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書
評
「
懐
徳
堂
考
」（
中
野
三
敏
・
楠
元
六
男
編
『
江
戸
の
漢
文
脈
文
化
』
所
収
）

佐　

藤　

由　

隆

一　

序
言

　

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）、
の
ち
に
重
建
懐
徳
堂
の
理
事

兼
講
師
と
な
る
西
村
天
囚
は
、
大
阪
朝
日
新
聞
に
、「
懐
徳
堂
研

究
其
一
」
と
題
し
た
連
載
を
始
め
た
。
そ
の
連
載
内
容
が
、
同
年

の
う
ち
に
『
懐
徳
堂
考
』
と
改
題
さ
れ
て
上
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

翌
年
に
は
下
巻
が
刊
行
さ
れ
て
完
成
を
見
た
。『
懐
徳
堂
考
』。
三

宅
石
庵
・
五
井
蘭
洲
か
ら
並
河
寒
泉
に
至
る
懐
徳
堂
百
四
十
年
の

歴
史
を
通
覧
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
今
日
に
お
い
て

も
懐
徳
堂
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
基
本
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
、
き
わ
め
て
重
要
な
価
値
を
持
ち
続
け
て
い
る
。

　

そ
の
『
懐
徳
堂
考
』
と
名
を
同
じ
く
す
る
章
が
設
け
ら
れ
た
論

文
集
が
、
こ
の
た
び
出
版
さ
れ
た
。
中
野
三
敏
・
楠
元
六
男
編『
江

戸
の
漢
文
脈
文
化
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
二
年
）
で
あ
る
。

　

本
書
の
編
纂
意
図
は
、
巻
頭
の
中
野
三
敏
氏
に
よ
る
「
は
じ
め

に
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
「
俗
の
側
面
（
サ

ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
）」
に
ば
か
り
光
が
当
て
ら
れ
て
き
た
江
戸
の

文
化
を
、
漢
文
脈
文
化
に
よ
っ
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
文
中
の
言
葉
を
さ
ら
に
借
り
れ
ば
、
近
年
の
「
急
ぎ
す
ぎ
た

近
代
主
義
へ
の
見
直
し
」
を
背
景
に
、「
江
戸
を
最
も
非
近
代
的

な
時
代
と
し
て
、
敢
え
て
否
定
的
に
遇
す
る
」
姿
勢
か
ら
脱
却
す

る
べ
く
、
そ
れ
ま
で
「
余
り
に
不
問
に
附
し
続
け
」
ら
れ
て
き
た

漢
文
脈
文
化
こ
そ
が
「
江
戸
の
主
教
養
そ
の
も
の
」
で
あ
り
文
化

の
土
台
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
「
日
本
文

化
の
本
質
の
一
面
を
抉
り
だ
」
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
分
野
も
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
計
二
十
の
論
文
が

六
章
に
分
け
ら
れ
て
並
ぶ
。
以
下
の
目
次
を
見
る
だ
け
で
も
、
あ

ら
ゆ
る
側
面
か
ら
漢
文
脈
文
化
を
見
出
し
て
照
ら
し
出
そ
う
と
す

る
試
み
が
窺
わ
れ
る
。
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目
次

一　

思
想
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

近
世
日
本
の
『
論
語
』
―
そ
の
「
誤
読
」
の
読
み
方
―

 

（
大
谷
雅
夫
）

近
世
漢
文
考
證
随
筆
管
窺
―
夜
半
鐘
声
を
題
材
と
し
て
―

 

（
長
尾
直
茂
）

近
世
中
期
思
想
界
に
お
け
る
諸
子
百
家
的
現
象
の
流
行

 

（
中
野
三
敏
）

東
ア
ジ
ア
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
―
明
末
仏
教
か
ら
江
戸
仏

教
へ
― 

（
西
村
玲
）

漢
文
に
よ
る
歴
史
人
物
批
評
―
幕
末
期
昌
平
黌
関
係
者
の
作
品

を
中
心
に
― 

（
合
山
林
太
郎
）

二　

懐
徳
堂
考

幕
末
の
漢
文
力
―
ロ
シ
ア
軍
鑑
デ
ィ
ア
ナ
号
と
懐
徳
堂
―

 

（
湯
浅
邦
弘
）

松
平
定
信
と
懐
徳
堂 

（
寺
門
日
出
男
）

三　

漢
詩
へ
の
提
言

文
天
祥
「
正
気
歌
」
と
十
九
世
紀
文
学 

（
杉
下
元
明
）

『
北
里
歌
』
に
お
け
る
市
河
寛
斎
韜
晦
の
方
法
―
い
わ
ゆ
る

「
長
慶
以
後
の
手
段
」
に
つ
い
て
― 

（
池
澤
一
郎
）

頼
春
水
の
茶
山
詩
評
―
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩　

後
編
』
の
成
立

事
情
― 

（
小
財
陽
平
）

朱
子
学
者
の
夢
―
十
八
世
紀
朝
鮮
の
儒
者
と
日
本
の
儒
者
の
詩

を
め
ぐ
っ
て
― 

（
福
島
理
子
）

四　

諸
資
料
の
検
討

和
漢
聯
句
の
版
本
二
件 

（
深
沢
眞
二
）

松
花
堂
昭
乗
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
―
慶
長
十
七
年
写
本
、
お
よ

び
近
世
前
期
刊
本
を
中
心
に
― 

（
山
口
恭
子
）

『
十
番
詩
合
』
に
つ
い
て
―
狂
詩
史
へ
の
定
位
―　

付
・
本
文

と
校
異 

（
堀
川
貴
司
）

『
日
本
詩
選
』
の
編
纂
と
刊
行 

（
高
橋
昌
彦
）

五　

近
世
小
説
の
背
後
に
あ
る
も
の

浅
見
絅
斎
と
中
国
白
話
小
説 

（
徳
田
武
）

身
と
心
―
『
八
犬
伝
』
に
い
た
る
ま
で
― 

（
西
田
耕
三
）

六　

俳
諧
へ
の
視
座

『
奥
の
細
道
』
に
お
け
る
〈
千
歳
の
記
念
〉 

　
（
母
利
司
朗
）

松
島
は
笑
ふ
が
如
く
、
象
潟
は
う
ら
む
が
ご
と
し

 

（
楠
元
六
男
）

人
見
午
寂
と
享
保
俳
壇 

（
大
庭
卓
也
）
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本
来
な
ら
ば
、
全
て
の
章
を
対
象
と
し
て
批
評
す
べ
き
で
は
あ

る
が
、
今
回
注
目
す
る
の
は
そ
の
第
二
章
で
あ
る
。
一
目
瞭
然
だ

が
、
そ
の
章
題
こ
そ
が
す
な
わ
ち
「
懐
徳
堂
考
」
で
あ
り
、
二
名

の
研
究
者
に
よ
る
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
懐
徳
堂
を
知
る
者

で
あ
れ
ば
、「
懐
徳
堂
考
」
と
聞
い
て
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
西

村
天
囚
の
そ
れ
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
著
名
な
研
究
書
と
同
一
の

名
を
冠
し
た
そ
れ
は
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
図
で
も
の
さ
れ
、

ど
う
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は

当
該
第
二
章
の
論
文
二
本
に
焦
点
を
絞
る
。
こ
れ
以
外
の
各
章
に

つ
い
て
は
、
楠
元
氏
の
跋
文
に
簡
潔
な
紹
介
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
ご
参
考
戴
き
た
い
。

二　

幕
末
の
漢
文
力

　
　

―
ロ
シ
ア
軍
鑑
デ
ィ
ア
ナ
号
と
懐
徳
堂
―

�

（
湯
浅
邦
弘
）

　

本
稿
は
、
幕
末
期
の
大
坂
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
軍
艦
デ
ィ
ア
ナ

号
が
来
航
し
た
際
に
そ
の
外
交
交
渉
の
場
に
立
ち
会
っ
た
、
大
坂

学
問
所
「
懐
徳
堂
」
の
教
授
、
並
河
寒
泉
が
そ
の
事
柄
を
記
録
し

た
『
拝
恩
志
喜
』
を
中
心
に
据
え
て
述
べ
ら
れ
る
。
江
戸
期
の
外

交
交
渉
の
場
に
お
い
て
漢
文
が
い
か
な
る
力
を
発
揮
し
た
か
と
い

う
こ
と
の
一
例
と
し
て
紹
介
す
る
と
同
時
に
、
当
時
の
「
攘
夷
」

と
い
う
思
想
に
対
し
て
も
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
は

冒
頭
と
末
尾
に
「
は
じ
め
に
」
と
「
お
わ
り
に
」
が
付
さ
れ
て
お

り
、
内
容
は
大
き
く
四
つ
の
章
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
「
一　

ロ
シ
ア
軍
鑑
の
来
航
」
で
あ
る
。
デ
ィ
ア
ナ
号
の

大
阪
湾
碇
泊
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
こ
の
章
は
、
異
国
と
の
交
渉

に
第
一
外
国
語
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
語
が
使
わ
れ
る
一
方
、
同
時
に

漢
文
も
筆
談
や
外
交
文
書
の
作
成
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
ま

ず
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
を
引
用
し
、

こ
の
時
は
懐
徳
堂
の
教
授
の
並
河
寒
泉
と
預
か
り
人
の
中
井
桐
園

が
、「
応
接
の
史
官
」
を
拝
命
し
て
ロ
シ
ア
と
の
交
渉
に
一
役
買
っ

た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
『
懐
徳
堂
考
』
に
お
い

て
は
、
な
ぜ
か
『
拝
恩
志
喜
』
の
名
が
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
具
体
的
な
交
渉
の
様
子
、
特
に
漢
文
に
よ
る
筆

談
が
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
「
詳

つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
つ
づ
い
て
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
中
井

木
菟
麻
呂
『
懐
徳
堂
水
哉
館
先
哲
遺
事
』
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
は

寒
泉
が
桐
園
と
と
も
に
「
漢
文
」
に
よ
っ
て
「
応
接
」
し
、
さ
ら

に
そ
の
顛
末
を
『
拝
恩
志
喜
』
と
い
う
漢
文
の
記
録
に
残
し
た
こ

と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
記
述
の
相
違
が
見

ら
れ
る
の
か
。
そ
の
疑
問
を
導
入
部
で
あ
る
こ
の
章
に
据
え
た
上

で
、
以
降
は
『
拝
恩
志
喜
』
の
内
容
の
検
討
に
入
っ
て
い
く
。

　

続
く
「
二　

漢
文
に
よ
る
筆
談
」
が
、『
拝
恩
志
喜
』
の
概
観
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で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
九
月
十
八
日
か
ら
十
月
二
日
ま
で
、

デ
ィ
ア
ナ
号
来
航
か
ら
交
渉
の
顛
末
に
関
す
る
こ
と
を
要
約
し
て

紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
寒
泉
が
確
か
に
ロ
シ
ア
側
と
接
触
し
、

文
書
を
介
し
た
間
接
的
な
交
渉
と
船
上
で
の
筆
談
に
よ
る
直
接
交

渉
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
『
懐
徳
堂
水
哉
館

先
哲
遺
事
』は『
拝
恩
志
喜
』を
実
見
し
て
記
し
た
の
に
対
し
、『
懐

徳
堂
考
』
は
実
見
す
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
た
め
未
詳
と
述
べ
た

の
だ
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
先
の
問
題
に
は
一
応
の

解
答
を
出
す
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
天
囚
が
そ
の
内
容
ゆ

え
あ
え
て
無
視
し
た
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
隠
蔽
し
た
可
能
性
も

捨
て
き
れ
な
い
と
も
述
べ
る
こ
と
で
、
次
の
章
に
て『
拝
恩
志
喜
』

か
ら
窺
わ
れ
る
寒
泉
の
思
想
を
検
討
す
る
た
め
の
布
石
を
置
い
て

い
る
点
で
抜
か
り
な
い
。
な
お
、
こ
の
書
の
原
本
が
大
阪
大
学
懐

徳
堂
文
庫
内
に
て
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
東
京
大
学
資
料
編
纂
所

蔵
の
抄
本
を
参
考
に
し
た
こ
と
も
合
わ
せ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
三　
「
皇
国
」
と
「
夷
狄
」」。
い
よ
い
よ
『
拝
恩
志
喜
』

に
お
い
て
窺
わ
れ
る
寒
泉
の
思
想
の
検
討
で
あ
る
。
こ
こ
で
遂
に

明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
、
寒
泉
の
強
烈
な
攘
夷
の
立
場
を
示
す
、

激
烈
な
文
言
の
数
々
で
あ
る
。
激
し
い
語
句
を
用
い
な
が
ら
、
ロ

シ
ア
側
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
文
書
の
稚
拙
さ
を
指
弾
し
、
外
交
交

渉
の
場
に
お
け
る
態
度
を
非
難
す
る
。
退
去
の
の
ち
デ
ィ
ア
ナ
号

が
沈
没
し
た
報
を
聞
く
や
「
痛
快
」
と
語
り
、
坂
上
田
村
麻
呂
の

蝦
夷
征
伐
や
元
寇
を
挙
げ
、「
皇
国
」
は
「
外
夷
と
接
せ
ず
し
て

自
足
」
で
き
る
地
理
的
環
境
に
あ
る
こ
と
か
ら
対
夷
狄
の
方
針
も

こ
れ
に
基
づ
く
と
説
き
、
今
回
の
沈
没
も
「
膺
懲
」
で
あ
っ
た
と

述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
寒
泉
が
か
な
り
の
敵
意
・
蔑
視

を
も
っ
て
交
渉
に
臨
ん
で
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ

た
。
で
は
や
は
り
、
天
囚
は
そ
の
思
想
の
強
烈
さ
ゆ
え
に
「
詳
な

ら
ず
」と
述
べ
た
の
か
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
こ
で
も
う
一
度『
懐

徳
堂
考
』
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
天
囚
が
寒
泉
の
攘
夷
の
姿
勢
を

批
判
的
に
捉
え
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
み
せ
る
。
そ

う
し
て
や
は
り
「
詳
な
ら
ず
」
と
し
た
の
は
実
見
で
き
な
か
っ
た

か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
る
に
至
る
。

　

最
後
は
「
四　

並
河
寒
泉
の
「
攘
夷
」」。
考
察
の
締
め
く
く
り

と
し
て
、
前
半
は
寒
泉
自
身
に
と
っ
て
の
デ
ィ
ア
ナ
号
来
航
の
顛

末
と
自
ら
の
行
動
の
意
味
に
つ
い
て
の
検
証
が
行
わ
れ
る
。
そ
の

結
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
、
寒
泉
自
身
は
当
該
事
件
を
、
自

ら
の
学
力
に
よ
り
、
ま
た
、
官
命
を
も
っ
て
「
夷
艦
」
を
駆
逐
し

た
と
い
う
よ
う
に
捉
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と

な
る
二
つ
の
業
績
が
、
漢
文
に
よ
る
外
交
交
渉
で
あ
り
、
こ
の
章

で
紹
介
さ
れ
る
、退
去
し
た
デ
ィ
ア
ナ
号
の
追
跡
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
筆
者
は
こ
こ
で
寒
泉
の
も
の
し
た
「
告
懐
徳
堂
諸
先
修
廟

文
」
を
引
き
、
寒
泉
が
今
回
の
「
攘
夷
」
の
実
践
を
、
懐
徳
堂
の

全
盛
期
を
築
い
た
外
祖
父
・
中
井
竹
山
の
『
逸
史
』
献
上
に
よ
る
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褒
賞
の
栄
誉
に
匹
敵
す
る
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
を
分
析
し
て
い
る
。
つ
づ
く
後
半
は
寒
泉
の
思
想
形
成
の
背
景

を
検
証
す
る
。
ま
ず
懐
徳
堂
と
水
戸
学
と
の
関
係
を
述
べ
、
懐
徳

堂
の
歴
史
学
の
立
場
と
し
て
「
正
閏
論
」
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
元

来
懐
徳
堂
の
基
本
的
立
場
と
し
て
あ
っ
た
「
尊
王
（
尊
皇
）」
が

幕
末
に
至
っ
て
「
攘
夷
」
の
思
想
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
見
解
を

述
べ
つ
つ
、
ロ
シ
ア
観
に
つ
い
て
も
中
井
竹
山
『
草
茅
危
言
』
や

『
懐
徳
堂
夜
話
』
を
挙
げ
、
そ
の
影
響
を
示
唆
し
な
が
ら
章
を
終

え
て
い
る
。

　

以
上
が
、
本
文
の
概
略
と
な
る
。
附
記
に
も
あ
る
通
り
、
か
つ

て
発
表
し
た
も
の
を
本
書
に
収
録
す
る
た
め
に
加
筆
修
訂
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
通
読
し
て
み
る
と
、
本
来
の
趣
旨
は
懐
徳

堂
最
後
の
教
授
で
あ
る
並
河
寒
泉
の
「
攘
夷
」
の
思
想
、
お
よ
び

そ
の
背
景
の
考
察
で
あ
ろ
う
こ
と
が
や
は
り
推
測
さ
れ
る
。
そ
う

し
て
見
た
場
合
、
論
を
展
開
す
る
た
め
の
伏
線
も
周
到
で
あ
り
、

寒
泉
を
通
し
た
懐
徳
堂
の
対
外
思
想
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
非

常
に
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
今
回
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ
を
江
戸
期
の
漢
文
脈
文
化

と
い
う
観
点
か
ら
見
直
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
生
ま
れ

て
く
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
本
書
『
江
戸
の
漢
文
脈
文
化
』
の
編
集
意
図
で
あ
り
、

収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
第
一
に
求
め
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
う
捉
え
て
い

る
の
か
。

　

そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
本
稿
の
「
お
わ
り
に
」
の
一
部
分
を
以

下
に
抜
き
出
し
て
み
た
い
。

適
塾
の
学
生
も
動
員
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、お
そ
ら
く
は
、

ロ
シ
ア
側
に
オ
ラ
ン
ダ
語
に
通
じ
た
も
の
が
い
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
以
後
の
交
渉
は
、
漢
文
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

こ
こ
に
漢
文
の
偉
大
な
力
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。言
語
は
、

通
常
、発
音
を
伴
わ
な
け
れ
ば
意
思
の
疎
通
が
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
漢
文
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
表
意
文
字
で
あ
る

漢
字
で
あ
る
。
筆
談
に
よ
る
意
思
疎
通
が
可
能
と
な
る
所
以

で
あ
る
。
寒
泉
の
思
想
は
、
基
本
的
に
は
攘
夷
に
あ
り
、
必

ず
し
も
こ
の
漢
文
力
は
、
友
好
的
外
交
交
渉
に
役
立
っ
た
と

い
う
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
懐
徳
堂
の
教
授
が
そ
の
漢
文

力
に
よ
り
、
巨
大
軍
鑑
を
大
坂
湾
か
ら
退
去
さ
せ
た
と
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

 

（
一
三
六
、
一
三
七
頁
）

　

こ
の
箇
所
を
見
る
と
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
本
書
を
漢
文

脈
文
化
の
点
か
ら
眺
め
た
場
合
、
漢
字
と
い
う
ア
イ
テ
ム
が
表
意

文
字
で
あ
っ
た
た
め
に
異
国
と
の
外
交
交
渉
に
お
い
て
も
互
い
の
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意
を
通
じ
合
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
意
味
が
見
出
せ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
管
見
を
述
べ
る
と
、
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
お

そ
ら
く
本
文
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
『
拝
恩
志
喜
』
の
一
節
で

あ
ろ
う
。
九
月
二
十
日
、
ロ
シ
ア
側
の
も
た
ら
し
た「
夷
奴
文
書
」

を
一
読
し
て
、
寒
泉
は
「
文
滅
裂
、
字
潦
草
、
顚
倒
有
り
、
誤
字

有
り
、
歯
牙
に
上
す
に
足
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
二
九
頁
）。

そ
し
て
筆
者
も
こ
の
件
に
つ
い
て
、「
支
離
滅
裂
な
漢
文
で
大
意

を
つ
か
む
の
が
精
一
杯
で
あ
る
と
一
喝
し
た
」
と
説
明
し
て
い
る

（
一
二
六
頁
）。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
文
は
滅
茶
苦
茶
で
あ
る
が

大
意
は
判
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
て
大

意
を
掴
む
こ
と
の
で
き
た
理
由
こ
そ
が
、
表
意
文
字
の
威
力
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
点
が
、
漢
文
脈
文
化
の
観
点
か
ら
眺
め
た
場
合

に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
点
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し

て
考
え
る
と
、
漢
文
の
重
要
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
機
能

性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
白
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
稿
で
は
そ
れ
に
加
え
、
寒
泉
の
「
攘
夷
の
実
践
」
と

い
う
思
い
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
践
に
活
躍
し
た

漢
文
の
国
際
的
汎
用
性
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
、
非
常
に
興
味
深
い
。
実
践
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
漢

文
が
国
際
的
に
通
用
す
る
意
思
疎
通
の
手
段
で
あ
る
こ
と
が
前
提

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
際
的
な
意

思
伝
達
手
段
を
用
い
て
、
寒
泉
は
見
事
に
夷
艦
を
駆
逐
し
て
み
せ

る
の
だ
。「
駆
逐
」
し
た
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
直
接
的

な
記
述
は
残
念
な
が
ら
提
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
想
像
に
難
く
な

く
、
説
得
力
を
持
っ
た
論
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
、
今
回
採
り
上
げ
ら
れ
た
『
拝
恩
志
喜
』
自
体
が
寒
泉
の

視
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
自
ら
の
漢
文
力
が
「
巨

大
軍
鑑
を
大
坂
湾
か
ら
退
去
さ
せ
た
」
と
寒
泉
自
身
は
感
じ
て
い

た
、
そ
の
業
績
に
つ
い
て
、
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
た
か
、
と
い
う
点
が
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
軍
鑑
の
襲
来
と
そ
の
退
去
を
、
民
衆

は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
。
そ
れ
に
関
し
て
さ
ら
な
る
具

体
的
な
史
料
の
発
見
が
な
さ
れ
た
暁
に
は
、
こ
の
た
び
の
主
題
と

な
る
漢
文
脈
文
化
を
、
さ
ら
に
民
衆
の
範
囲
に
ま
で
広
げ
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三　

松
平
定
信
と
懐
徳
堂
（
寺
門
日
出
男
）

　

本
稿
は
、
懐
徳
堂
の
全
盛
期
を
築
い
た
第
三
代
学
主
・
中
井
竹

山
お
よ
び
そ
の
弟
・
中
井
履
軒
と
、
時
の
老
中
・
松
平
定
信
と
の

関
係
に
お
け
る
従
来
の
見
解
に
疑
問
を
投
ず
る
趣
旨
の
も
と
で
論

じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
中
井
竹
山
と
言
え
ば
、
松
平
定
信
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よ
り
諮
問
を
受
け
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
具
体
的
な
政
策
案
を
ま
と

め
た
『
草
茅
危
言
』
を
幕
府
に
献
上
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て

お
り
、履
軒
も
ま
た
、定
信
か
ら
招
聘
を
受
け
た
際
に
そ
れ
を
断
っ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二

人
が
松
平
定
信
の
政
治
思
想
、
ひ
い
て
は
寛
政
の
改
革
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
と
受
け
取
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
こ

れ
に
対
し
、「
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
諸
資

料
を
吟
味
」
し
、
新
た
な
見
方
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
本
文
は
「
序
」
と
「
結
」
の
他
、
大
き
く
「
一　

定

信
と
竹
山
」「
二　

定
信
と
履
軒
」
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
二
章
は

そ
れ
ぞ
れ
三
節
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
「
一　

定
信
と
竹
山
」。
竹
山
と
定
信
の
政
策
が
い
か

に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、『
草
茅
危
言
』
を

主
に
用
い
て
、
三
つ
の
観
点
か
ら
検
証
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
蝦
夷
政
策
。
こ
こ
で
は
、
寛
政
蝦
夷
の
乱
以
後
も
、
依

然
と
し
て
松
前
藩
に
一
任
し
つ
づ
け
た
幕
府
に
対
し
、
竹
山
は
、

公
正
な
交
易
が
実
現
す
る
よ
う
に
取
り
締
ま
り
、
ま
た
流
人
を
蝦

夷
地
に
入
植
さ
せ
る
と
い
う
具
体
的
な
方
策
を
提
示
し
て
、
ア
イ

ヌ
人
と
友
好
関
係
を
築
き
な
が
ら
日
本
の
文
化
・
風
習
に
な
じ
ま

せ
て
い
く
と
い
う
積
極
的
な
政
策
案
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
一
方
で
、
竹
山
は
蝦
夷
地
を
歴
史
的
に
ア

イ
ヌ
人
の
も
の
と
見
て
、
武
力
で
攻
め
取
り
版
図
と
す
る
こ
と
に

は
反
対
し
て
お
り
、
農
耕
を
教
え
国
字
を
習
わ
せ
た
り
す
る
こ
と

で
日
本
の
風
に
染
ま
る
よ
う
に
仕
向
け
る
よ
う
に
と
述
べ
る
に
留

め
て
い
る
。
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
竹
山
が
蝦
夷
の
開
拓
に

反
対
し
た
と
誤
解
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
ゆ
え
の
こ
と

だ
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
政
策
を
、
徳
に
よ
っ
て
四

夷
を
帰
順
さ
せ
る
と
い
う
、
儒
家
の
政
治
思
想
に
よ
る
も
の
だ
と

指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
経
済
政
策
。
特
に
寛
政
の
改
革
で
実
施
さ
れ
た
棄
捐
令

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
後
に
商
人
達
の
貸
し
渋
り
を
招
き
、
旗
本
・

御
家
人
の
さ
ら
な
る
困
窮
を
招
い
た
こ
と
を
紹
介
し
な
が
ら
、
竹

山
は
そ
れ
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
武
家
に
と
っ
て
有
利
で
一
方
的
な
棄
捐
令
に
対
し
、
竹
山
は

武
家
と
商
人
と
の
後
々
ま
で
の
つ
き
合
い
を
も
視
野
に
入
れ
た
政

策
を
提
示
し
て
い
た
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
も
明
言
さ
れ
て
は
い
な

い
が
、
そ
れ
は
竹
山
が
大
坂
人
で
あ
り
町
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
関

係
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

第
三
に
文
教
政
策
。
京
都
に
お
け
る
官
許
学
問
所
の
設
立
許
可

願
い
、
ま
た
は
懐
徳
堂
の
増
築
願
い
、
さ
ら
に
は
焼
失
に
よ
る
再

建
願
い
と
、
三
度
に
わ
た
る
竹
山
の
願
い
出
に
対
し
て
幕
府
、
す

な
わ
ち
定
信
が
い
か
に
冷
遇
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
述
べ
ら

れ
る
。
一
方
で
具
体
的
な
文
教
政
策
と
し
て
、
定
信
が
寛
政
異
学
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の
禁
で
、
昌
平
坂
学
問
所
に
て
朱
子
学
以
外
を
講
ず
る
こ
と
を
禁

止
し
た
の
に
関
連
し
て
、
竹
山
の
考
え
を
検
証
す
る
。
す
な
わ
ち

竹
山
は
、
朱
子
学
を
批
判
す
る
伊
藤
仁
斎
学
派
や
、
陽
明
学
派
で

さ
え
も
一
概
に
排
除
す
る
考
え
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、『
竹
山
国
字
牘
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と

な
り
、
竹
山
が
『
非
徴
』
を
著
し
て
徂
徠
学
を
激
し
く
攻
撃
し
た

の
は
単
な
る
学
派
間
の
勢
力
争
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
見
解
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
二　

定
信
と
履
軒
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
履
軒
の
蝦
夷

政
策
の
み
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
履
軒

作
と
さ
れ
る
、
蝦
夷
政
策
に
関
す
る
言
及
が
見
受
け
ら
れ
る
文
献

と
し
て
本
稿
で
挙
げ
ら
れ
た
三
種
の
う
ち
、
二
種
が
そ
の
資
料
と

し
て
の
適
否
を
ま
ず
検
証
す
べ
き
段
階
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
た

め
で
あ
る
。
そ
う
し
て
つ
ぶ
さ
に
検
証
さ
れ
た
の
が『
辺
策
』、『
年

成
録
』
の
二
種
で
あ
り
、
三
番
目
に
大
変
信
用
性
の
高
い
も
の
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
『
髦
言
』
と
比
べ
て
も
、
か
な
り
の
紙
幅
を
費

や
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

　

第
一
に
『
辺
策
』
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
筆
者
は
四
つ
の
疑
問
点

を
挙
げ
る
こ
と
で
偽
作
説
を
唱
え
、履
軒
の
作
で
は
な
い
と
断
じ
、

さ
ら
に
履
軒
の
名
が
か
た
ら
れ
た
理
由
も
三
点
挙
げ
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
論
の
説
得
力
を
高
め
て
い
る
。
管
見
を
述
べ
る
と
、
そ

の
過
程
に
お
い
て
、
履
軒
が
抜
群
の
学
識
を
持
っ
て
世
間
に
高
く

評
価
さ
れ
る
一
方
、
実
態
が
全
く
分
か
ら
な
い
人
物
と
し
て
世
に

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
同
時
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味

深
い
。

　

第
二
に
『
年
成
録
』
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
文
献
を

用
い
て
松
平
定
信
の
蝦
夷
政
策
と
ま
さ
に
一
致
す
る
と
指
摘
す
る

論
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
上
で
、
三
つ
の
観
点
か
ら
そ
れ
に
反

駁
す
る
。
一
つ
め
は
『
年
成
録
』
の
成
立
時
期
が
寛
政
の
改
革
期

よ
り
も
か
な
り
時
代
を
く
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
二

つ
め
は
執
筆
当
時
の
時
代
背
景
、
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
船
来
航
に
伴

い
越
冬
警
備
に
駆
り
出
さ
れ
た
東
北
諸
藩
が
多
数
の
犠
牲
者
を
出

し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
消
極

的
な
政
策
と
は
断
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
そ
し
て
三
つ
め

は
、
や
は
り
本
当
に
履
軒
自
身
の
著
作
な
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
の
偽
作
で
あ
る
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
そ
の
書
名
と
履
軒
の
人
と
な
り
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
、

『
年
成
録
』
鈔
本
と
よ
く
併
せ
ら
れ
る
『
月
可
録
』
な
る
書
に
注

目
し
、『
天
楽
楼
書
籍
遺
蔵
目
録
』
で
確
認
さ
れ
る
『
月
下
録
』

が
実
は
現
存
の
『
月
可
録
』
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
す

る
。
そ
う
す
る
と
、『
月
下
録
』
と
い
う
書
名
で
あ
れ
ば
「
未
だ

覿み

ざ
る
」、
他
者
の
手
に
よ
る
稀
覯
書
に
履
軒
が
題
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
『
月
下
録
』

が
『
月
可
録
』
と
書
き
誤
ら
れ
、
や
が
て
呼
応
し
て
『
年
成
録
』
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が
作
ら
れ
、
ひ
い
て
は
履
軒
の
政
治
に
対
す
る
姿
勢
が
誤
解
さ
れ

た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
書
も
ま
た
履
軒
の
蝦
夷
政
策
を
知

る
た
め
の
資
料
と
し
て
信
頼
性
に
欠
け
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

第
三
に
、『
髦
言
』
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
履
軒
の
蝦

夷
政
策
に
対
す
る
見
解
に
辿
り
着
く
。
筆
者
の
ま
と
め
を
そ
の
ま

ま
引
用
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、「
日
本
人
が
暴
利
を
貪
る
こ
と
を

憎
み
、
ア
イ
ヌ
が
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
哀
れ
み
、
そ
の
利
権
に

固
執
し
て
ロ
シ
ア
と
争
う
よ
り
は
、
蝦
夷
を
ア
イ
ヌ
人
の
手
に
返

す
べ
き
だ
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
こ
の
意
識
を

「
竹
山
と
同
様
」
と
述
べ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
履
軒
に
つ
い
て

の
考
察
は
、
履
軒
の
思
想
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、

履
軒
の
思
想
を
検
討
す
る
た
め
に
相
応
し
い
文
献
か
ど
う
か
を
精

査
す
る
方
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
本
論
を
述
べ
た
上
で
、
最
後
の
「
結
」
に
て
改
め
て

筆
者
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
定
信
の
経
済
政
策
と
、
竹

山
と
履
軒
の
そ
れ
と
の
相
違
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り

定
信
と
の
比
較
対
象
と
し
て
は
、
今
回
は
主
に
竹
山
の
政
策
が
目

立
っ
て
お
り
、
結
論
も
竹
山
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま

と
め
る
と
、
定
信
が
「
自
己
中
心
主
義
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、

竹
山
は
経
世
済
民
を
本
分
と
す
る
「
儒
者
と
し
て
の
立
場
を
貫
い

て
い
る
」
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
履
軒
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
付
随

す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
違
い
の
た
め
に
招
聘
に
応
じ
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
終
わ
り
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、
西
村
天
囚
の

『
懐
徳
堂
考
』
の
著
述
の
意
図
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
れ
に
つ
い
て

「
懐
徳
堂
を
顕
彰
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
」
だ
と
述
べ
、
執

筆
当
時
の
明
治
末
頃
は
定
信
が
英
雄
的
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
た
め
、
定
信
と
竹
山
お
よ
び
履
軒
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
の

た
め
の
「
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
そ

の
た
め
に
正
し
く
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
面
が
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
ず
、
そ
う
し
た
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
去
り
、
改
め
て
日
本

思
想
史
の
中
に
適
切
な
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
説
く
。

　

以
上
の
内
容
を
概
観
し
て
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
判
る
。
す
な

わ
ち
竹
山
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
、『
草
茅
危
言
』
と
い
う
格

好
の
考
察
対
象
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
文
献
資
料
と
し
て
、
定

信
の
行
っ
た
寛
政
の
改
革
の
内
容
と
の
比
較
検
討
を
行
う
に
足
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
に
対
し
、
履
軒
の
政
治
思
想
、

特
に
蝦
夷
政
策
を
知
る
た
め
に
は
、
ま
ず
手
に
取
る
文
献
資
料
の

妥
当
性
か
ら
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。『
草
茅
危
言
』
を
改
め
て
精
読
す
る
こ
と
に
よ
り
竹
山
の
政

策
と
寛
政
の
改
革
で
実
施
さ
れ
た
政
策
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た

こ
と
も
鮮
烈
で
あ
る
一
方
、
履
軒
の
蝦
夷
政
策
に
対
す
る
従
来
の
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誤
解
を
明
ら
か
に
し
、
あ
る
い
は
履
軒
作
と
さ
れ
る
資
料
の
再
検

討
を
促
し
た
こ
と
も
、
大
変
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
結
果
と

し
て
、
履
軒
の
蝦
夷
政
策
を
知
る
た
め
の
資
料
が
ご
く
限
ら
れ
た

も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、『
草
茅
危
言
』
と
い
う
豊
か
な
資
料
を

持
つ
竹
山
の
思
想
と
同
様
と
断
定
す
る
に
は
、
や
や
不
安
が
残
ら

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し

て
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
べ
き
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

中
井
竹
山
・
履
軒
兄
弟
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
懐
徳
堂
と
い

う
も
の
を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
二
人
の
思
想
に
対
す
る
従

来
の
見
解
の
再
考
を
促
す
こ
と
は
非
常
な
意
義
が
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

四　

結
語

　

以
上
、「
二　

懐
徳
堂
考
」
所
収
の
二
本
の
論
文
を
取
り
上
げ

た
が
、
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
を
参

考
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
部
分
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
刊
行
よ
り
百
年
以
上
、
そ
の
研
究
書
が
今
な
お
権

威
を
失
う
こ
と
な
く
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
名
ば

か
り
の
も
の
で
は
な
く
、
研
究
書
と
し
て
大
変
優
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
懐
徳
堂
研
究
を
志

す
者
は
、
そ
の
功
績
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
新
た
な
資
料
、
新

た
な
視
点
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
見
解
を
生
み
出
し

て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
先
人
の
な
し
た
大
き
な
壁
を
果
敢
に

乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
け

る
第
二
章
、「
懐
徳
堂
考
」と
い
う
題
は
、筆
者
達
の
そ
う
し
た
並
々

な
ら
ぬ
意
気
込
み
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
内
容
も
ま
た
、
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
こ
れ
を
契
機

と
し
て
、
第
二
、
第
三
の
『
懐
徳
堂
考
』
が
誕
生
す
る
こ
と
を
切

に
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
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