
よ
う
に

思
え
ま
す
。

球
磨
川
の
開
鑿

　

こ
こ
で
各
地
の
伝
説
に
、
ヒ
ン
ト
が
な

い
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。ま
ず
は
熊
本
県

の
球
磨
川
で
す
。相
良
藩
の
御
用
商
人
林

正
盛
は
寛
文
５
年（
１
６
６
５
）に
球
磨
川

の
河
口
か
ら
人
吉
城
下
ま
で
開
鑿
し
て
船

を
通
し
ま
し
た
。そ
の
際
に
「
亀
石
」
と
い

う
大
岩
を
割
る
方
法
を
、
夢
に
現
れ
た
キ

ツ
ネ
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
と
い
う
伝
説

が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

「
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
」
に
も
取
り
上
げ

ら
れ
、
亀
石
の
上
で
枯
木
を
た
く
さ
ん
燃

や
し
、
脆
く
な
っ
た
石
を
少
し
ず
つ
砕
く

と
い
う
工
法
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。

阿
多
新
田
水
路
の
開
鑿

　

鹿
児
島
県
の
阿
多
新
田
水
路
工
事
で

は
、「
馬
の
爪
石
」
に
阻
ま
れ
て
工
事
を
一

時
中
止
す
る
ま
で
に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た

が
、
武
家
奉
公
し
て
い
た
名
主
の
娘
が
、
主

人
と
来
客
の
対
話
か
ら
火
を
焚
い
て
岩
を

割
る
方
法
を
、
偶
然
に
聞
き
出
し
ま
し
た
。

そ
う
し
て
、
多
量
の
薪
を
刈
り
出
し
て
昼

夜
を
問
わ
ず
石
上
で
火
を
焚
き
、
石
が
軟

ら
か
く
な
る
の
を
待
っ
て
、
石
一
升
を
削

る
ご
と
に
銭
一
升
と
交
換
し
て
工
夫
た
ち

を
督
励
し
、
月
日
を
重
ね
て
割
り
終
え
た

と
言
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
二
つ
の
伝
説
で
は
、
岩
の
上

で
ド
ン
ド
ン
火
を
焚
い
て
、
脆
く
な
っ
た

石
を
少
し
ず
つ
削
っ
て
い
く
と
い
う
工

法
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
は
時

間
が
か
か
り
過
ぎ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

も
っ
と
効
率
の
よ
い
方
法
は
な
い
も
の
で

し
ょ
う
か
。

川
内
川
の
開
鑿

　

そ
こ
で
、
や
は
り
鹿
児
島
県
の
川
内
川

の
開
鑿
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。こ
れ
は
海

音
寺
潮
五
郎
の
小
説
『
二
本
の
銀
杏
』
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
話
で
、
堀
之
内
良
眼
房
と

い
う
人
物
が
、
天
保
10
年
（
１
８
３
９
）
か

ら
２
年
５
カ
月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
実

話
で
す
。そ
の
工
事
記
録
は
残
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
良
眼
房
の
甥
や
事
業
に
従
事
し

た
者
か
ら
の
聞
き
書
き
を
元
に
し
た
『
堀

之
内
良
眼
坊
伝
』
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
岩

を
割
る
に
は
土
嚢
を
も
っ
て
流
水
を
せ
き

止
め
岩
の
上
で
火
を
ど
ん
ど
ん
焚
き
焼
石

に
冷
水
を
か
け
て
急
冷
す
る
こ
と
で
罅
を

作
り
そ
れ
に
沿
っ
て
次
々
矢
を
打
ち
こ
み

大
玄
能
で
こ
れ
を
打
ち
込
み
之
を
割
る
方

法
が
用
い
ら
れ
た
」と
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
聞
き
書
き
で
は

あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
水
を
せ
き
止
め
て
、

石
を
水
か
ら
出
し
た
状
態
に
し
、
十
分
加

熱
し
た
後
に
急
冷
し
て
ヒ
ビ
を
入
れ
、
そ

こ
に
矢
を
打
ち
込
む
な
ど
、
理
に
か
な
っ

た
方
法
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

お
わ
り
に

　

加
熱
し
た
岩
を
急
冷
し
て
砕
く
方
法
は
、

19
世
紀
ま
で
鉱
山
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と

い
い
ま
す
が
、密
閉
し
た
坑
道
で
は
い
ざ
し

ら
ず
、川
中
に
露
出
し
た
岩
が
割
れ
る
ほ
ど

加
熱
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

近
世
の
河
川
工
事
に
お
け
る
加
熱
式
岩

石
破
砕
法
は
、岩
に
矢
を
打
ち
込
む
た
め
の

ヒ
ビ
を
入
れ
る
工
法
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。た
だ
し
熱
し
て
ヒ
ビ
を
入
れ
る
に

し
て
も
、
ヒ
ビ
割
れ
や
す
い
箇
所
を
選
ぶ
、

独
特
の
経
験
と
技
術
が
必
要
だ
っ
た
か
も

知
れ
ず
、今
と
な
っ
て
は
そ
の
全
貌
を
知
る

方
法
は
な
い
よ
う
で
す
。（

文
：
江
口
知
秀
）

角倉了以が開鑿した富士川の流れ。写真は甲府盆地から富士川が流出する「禹の瀬」と呼ばれる付近
（山梨県富士川町）
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