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は
じ
め
に

　

懐
徳
堂
が
学
術
研
究
の
対
象
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
た
の
は
、
西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
に
始
ま
る
と
言
え
よ
う
。
明
治
四
十
三

年
（
一
九
一
〇
）
の
朝
日
新
聞
連
載
論
考
を
ま
と
め
た
こ
の
書
は
、
上
巻
三
十
五
部
、
下
巻
七
十
五
部
が
同
志
に
配
布
さ
れ
た
の
み
で

あ
っ
た
が
、
大
正
時
代
に
懐
徳
堂
記
念
会
に
よ
っ
て
重
印
さ
れ
、
ま
た
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）、
懐
徳
堂
友
の
会
に
よ
っ
て

初
印
本
の
復
刻
が
な
さ
れ
た
。
内
容
は
、
三
宅
石
庵
・
五
井
蘭
洲
か
ら
並
河
寒
泉
に
至
る
懐
徳
堂
百
四
十
余
年
の
歴
史
を
通
覧
し
た
も

の
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
、
懐
徳
堂
研
究
の
最
も
基
本
的
な
文
献
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
。

　

そ
の
後
、
懐
徳
堂
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
る
の
は
、
昭
和
五
十
年
代
以
降
で
あ
る
。
加
地
伸
行
ほ
か
『
中
井
竹
山
・
中
井

履
軒
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
〇
）、
陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
）
な
ど
は
そ
の
代
表
的

な
成
果
。
い
ず
れ
も
、
懐
徳
堂
の
儒
学
・
朱
子
学
と
し
て
の
性
格
に
注
目
し
て
研
究
を
深
め
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
平
成
に
入
っ

て
か
ら
は
、
懐
徳
堂
文
庫
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化
が
推
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
懐
徳
堂
の
諸
情
報
を
包
括
し
た
『
懐
徳
堂
事

［
研
究
史
展
望
］懐

徳
堂
研
究
の
新
展
開

大
阪
大
学
中
国
哲
学
研
究
室

キ
ー
ワ
ー
ド
：
懐
徳
堂
、
儒
礼
、
漢
学
、
洋
学
、
絵
画
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典
』（
湯
浅
邦
弘
編
著
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
）
が
登
場
し
た
。

　

そ
し
て
近
年
、
懐
徳
堂
研
究
に
は
、
注
目
す
べ
き
新
た
な
動
き
が
見
ら
れ
る
。
大
阪
大
学
出
版
会
が
「
阪
大
リ
ー
ブ
ル
懐
徳
堂
シ

リ
ー
ズ
」
全
五
冊
を
企
画
し
、
そ
の
四
冊
目
と
し
て
中
央
大
学
教
授
岸
田
知
子
氏
の
『
漢
学
と
洋
学
』、
五
冊
目
と
し
て
大
阪
大
学
教

授
奥
平
俊
六
氏
編
著
の
『
懐
徳
堂
ゆ
か
り
の
絵
画
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
台
湾
・
淡
江
大
学
の
田
世
民
氏
が
博
士
論
文

を
中
心
に
ま
と
め
た
大
著
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』
に
も
、
懐
徳
堂
に
つ
い
て
多
く
の
言
及
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、

こ
れ
ま
で
の
懐
徳
堂
研
究
に
は
な
か
っ
た
視
点
か
ら
懐
徳
堂
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
室
で
は
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
動
向
に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
二
十
四
年
度
中
国
哲
学
演
習
（
漢
籍
資
料
学
演
習
）

の
一
環
と
し
て
書
評
の
作
成
を
企
図
し
た
。
毎
回
、
担
当
者
を
決
め
て
、
受
講
生
全
員
で
検
討
を
加
え
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
の
一
部

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
評
に
つ
い
て
は
、
末
尾
に
文
責
を
記
す
が
、
全
体
の
責
任
は
湯
浅
が
負
う
。

（
湯
浅
邦
弘
）

一
、『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』（
田
世
民
著
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）

　

現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
儒
教
を
宗
教
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か

し
、
宗
教
と
し
て
の
儒
教
は
、
意
外
に
私
た
ち
の
近
く
に
あ
る
。
例
え
ば
、
位
牌
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
位
牌
は
、

仏
教
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
イ
ン
ド
伝
来
の
も
の
で
は
な
く
、
中
国
の
儒
教
の
「
神
主
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
必
ず
し
も
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
服
喪
の
規
定
も
儒
教
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
日
本
仏
教

は
、
多
分
に
中
国
化
さ
れ
て
お
り
、
儒
教
の
習
俗
・
儀
礼
を
取
り
込
む
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
界
に
お
い
て
さ
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え
、
儒
教
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
日
本
人
の
祖
先
は
、
儒
教
の
大
き
な
影
響
下
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
、
特
に
儒
教
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
は
近
世
で
あ
る
。
近
世
日
本
に
お
い
て
は
、
新
儒
教
と
も
呼
ば
れ
る
朱
子
学

が
、
徳
川
幕
府
の
幕
藩
体
制
を
支
え
る
国
家
教
学
と
も
言
う
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
儒
教
は
単
に
学
問
と
し
て
受
容
さ
れ
た

だ
け
で
は
な
く
、
儒
教
の
宗
教
的
実
践
と
も
い
う
べ
き
儒
教
儀
礼
、
す
な
わ
ち
儒
礼
の
受
容
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
題
名
の
通
り
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
諸
相
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
近
世
日
本
の
儒
教
研
究
と
し
て

は
、
学
問
と
し
て
の
儒
学
研
究
が
中
心
で
、
儒
礼
実
践
に
つ
い
て
は
十
分
研
究
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
本
書
に
お
い
て
著
者
は
、
儒
礼

受
容
の
実
際
と
い
う
独
自
の
切
り
口
に
よ
っ
て
、
従
来
に
は
見
ら
れ
な
い
近
世
思
想
史
の
研
究
成
果
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
序
論　

近
世
日
本
の
儒
礼
実
践
‐
東
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
」
に
お
い
て
、「
新
し
い
近
世
思
想
史
研
究
へ
の
視
座
」
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「
本
書
は
、
近
世
日
本
の
儒
家
知
識
人
が
朱
子
『
家
礼
』
を
い
か
に
受
け
止
め
、
そ
れ
を
社
会
生
活
に
お
い
て
い
か
に

実
践
し
、
自
ら
の
思
想
を
い
か
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
、
こ
の
点
を
思
想
史
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
」（
十
一
頁
）。

　

ち
な
み
に
朱
子
『
家
礼
』
と
は
、
一
般
士
人
の
家
庭
内
に
お
け
る
礼
作
法
を
記
し
た
も
の
で
、
冠
婚
葬
祭
と
い
う
最
も
重
要
で
基
礎

的
な
礼
を
説
く
文
献
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
広
く
東
ア
ジ
ア
世
界
に
伝
播
し
て
、
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

　

従
来
、
近
世
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
受
容
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
概
ね
低
調
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
は
幕
府

の
政
策
に
よ
り
寺
請
制
度
が
確
立
し
仏
式
葬
儀
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
の
で
、
儒
教
儀
礼
は
ほ
と
ん
ど
定
着
し
な
か
っ
た
と
従
来
考
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
近
世
日
本
儒
学
を
考
え
る
場
合
、
儒
家
知
識
人
が

積
極
的
に
儒
教
儀
礼
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
」（
十
九
頁
）、「
日
本
儒
学
に
宗
教
性
が
乏
し
か
っ
た
と

い
う
従
来
の
指
摘
に
も
、
一
定
の
修
正
が
迫
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
二
十
頁
）。
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次
に
著
者
は
、
本
書
の
行
論
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
以
下
の
六
つ
の
留
意
点
を
述
べ
る
。
第
一
に
、
近
世
日
本
の
知
識
人
の
『
家
礼
』

に
対
す
る
様
々
な
受
け
止
め
方
を
解
明
す
る
。
第
二
に
、
知
識
人
た
ち
の
社
会
生
活
の
具
体
的
な
実
態
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
、
テ
キ

ス
ト
分
析
に
偏
っ
た
研
究
を
、
暗
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
儒
礼
の
受
容
と
実
践
を
め
ぐ
る
一
次
史
料
を
発
掘
分
析
す
る

と
同
時
に
、
知
識
人
た
ち
相
互
の
比
較
を
行
う
。
第
四
に
、
近
世
日
本
の
儒
家
知
識
人
の
思
想
実
践
を
「
日
本
的
儒
学
」
の
視
点
で
は

捉
え
ず
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儒
学
の
一
つ
の
動
態
的
な
展
開
例
と
見
る
。
第
五
に
、『
家
礼
』
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
比

較
思
想
史
・
社
会
史
へ
と
発
展
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
第
六
に
、
葬
祭
儀
礼
を
め
ぐ
る
人
々
の
死
生
観
や
生
命
観
に
注
目
す
る
。

　

以
上
六
つ
の
留
意
点
に
沿
い
な
が
ら
、
本
書
の
各
章
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
熊
沢
蕃
山
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
儒
礼
葬
祭
論
が
論
究
さ
れ
、
著
作
と
さ
れ
る
『
葬
祭
辨
論
』
に
つ
い
て
考
究
さ

れ
て
い
る
。
蕃
山
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
で
あ
り
、
岡
山
藩
で
藩
政
に
関
わ
っ
た
執
政
官
で
も
あ
る
。「
日
本
陽
明
学
の
祖
」

中
江
藤
樹
の
弟
子
で
も
あ
り
、
そ
の
思
想
は
学
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
が
、
本
書
の
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
基
礎
と
な
る
テ
キ

ス
ト
の
校
訂
や
著
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
」
状
態
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
第
一
章
で
蕃

山
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
今
後
の
研
究
に
と
っ
て
指
標
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
山
崎
闇
斎
学
派
（
崎
門
派
と
称
さ
れ
る
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
第
三
章
で
は
、
崎
門
派
の
傑
物
浅
見
絅
斎
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
崎
門
派
な
ら
び
に
浅
見
絅
斎
の
日
本
儒
学
史
、
近
世
日
本
思
想
史
に
お
け
る
足
跡
は
大
き
く
、
二
つ
の
章
に
わ
た
り

論
考
さ
れ
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
水
戸
藩
の
儒
礼
実
践
に
つ
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
水
戸
藩
は
、
第
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
以
来
、
学
問
を
貴
ぶ
独
自

の
藩
風
を
持
っ
て
お
り
、
後
世
に
与
え
た
影
響
も
大
き
い
。
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第
五
章
、
第
六
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
懐
徳
堂
の
儒
礼
で
あ
る
。
懐
徳
堂
は
、
近
世
大
坂
を
代
表
す
る
学
問
所
で
あ

り
、
わ
が
大
阪
大
学
文
学
部
の
前
身
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
懐
徳
堂
に
つ
い
て
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
詳
細
に
論
述
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
今
後
の
懐
徳
堂
研
究
に
つ
い
て
も
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
に
そ
の
論
述
の
一
端
を
紹
介
す
る
と
、
懐
徳
堂
の
特
色
は
、「
朱
子
学
を
基
本
と
し
な
が
ら
特
定
の
学
を
絶
対
化
せ
ず
、
諸
学

の
利
点
を
摂
取
し
終
始
柔
軟
な
姿
勢
を
保
ち
続
け
て
い
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
儒
礼
に
関
し
て
見
れ
ば
、
一
般
に
儒
礼
葬
祭
は
仏
式

葬
祭
に
対
し
て
「
排
仏
」
の
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
懐
徳
堂
の
家
礼
実
践
は
単
に
排
仏
で
は
な
く
、

世
俗
と
の
調
和
を
何
よ
り
も
心
が
け
て
い
た
」（
一
九
三
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
中
井
甃
庵
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
菩
提
寺
と
の
間
に
円
滑
な
関
係
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

よ
り
よ
い
葬
儀
を
行
う
た
め
に
は
、
む
し
ろ
世
間
の
喪
祭
習
慣
と
う
ま
く
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
実
施
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
現
実
的
な
問
題
の
処
理
の
方
法
を
、
懐
徳
堂
の
知
識
人
た
ち
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
懐
徳
堂
に
つ
い
て
本
書
で
は
、
更
に
二
つ
の
補
論
「
江
戸
日
本
に
お
け
る
儒
礼
実
践
の
中
の
『
論
語
』」「
中
井
竹
山
・
履
軒

の
礼
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
で
も
論
及
さ
れ
て
お
り
、
著
者
の
懐
徳
堂
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
、
評
価
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。

　

最
後
に
結
論
の
章
に
お
い
て
、
儒
礼
実
践
に
生
き
る
知
識
人
の
諸
相
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
神
道
の

「
神
葬
祭
」
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
「
神
葬
祭
」
は
、
既
に
体
系
だ
っ
た
葬
祭
儀
礼
を
有
す
る
が
、
著
者
の
指
摘

す
る
通
り
、「
古
来
固
有
の
も
の
は
な
く
、
近
世
に
お
い
て
『
家
礼
』
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
独
自
の
儀
礼
を
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
」

（
二
四
六
頁
）
で
あ
り
、「
本
来
ま
と
ま
っ
た
儀
礼
体
系
に
乏
し
か
っ
た
神
葬
祭
で
あ
る
が
、
そ
の
派
生
過
程
に
お
い
て
『
家
礼
』
か
ら

大
い
に
養
分
を
摂
取
し
、
そ
の
中
身
を
豊
か
に
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
」（
二
四
八
頁
）。
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現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
葬
儀
の
八
割
は
伝
統
的
な
仏
式
葬
儀
で
あ
る
と
伝
聞
し
て
い
る
。
仏
式
葬
儀
に
お
い
て
、
そ
の
司
式
者
で

あ
る
日
本
仏
教
の
僧
侶
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
漢
訳
仏
典
の
音
読
に
よ
る
呪
術
性
で
あ
る
が
、
併
せ
て
服
喪
の
規
定
や
位
牌
の
取
り
扱

い
な
ど
の
知
識
の
習
得
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
仏
教
に
は
服
喪
の
規
定
や
位
牌
の
存
在
は
な
く
、
現
代
の
日
本
仏
教
の

僧
侶
に
と
っ
て
は
、
そ
の
取
り
扱
い
に
苦
慮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
近
年
、
伝
統
的
仏
式
葬
儀
に
捉
わ
れ
な
い
新
し
い
個
性
の
あ
る
葬
儀
が
模
索
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
を
含
む
東
ア
ジ

ア
の
葬
祭
儀
礼
の
根
底
に
は
、
実
は
儒
教
の
『
家
礼
』
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
。『
家
礼
』
に
つ
い
て
は
、
近
世
日
本

に
お
い
て
受
容
さ
れ
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
そ
の
事
実
に
衆
目
が
集
ま
ら
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
本
書
に
よ
り
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
諸
相
を
知
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
本
書
は
優
れ
た
研
究
論
文
集
で
あ
る
が
、
同
時
に
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
受
容
に
つ
い
て
の
啓
蒙
書
で
あ
る
と
も
言
え

る
。

（
野
口
眞
戒
）

二
、『
漢
学
と
洋
学
』（
岸
田
知
子
著
、
大
阪
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）

　

本
書
は
、
漢
学
教
育
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
に
、
洋
学
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
漢
学
か
ら
ど
の
よ
う
な

影
響
を
受
け
た
の
か
、
に
つ
い
て
考
究
し
た
書
で
あ
る
。
ま
ず
「
は
じ
め
に
」
で
基
礎
情
報
を
解
説
し
、
そ
の
後
に
、「
洋
学
受
容
と

漢
学
」、「
洋
学
者
た
ち
と
漢
学
」、「
洋
学
が
つ
な
ぐ
大
坂
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」、「
伝
統
と
新
知
識
の
は
ざ
ま
で
」
の
四
つ
の
章
を
設
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け
る
。
ま
た
本
書
の
所
々
に
は
、
読
者
へ
の
配
慮
と
し
て
コ
ラ
ム
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
は
、
ま
ず
本
文
を
読
む
前
の
導
入
と
し
て
、「
漢
学
と
は
な
に
か
」「
洋
学
と
は
な
に
か
」
な
ど
、
基
礎
的
な
知
識
に

つ
い
て
平
易
に
解
説
す
る
。
そ
し
て
、
漢
学
者
を
「
物
知
り
」
と
し
た
上
で
、「
世
の
「
物
知
り
」
た
ち
の
漢
学
知
識
が
洋
学
受
容
の

妨
げ
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
方
で
、
高
レ
ベ
ル
の
知
性
が
培
わ
れ
て
い
た
た
め
、
西
洋
の
知
識
も
比
較
的
容
易
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
と
い
う
面
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
西
洋
の
学
問
世
界
と
漢
学
世
界
と
の
せ
め
ぎ
合
い
も
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
」（
十
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
本
書
に
お
け
る
重
要
な
問
題
設
定
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
日
本
に
移
入
さ
れ
た
洋
学
が
、
元
々
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
漢
学
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
受
け
た
の
か
に
つ
い

て
記
述
す
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
蘭
学
者
第
一
号
と
さ
れ
る
青
木
昆
陽
の
蘭
学
研
究
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
昆
陽
の
蘭
学
研
究
が

「
実
学
研
究
の
延
長
上
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
こ
に
は
漢
学
の
伝
統
に
い
ど
む
よ
う
な
も
の
は
み
ら
れ
な
い
」（
二
十
九
頁
）
こ
と
や
「
漢

学
者
の
博
物
学
的
好
奇
心
の
枠
を
出
な
い
」（
三
十
三
頁
）
こ
と
を
述
べ
る
。
次
に
第
二
節
で
は
、
朱
子
学
の
「
格
物
窮
理
（
万
物
を

深
く
追
求
し
て
客
観
的
に
理
を
求
め
る
）」
が
洋
学
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
は
、
蘭
学

者
で
あ
る
杉
田
玄
白
が
、
漢
学
者
で
あ
る
荻
生
徂
徠
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

第
二
章
は
、
洋
学
者
が
漢
学
に
対
し
て
持
つ
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
一
節
で
は
、
洋
学
者
（
蘭
学
者
）
が
文
章
を
書
く
際

に
、
本
編
は
カ
ナ
交
じ
り
文
だ
が
、
序
文
は
漢
文
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
漢
文
に
は
、

オ
ラ
ン
ダ
語
翻
訳
に
役
立
っ
た
と
い
う
功
績
と
、
そ
れ
を
利
点
と
し
て
漢
文
を
学
び
続
け
た
こ
と
か
ら
、
洋
学
者
が
い
つ
ま
で
も
漢
文

世
界
か
ら
脱
却
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
罪
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、「
ふ
つ
う
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
述
ス
タ
イ
ル
は
、

こ
の
の
ち
も
漢
文
訓
読
法
に
近
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
ぶ
前
に
漢
文
を
学
べ
と
い
う
風
潮
は
残
っ
て
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い
く
」（
五
五
頁
）
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
第
二
節
で
は
、
反
蘭
学
者
の
提
言
・
批
判
を
受
け
た
蘭
学
者
が
ど
の
よ
う
に
反
論
を
行
っ

た
か
に
つ
い
て
、
杉
田
玄
白
の
『
狂
医
之
言
』
お
よ
び
大
槻
玄
沢
の
『
蘭
学
階
梯
』
と
そ
の
序
文
・
跋
文
を
例
に
挙
げ
て
詳
説
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
蘭
学
者
の
反
論
に
中
国
古
典
が
所
々
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、「
蘭
学
研
究
者
お
よ
び
そ
の
礼
賛
者
が
、
漢
学
の
伝
統

を
あ
た
か
も
足
か
せ
の
よ
う
に
引
き
ず
っ
て
発
言
し
て
い
る
」（
一
一
二
頁
）
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
三
章
は
、
大
阪
の
二
つ
の
学
塾
と
洋
学
関
係
者
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
ま
ず
第
一
節
で
、
懐
徳
堂
と
適
塾
と
い
う
大
阪
の
二
つ
の

学
塾
を
取
り
上
げ
、
そ
の
交
流
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
こ
で
は
、
漢
学
を
教
え
る
懐
徳
堂
と
洋
学
を
教
え
る
適
塾
が
、
共
に
江

戸
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
学
塾
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
的
な
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
第
二
節
で
は
、
蘭
学
以
前
の
日
本
の
医
学
の
歴
史
に
つ
い
て
、
時
代
を
追
っ
て
述
べ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
日
本
医
学
が
一
時
期

を
除
い
て
、
中
国
医
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
三
節
で
は
、
漢
学
と
洋
学
を
つ
な
ぐ
働
き
を
し
た
人
物
と
し
て
、

中
井
履
軒
と
山
片
蟠
桃
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
中
井
履
軒
は
、
元
々
朱
子
学
を
学
び
、
そ
の
実
証
的
な
観
点
か
ら
研
究
を
進
め
る
方
法

論
を
用
い
て
経
学
研
究
を
行
っ
て
い
た
の
で
、「
観
察
と
実
験
を
重
ん
ず
る
洋
学
と
接
触
は
、
履
軒
に
自
ら
の
学
問
へ
の
確
信
を
持
た

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
一
二
九
頁
）
と
筆
者
は
推
測
す
る
。
そ
し
て
、
履
軒
が
麻
田
剛
立
か
ら
、
洋
学
で
あ
る
天
文
学
や
医
学
の
知

識
を
学
び
、『
越
俎
弄
筆
』、
太
陽
暦
に
よ
る
『
華
胥
国
暦
』、「
顕
微
鏡
記
」
を
著
し
、
各
種
の
天
体
図
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
ま
た
、
仁
斎
の
学
問
を
受
け
継
い
だ
山
片
蟠
桃
は
、『
夢
ノ
代
』
を
著
し
、
そ
こ
か
ら
は
、
西
洋
天
文
学
（
洋
学
）
を
朱
子

学
的
方
法
論
の
中
に
は
め
こ
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
や
、
西
洋
医
学
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
四
章
の
第
一
節
で
は
、
五
行
説
を
取
り
上
げ
、
洋
学
者
の
前
野
良
沢
と
漢
学
者
の
山
片
蟠
桃
が
、
共
に
五
行
説
を
否
定
し
て
い
る

こ
と
を
記
述
す
る
。
次
に
第
二
節
で
は
、
広
瀬
旭
荘
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
旭
荘
が
自
身
の
日
記
の
中
で
、
蘭
学
の
優
位
性
を
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信
じ
て
は
い
る
が
、
儒
学
者
と
し
て
の
立
場
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
弁
護
に
努
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
で
は
、
江
戸
時
代
の
様
々
な
学
者
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
洋
学
と
漢
学
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
洋
学
が
漢
学
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
漢
学
も
洋
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
中
で
も
特
に
興
味
深
い
の
は
、
洋
学
者
が
漢
学
を
「
足
か
せ
」
と
感
じ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
漢
学
者
が
洋
学
を
受
け
入
れ
る
際

に
も
、
漢
学
が
「
足
か
せ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
中
井
履
軒
の
よ
う
に
、
朱
子
学
の
実
証
合
理
主

義
が
洋
学
受
容
に
お
い
て
、
架
け
橋
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

江
戸
時
代
に
お
い
て
伝
統
的
な
漢
学
が
持
つ
影
響
力
を
、
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
、
洋
学
史
や
洋
学
者
に
つ
い

て
解
説
し
て
い
る
書
物
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
洋
学
と
漢
学
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
洋
学
を
扱
っ
て
い
る
書
物
は
少
な
く
、
こ
の

点
に
お
い
て
本
書
は
高
い
意
義
を
持
つ
と
言
え
る
。

　

た
だ
、
本
書
を
通
読
し
て
、
更
に
追
究
し
て
み
た
い
点
も
い
く
つ
か
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
第
一
に
、
江
戸
に
お
け
る
広
い

意
味
で
の
「
洋
学
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
書
は
「
江
戸
時
代
に
移
入
さ
れ
た
西
洋
学
術
と
い
う
意
味
で
「
洋
学
」
を
用
い
る
」（
一

三
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
主
に
西
洋
の
医
学
・
天
文
学
、
及
び
そ
れ
ら
に
携
わ
っ
た
人
々
で
あ
る
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
に
西
洋
の
影
響
を
受
け
た
の
は
こ
の
二
つ
の
分
野
だ
け
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
兵
学
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
大
き
く
発
展
し
た
分
野
で
あ
る
が
、
兵
学
を
扱
う
主
な
学
者
は
、
や
は
り
朱
子
学
者
（
漢
学

者
）
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
江
戸
時
代
に
は
漢
学
教
育
が
幼
少
の
頃
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、
純
粋
に
兵
学
の
み
を
扱
う
学
者

は
ほ
ぼ
い
な
か
っ
た
。『
兵
学
と
朱
子
学
・
蘭
学
・
国
学
』（
前
田
勉
、
平
凡
社
選
書
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
れ
ば
、「
近
世
日
本
の
兵

学
は
、
基
本
的
に
は
戦
国
末
期
の
軍
隊
組
織
の
統
制
法
を
ベ
ー
ス
に
し
て
き
た
が
、
そ
の
理
論
化
に
あ
た
っ
て
は
、
中
国
の
朱
子
学
や
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兵
学
の
言
説
を
利
用
し
て
い
た
」
と
い
う
。
例
え
ば
、
実
際
に
『
孫
子
』
の
注
釈
書
は
江
戸
以
降
、
日
本
の
学
者
に
よ
っ
て
多
く
記
さ

れ
た
（
林
羅
山
『
孫
子
諺
解
』
や
荻
生
徂
徠
『
孫
子
国
字
解
』
な
ど
五
十
以
上
）
が
、
そ
の
大
部
分
は
朱
子
学
者
（
漢
学
者
）
と
し
て

の
立
場
か
ら
『
孫
子
』
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
戦
略
思
想
家
事
典
』（
前
原
透
監
修
、
芙
蓉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
や
、『
日
本
兵
法
史
下
』（
石
岡
久
夫
、
雄
山
閣
、
一
九
七
二

年
）
に
よ
れ
ば
、
兵
学
の
分
野
に
お
い
て
西
洋
の
戦
術
・
技
術
・
思
想
が
多
く
伝
わ
る
の
は
、
江
戸
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
で
あ

る
。
江
戸
後
期
に
入
る
と
、
西
洋
か
ら
近
代
的
な
兵
学
が
伝
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
で
の
三
兵
戦
術
に

つ
い
て
の
参
考
文
献
は
、
こ
の
時
期
に
蘭
学
者
の
高
野
長
英
や
鈴
木
春
山
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
四
二
年
に
中
国

が
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
れ
る
と
、
幕
府
は
旧
来
の
兵
学
流
派
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洋
式
砲
術
を
西
洋
か
ら
取
り
入
れ
、
翌
一
八
四

三
年
に
ペ
リ
ー
が
来
航
す
る
と
、
幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
西
洋
式
大
型
蒸
気
船
を
購
入
し
た
。
明
治
に
入
る
と
、
今
ま
で
の
日
本
兵
学

の
実
用
性
が
疑
わ
れ
は
じ
め
、
実
用
的
な
西
洋
の
兵
学
が
い
っ
そ
う
受
容
さ
れ
、
日
本
兵
学
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
近
世
の
日
本
兵
学
は
、
世
界
情
勢
に
応
じ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
。
西
洋
兵
学
の
受
容
は
、
西
洋
医
学
や

西
洋
天
文
学
よ
り
も
少
し
時
代
が
遅
れ
る
が
、
近
代
日
本
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
兵
学
以
外
の

分
野
で
あ
る
、
宗
教
学
や
本
草
学
が
ど
の
よ
う
に
西
洋
学
問
の
影
響
を
受
け
て
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
も
、
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
明
治
以
降
に
お
け
る
西
洋
学
術
の
受
容
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
主
に
江
戸
時
代

の
西
洋
学
術
の
受
容
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、「
あ
と
が
き
」
で
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
近

世
日
本
に
お
け
る
洋
学
の
受
容
は
、
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
や
は
り
明
治
維
新
を
経
て
大
き
く
変
容
し
て
い
く
日
本
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
洋
学
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
は
、
大
変
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
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そ
し
て
第
三
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
近
隣
諸
国
が
西
洋
学
術
を
ど
の
よ
う
に
受
け
て
き
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
視
野
を
近

隣
諸
国
（
特
に
中
国
）
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
洋
学
受
容
の
特
徴
が
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
本
書
は
、
漢
学
・
洋
学
の
研
究
の
推
進
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
有
意
義
な
成
果
で
あ
る
。

（
椛
島
雅
弘
）

三
、『
懐
徳
堂
ゆ
か
り
の
絵
画
』（
奥
平
俊
六
編
著
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）

　

本
書
は
、
美
術
史
研
究
者
四
氏
に
よ
る
共
著
で
あ
る
。
全
体
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
「
懐
徳
堂
の
人
々
と
絵
画
」

で
、
懐
徳
堂
文
庫
の
作
品
を
中
心
に
、
懐
徳
堂
を
担
っ
た
人
々
の
絵
画
や
画
賛
を
紹
介
す
る
。
第
二
部
「
懐
徳
堂
を
め
ぐ
る
絵
画
」
で

は
、
懐
徳
堂
に
関
わ
り
の
あ
る
画
家
や
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
第
一
部
は
奥
平
俊
六
氏
の
執
筆
、
第
二
部
は
秋
田
達

也
、
安
永
拓
世
、
橋
爪
節
也
の
三
氏
が
各
一
章
ず
つ
担
当
し
て
い
る
。

　

ま
ず
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
懐
徳
堂
の
大
ま
か
な
歴
史
と
本
書
の
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
絵

画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
今
日
私
た
ち
が
想
像
す
る
以
上
に
親
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
学
問
所
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
絵
画
と
の
関
わ

り
を
通
し
て
、
大
坂
の
学
問
所
懐
徳
堂
の
人
々
の
姿
、
彼
ら
が
生
き
て
い
た
時
代
の
雰
囲
気
が
よ
り
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
で

あ
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
」（
ⅱ
頁
）
と
あ
り
、
絵
画
と
い
う
分
野
か
ら
、
懐
徳
堂
や
そ
の
人
々
に
迫
る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　

第
一
部
の
各
章
は
、
ま
ず
初
め
に
取
り
上
げ
る
人
物
の
説
明
を
行
い
、
そ
の
人
物
の
画
や
賛
を
、
各
作
品
ご
と
に
紹
介
す
る
。
作
品



30

に
つ
い
て
は
、
画
材
や
法
量
な
ど
の
作
品
情
報
を
記
し
た
後
に
、
主
題
や
書
き
手
の
意
図
な
ど
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
る
。

　

一
章
は
、
初
期
懐
徳
堂
の
学
主
に
焦
点
を
当
て
、
二
代
学
主
中
井
甃
庵
と
三
代
学
主
三
宅
春
楼
の
関
わ
っ
た
作
品
を
紹
介
す
る
。
い

ず
れ
も
素
人
の
絵
で
あ
る
と
こ
と
わ
っ
た
上
で
「
水
準
が
高
く
、
江
戸
時
代
の
学
問
所
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
絵
画
に
関
わ
っ
た
の
か

を
考
察
す
る
上
で
た
い
へ
ん
意
義
深
い
作
品
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。

　

二
章
は
、
懐
徳
堂
の
書
院
講
堂
に
実
際
に
飾
ら
れ
て
い
た
襖
絵
と
扁
額
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
こ
れ
ら
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）

江
戸
の
大
火
に
よ
っ
て
懐
徳
堂
が
焼
失
し
た
後
、
再
建
し
た
懐
徳
堂
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
。
襖
絵
「
帰
馬
放
牛
図
」
は
、『
書
経
』
武

成
篇
の
「
帰
馬
于
華
山
之
陽
、
放
牛
于
桃
林
之
野
」（
馬
を
華
山
の
陽
に
帰
し
、
牛
を
桃
林
の
野
に
放
つ
）
に
典
拠
を
持
つ
作
品
で
あ

り
、
平
和
を
象
徴
す
る
「
帰
馬
放
牛
」
が
主
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

三
章
は
、
四
代
学
主
中
井
竹
山
の
画
賛
と
「
懐
徳
堂
の
画
家
」
で
あ
る
蔀
関
月
と
中
井
藍
江
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
竹
山
の
時
代
、

彼
ら
は
懐
徳
堂
の
敷
地
内
、
も
し
く
は
門
前
に
住
ん
で
お
り
、
懐
徳
堂
の
活
動
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。
藍
江
筆
「
中
井
竹
山
像
」
は

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
正
月
初
講
の
折
、
宴
会
の
席
で
行
わ
れ
た
書
画
の
競
作
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
竹
山
が
そ
の
場
で
賛
を

付
し
た
も
の
。
即
興
で
描
か
れ
た
画
で
、
斜
め
後
ろ
か
ら
の
描
写
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
か
え
っ
て
像
主
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
」

「
画
家
の
非
凡
さ
を
示
し
て
い
る
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、
藍
江
と
懐
徳
堂
と
の
親
密
な
関
係
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

四
章
は
、
竹
山
の
弟
で
あ
る
中
井
履
軒
に
焦
点
を
当
て
、
履
軒
の
肖
像
画
、
履
軒
筆
の
『
左
九
羅
帖
』、
上
田
秋
成
と
合
賛
し
た

「
鶉
図
」
を
紹
介
す
る
。
履
軒
は
賛
を
ほ
と
ん
ど
遺
し
て
い
な
い
が
、
絵
画
作
品
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
前
章
の
竹
山
が
好
ん
で
着
賛
し
、

絵
画
が
遺
さ
れ
て
い
な
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
絵
や
賛
と
い
っ
た
面
で
も
、
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
表
れ
て
お
り
、
興
味
深

い
。
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五
章
は
、
画
家
の
岩
崎
象
外
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
象
外
は
専
業
の
画
家
で
は
な
く
、
詳
し
い
伝
記
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
「
そ
の

技
量
は
高
く
、
奇
想
の
思
索
家
履
軒
の
特
異
な
イ
メ
ー
ジ
を
実
体
化
で
き
る
数
少
な
い
友
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
七
十
一
頁
）

と
し
て
、
象
外
筆
、
履
軒
賛
の
二
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
象
背
宴
集
図
」
に
は
贋
作
だ
と
い
う
説
も
あ
る

が
、
著
者
は
東
山
月
峯
上
人
が
池
大
雅
の
遺
作
鑑
識
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
を
引
用
し
て
反
論
し
て
い
る
。「
偽
を
以
て
真
と
為
す
」

こ
と
が
あ
っ
て
も
「
真
を
以
て
偽
と
為
す
」
こ
と
が
な
い
よ
う
心
が
け
た
い
と
す
る
。

　

六
章
は
、
江
戸
時
代
の
懐
徳
堂
末
期
頃
の
学
者
で
あ
る
中
井
蕉
園
、
中
井
柚
園
、
並
河
寒
泉
を
取
り
上
げ
て
、
彼
ら
が
賛
し
た
作
品

を
紹
介
す
る
。
特
に
「
騎
馬
武
者
図
」
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
画
と
賛
の
関
係
か
ら
「
蕉
園
自
身
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た

作
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
」（
九
十
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
賛
の
内
容
と
、
な
か
な
か
官
学
化
に
至
ら
な
い
懐
徳
堂
の
状
況

を
結
び
つ
け
て
、「
幕
府
の
対
応
に
対
す
る
蕉
園
の
言
い
し
れ
ぬ
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
九
十
五
頁
）
と

指
摘
し
て
い
る
。

　

七
章
は
、
中
井
木
菟
麻
呂
（
号
天
生
）
と
履
軒
の
模
写
作
品
が
紹
介
さ
れ
る
。
天
生
は
「
双
鈎
」
と
い
う
書
き
写
し
の
技
法
を
用
い

て
、
懐
徳
堂
に
関
す
る
絵
画
や
賛
の
模
写
を
残
し
て
い
る
。「
双
鈎
」
と
は
、
文
字
の
輪
郭
を
敷
き
写
し
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

輪
郭
内
を
墨
で
埋
め
る
こ
と
は
「
双
鈎
填
墨
」
と
言
う
。
も
と
も
と
は
書
の
学
習
法
で
あ
り
、
絵
画
の
模
写
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
珍

し
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。
ま
た
、
履
軒
が
行
っ
た
技
法
で
、
双
鈎
で
か
た
ど
っ
た
外
側
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
て

拓
本
の
よ
う
に
す
る
「
逡
巡
碑
」
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
第
二
部
の
内
、
秋
田
達
也
氏
に
よ
る
一
章
は
、
蔀
関
月
を
取
り
上
げ
る
。
関
月
と
懐
徳
堂
と
の
つ
な
が
り
を
紹
介
し
た
後

に
、
関
月
筆
「
廬
山
図
」
に
関
し
て
、
主
題
が
「
な
ぜ
廬
山
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」（
一
四
六
頁
）
と
い
う
問
題
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設
定
を
し
て
い
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
白
鹿
洞
書
院
の
懐
徳
堂
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
手
が
か
り
に
、
論

を
進
め
る
。
ま
ず
、
白
鹿
洞
書
院
が
朱
子
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、「
白
鹿
洞
書
院
掲
示
」
や
「
朱
文
公
大
書
拓
本
」、

「
宋
六
君
子
図
」
な
ど
白
鹿
洞
書
院
や
朱
子
学
に
関
係
す
る
作
品
が
懐
徳
堂
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、

朱
子
学
と
懐
徳
堂
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、「
白
鹿
洞
書
院
が
建
つ
廬
山
は
、
懐
徳
堂
の
人
々
に
と
っ
て
、
単
な
る
風
光
明

媚
な
異
国
の
名
所
で
は
な
く
、
聖
地
と
い
う
べ
き
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
白
鹿
洞
書
院
と
共
に
「
廬
山
」
を
描
く
意
味
を
、

「
懐
徳
堂
に
ふ
さ
わ
し
い
画
題
と
し
て
選
ば
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
」（
一
五
五
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

安
永
拓
世
氏
に
よ
る
二
章
は
、
荒
木
李
谿
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
そ
の
実
績
や
懐
徳
堂
と
の
関
わ
り
、「
本
邦
画
譜
」「
画
帖
」

「
山
雪
狩
埜
氏
十
雪
摹
帖
」
の
三
作
品
を
紹
介
す
る
。
李
谿
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
漢
詩
人
、
も
し
く
は
文
人
と
し
て

大
坂
で
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
、
大
坂
で
最
も
有
名
な
漢
詩
結
社
で
あ
っ
た
混
沌
社
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
李
谿

の
交
友
関
係
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
交
友
関
係
の
大
き
な
画
期
が
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
四
月
の
李
谿
主
催
の
詩
会
前
後
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、「
懐
徳
堂
関
係
者
と
混
沌
社
と
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
を
、
李
谿
が
担
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
次
に
三
つ
の
作

品
の
紹
介
を
通
し
て
、
新
た
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
人
物
が
い
る
こ
と
、
李
谿
が
日
本
や
中
国
の
絵
画
の
歴
史
や
典
拠

に
か
な
り
の
知
識
や
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

橋
爪
節
也
氏
に
よ
る
三
章
は
、
木
村
蒹
葭
堂
を
取
り
上
げ
、
懐
徳
堂
と
の
関
わ
り
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。「
蒹
葭

堂
日
記
」
に
中
井
竹
山
が
「
中
井
善
太
」
の
名
で
何
度
も
登
場
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
記
述
を
た
ど
る
こ
と
で
、
懐
徳
堂
と
の
関
係

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
蒹
葭
堂
と
谷
文
晁
と
の
関
わ
り
に
も
注
目
し
、「
蒹
葭
堂
日
記
」
に
見
ら
れ
る
文
晁
の
動
向
か
ら
、

「「
帰
馬
放
牛
図
」
を
描
い
た
の
は
、
寛
政
八
年
の
大
坂
滞
在
中
「
蒹
葭
堂
日
記
」
に
登
場
し
な
い
期
間
、
三
井
元
孺
の
雅
会
の
八
月
六
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日
以
降
、
奈
良
、
紀
州
へ
の
出
立
を
伝
え
に
蒹
葭
堂
を
訪
れ
た
八
月
二
十
二
日
ま
で
に
絞
り
込
め
る
か
も
し
れ
な
い
」（
三
一
三
頁
）

と
推
測
し
て
い
る
。

　

総
じ
て
本
書
は
、
絵
画
の
初
心
者
に
も
分
か
り
や
す
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
解
説
を
読
み
進
め
る
と
、
絵
画
と
江
戸
の
人
々

と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
、
掲
載
さ
れ
た
多
く
の
画
像
を
見
る
だ
け
で
も
大
い
に
興
味
が
持
た
れ
る
。

　

懐
徳
堂
文
庫
に
は
、
文
献
だ
け
で
な
く
、
数
多
く
の
絵
画
や
書
幅
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
特
に
絵
画
や
書
に
的
を

絞
っ
て
紹
介
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
随
所
に
見
ら
れ
る
、
美
術
史
家
な
ら
で
は
の
意
見
は
非
常
に
興
味
深
く
、
懐
徳
堂
研
究
に
お
い

て
、
絵
画
や
書
と
い
っ
た
新
た
な
視
点
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
ま
た
、
懐
徳
堂
の
美
術
作
品
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
、
近

世
日
本
美
術
史
に
お
い
て
も
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
お
わ
り
に
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
懐
徳
堂
文
庫
の
重
要
資
料
が
今
日
ま
で
遺
っ
て
い
る
の
は
、
木
菟
麻
呂
と
そ
の
妹
終
子

の
努
力
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
近
年
は
大
阪
大
学
に
お
い
て
も
、
関
係
資
料
の
修
復
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
、

ま
だ
配
慮
が
足
り
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
懐
徳
堂
文
庫
蔵
の
作
品
は
、
そ
の
中
の
代
表
的
な
も
の
で
は

あ
る
が
、
一
部
に
す
ぎ
ず
、
全
て
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
回
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
に
つ
い
て
も
、
将
来
解
説
が

加
え
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
大
山
千
尋
）

（
湯
浅
邦
弘
：
文
学
研
究
科
教
授
、
野
口
眞
戒
・
椛
島
雅
弘
：
大
学
院
博
士
前
期
課
程
学
生
、
大
山
千
尋
：
文
学
部
学
生
）



34

摘要

［研究史展望］懷德堂研究的新發展

大阪大學中國哲學研究室

近年來，懷德堂研究出現了一些令人矚目的新動向。首先作為大阪大學

出版會策劃的「阪大リーブル懐徳堂シリーズ」全五冊中的第四、第五冊，

刊行了中央大學教授岸田知子著作的《漢学と洋学》與大阪大學教授奧平俊

六編著的《懐徳堂ゆかりの絵画》。另外，台灣淡江大學的田世民在綜合其

博士論文的大著《近世日本における儒礼受容の研究》中，也多次言及懷德

堂。可以說以上幾部著作，均從異於以往懷德堂研究的視角對懷德堂進行了

論述。

為了應對這些新的動向，並作為 2012 年度中國哲學演習（漢籍資料學

演習）的一環，本研究室計劃陸續推出書評，每次由具體人員負責並由全體

參與演習人員進行共同討論。本稿就是其成果的一部分。

（1）	《近世日本における儒礼受容の研究》（田世民著，ぺりかん社，

2012 年）

本書為總結近世日本儒禮受容情況的著作。特別是第五章、第六章、補

論中提及懷德堂，認為其特色在於「以朱子學為基礎而並未絕對化特定學問，

攝取諸學問長處而始終保持一種靈活的姿態」，以及「懷德堂的家禮實踐不

單是排佛，而是最重視與世俗的調和」。

（2）	《漢学と洋学》（岸田知子著，大阪大學出版會，2010 年）

本書，是研究在廣泛推行漢學教育的江戶時代，洋學是如何被接受，又

受到了漢學怎樣的影響等問題的著作。關於懷德堂方面，作為聯結漢學與洋

學的人物，書中特別提及到中井履軒。

（3）	《懐徳堂ゆかりの絵画》（奥平俊六編著，大阪大學出版會，2012 年）

本書由美術史學者四人共著。書中指出「對江戶時代的人們來說，繪畫

這種媒體比我們今天想像的要更接近於生活」，本書從以往懷德堂研究中未

曾提及的「繪畫」領域出發，來分析懷德堂及其人物。在近代日本美術史研

究方面也可說是一部意義深遠的著作。




