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懐

徳

堂

の

和

学

わ
が
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
で
は
、
先
年
来
文
部
省
の
科
学
研
究
費
の

補
助
を
受
け
て
、
近
世
に
於
け
る
大
阪
和
学
の
研
究
を
続
け
て
ゐ
る
。
本
特

輯
号
は
、
そ
の
研
究
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
謂
ふ
和
学
と
は
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
日
本
古
典
学
で
あ
る
。
そ

れ
を
何
故
に
特
に
和
学
と
言
っ
た
か
と
い
ふ
と
、
こ
れ
は
所
謂
国
学
と
区
別

せ
む
が
た
め
で
あ
る
。
荷
田
春
満
か
ら
加
茂
真
淵
、
更
に
本
居
宣
長
へ
と
発

展
し
て
い
っ
た
国
学
の
古
典
研
究
の
上
に
示
し
た
功
績
は
実
に
大
き
く
、
か

つ
そ
の
勢
力
は
全
国
を
風
廃
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
近
世
に
於
け
る
日
本

古
典
学
は
国
学
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
が
如
き
観
が
あ
り
、
従
っ
て
近
世

日
木
古
典
学
即
国
学
と
い
ふ
風
に
、
常
識
的
に
は
考
へ
ら
れ
易
い
。
し
か
し

国
学
に
は
わ
が
国
固
有
の
国
民
精
神
の
本
源
を
究
明
し
て
、
古
道
も
し
く
は

神
な
が
ら
の
道
を
宣
揚
し
ょ
う
と
す
る
明
確
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
る
０
そ

し
て
、
仏
教
と
か
儒
教
と
か
の
外
来
思
想
を
排
斥
し
拒
否
す
る
偏
執
を
持
っ

て
ゐ
る
０
と
こ
ろ
が
、
契
沖
の
学
風
な
ど
に
は
、
さ
う
い
ふ
国
学
的
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
強
く
出
て
ゐ
な
い
。
儒
教
を
も
仏
教
を
も
必
要
と
あ
ら
ば
進
ん

で
こ
れ
を
利
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
国
学
に
見
る
が
如
き
排
他
的
な
点
が
な

い
。
国
学
も
近
世
日
本
古
換
学
の
一
つ
つ
在
り
方
で
あ
ち
け
れ
ど
も
、
喫
沖

の
如
き
も
ま
た
近
世
日
本
古
典
学
の
一
つ
の
姿
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ

に
和
学
と
い
ふ
言
葉
セ
使
胴
す
る
の
ｔ
、
国
学
的
性
発
セ
帯
び
ざ
る
契
沖
の

日
本
古
典
学
の
如
き
を
所
謂
国
学
か
ら
差
別
づ
け
る
た
め
で
あ

っ
て
、
同
時

に
こ
れ
を
以
て
国
学
を
も
含
め
た
種
々
の
学
風
を
有
す
る
日
本
古
典
学
の
総

称
と
も
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
ｒ
近
世
に
於
け
る
大
阪
和
学
の
研
究
で

あ
る
が
い
わ
れ
わ
れ
の
第

一
に
着
手
し

´
ょ
う．
と
す
る
こ
と
は
、
近
世
の
大
阪

に
於
け
る
和
学
の
資
料
の
蒐
集
調
査
と
そ
の
整
理
と
に
あ
る
一
こ
れ
は
、
近

年
ヽ
資
料
が
理
没
も
し
く
は
散
供
の
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
研
究
の
た
め
に
は

そ
の
研
究
資
料
の
蒐
集
整
理
か
ら
は
じ
め
る
必
要
を
感
じ
た
た
め
で
あ
ヶ
、

ま
た
、今
日
存
し
て
ゐ
る
資
料
も
現
在
の
如
き
混
乱
し
た
世
相
に
あ

っ
て
は
、

近
き
将
来
に
於
て
い
ん
滅
し
か
ね
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
今
の
う
ち
に

こ
れ
が
保
存
と
整
理
と
に
努
め
る
こ
と
の
必
要
に
し
て
喫
緊
事
た
る
を
感
じ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
づ
、
大
阪
の
和
学
者
の
編
著
書
や
遺
稿
の
類

の
調
査
と
蒐
集
と
に
力
を
致
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
て
、
事
を
は
じ
め
よ
う

之
す
る
と
、
第
二
に
迷

っ
た
こ
と
は
、
大
阪
の
和
学
者
の
範
囲
を
ど
の
程
度

に
定
め
る
か
で
あ

っ
た
。
大
阪
人
物
儲
等
に
は

一
時
的
な
滞
在
者
を
も
含
め

ｉ
大
阪
在
住
者
の
す
べ
て
を
列
挙
し
て
ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
が
、
他
国
の
人
で

一
時
大
阪
に
滞
在
し
た
に
過
ぎ
な
い
人
を
大
阪
に
生
れ
大
阪
で
死
ん
だ
生
粋

′Jヽ
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の
状
坂
人
２
同
冽
一
あ
つ
い

，
て
ょ
ぃ
も
っ
か
ゼ

，
か

， 、
た
と
へ
ば
ヽ
大
猥

言
道
と
か
黒
択
翁
満
と
か
中
鴨
広
促
と
い
を
大
板
の
人
之
言
へ

‐
る
か
ゼ
う
か

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
些
か
疑
ひ
な
き
を
得
な
い
。
大
阪
は
諸
国
の
寄
合

所
だ
か
ら
、
こ
の
著
名
人
の

一
時
的
滞
在
者
が
甚
だ
多
い
っ
そ
れ
を
全
部
あ

げ
て
ゐ
た
の
で
は
、
大
変
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
阪
生
れ
で
な
く
て
も
、
大

阪
に
長
く
居
住
し
、
或
は
大
阪
に
墓
所
を
存
し
て
い
て
、
大
阪
人
と
ｔ
て
こ

れ
を
通
し
て
も
よ
い
か
と
思
は
れ
る
人
も
す
く
な
く
な
い
¨
契
沖
な
ど
も
言

は
ば
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
が
、
敷
口
年
治
だ
之
か
萩
原
広
道
だ
と
力、
い

ふ
人
も
ま
た
こ
の
部
類
に
入
れ
て
差
支

へ
な
い
で
お
ヶ
う
。
ま
た
、
大
板
生

れ
で
あ
る
が
、
後
半
生
を
他
国
で
送

つ
た
上
田
秋
成
の
如
き
も
あ
る
。
大
阪

生
れ
で
、
大
阪
に
居
佳
し
、
大
阪
で
死
ん
だ
生
粋
の
大
阪
次
の
場
合
に
は
も

ち
ろ
ん
凝
念
は
な
い
。
　
そ
の
他
の
場
合
は
、
　
こ
れ
を
大
阪
の
学
者
と
す
べ

く
、
要
す
る
に
程
度
の
問
題
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
っ
す
な
は
ち
そ

の
程
慮
を．
ど
こ
に
置
ス
か
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
迷

っ
た
の
で
あ
る
。
〓
た

大
阪
人
と
言

っ
て
も
、
旧
大
阪
市
内
に
こ
れ
を
限
る
か
、
大
阪
府
下
出
身
者

を
も
加

へ
る
か
、
さ
う
い
ふ
点
に
も
ま
た
惑
ひ
な
き
を
得
な
い
。
大
阪
に
於

け
る

‥和
学
界
の
全
貌
を
知
る
た
め
に
は
、
網
羅
主
義
の
方
が
■
ち
し
い
の
で

あ
る
が
、
大
阪
憲
自
の
特
色
を
探
ら
ん
と
す
る
に
は
、
網
羅
主
義
で
な
い
方

が
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
焦
点
の
お
き
ど
こ
ろ
が
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
。
結
局
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
づ
大
阪
人
独
自
の
和
学
を
明
ら
め

る
．こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
し
て
、
疑
義
の
な
い
ハ
大
阪
生
れ
の
大
阪
居
住
者

の
学
問
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
進
ん

で
そ
の
余
力
を
以
て
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
ゆ
か
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

懐
徳
堂
の
和
学
は
、
す
な
は
ち
そ
の
立
場
に
立

っ
て
最
初
に
採
り
あ
げ
た
課

題
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
資
料
の
調
査
も

一
通
り
懇
ま

っ
た
の
で
、
そ
つ

成
果
の

一
部
を
本
号
に
公
表
す
る
次
第

で
あ
る
。
　
　
　
　
レ

・
一
体‐
、
腐
徳
菫

と
は
ヽ
大
匠

に
於
け
る
漢
学
塾
で
あ
る
ゃ

一
時
は
、

凍
都

の
昌
平
晏

に
対
抗
す
る
の
実
力
を
な

っ
だ
幕
府
公
許

の
学
問
所
で
あ

っ
●
っ

そ

の
浴
草

の
詳
細

は
、
西
村
天
囚
著
は
す
と
こ
る́
の

「
懐
徳
堂
考
」

（
大
エ

十
四
年
十

一
月
青
）
に
つ
い
で
看
ら
れ
た
い
が
、
享
保
十

一
年

に
創
し
て
、

明
治
維
新
に
廃
す
る
ま
で
、
百
四
十
四
年
、
大
阪

の
文
教

に
貢
献
す
る

，
こ

ろ
大
な
る
も

の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

懐
徳
堂
は
、
三
宅
万
年

に
は
じ
ま
る
。
万
年
は
号
を
ま
た
石
鷹
と
も
言

っ

た
が
、
も

と
京
都

の
生
れ
ヽ
元
蔽
十
三
年
大
阪
に
来
つ
、
尼
崎
町
二
丁
目
に

居
を
構

へ
て
、
儒
を
講
じ
た
。
大
阪

の
富
豪
た
ち
が
門
下
生
と
な

っ
た
。
事

保
九
年

の
大
火

の
の
ち
、
そ
の
年

の
十

一
月
に
尼
崎
町

一
丁
目
に
門
下
生
が

相
寄

っ
て
万
年

の
た
め
に‐
懐
徳
堂
を
建

て
た
“
直
門

の
中
井
整
庵
が
他
の
円

弟

と
相
謀

っ
て
、
こ
れ
を
官
許

の
大
阪
学
問
所
と
な
さ
ん
と
し

、
事
保
十
一

年

つ
ひ
に
そ
の
目
的
を
達
し
た
。
こ
こ
に
懐
徳
堂

の
規
模
が
確
立
し
た
の
で

あ
る
。
懐
徳
堂

の
学
主
は
、
三
宅
万
年

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
あ
と
を
門
弟

の

中
井
贅
庵
が
受
け
、
発
庵
の

の
ち
を
万
４

の
子
の
藩
楼
が
継

い
だ
。
こ
の
間

に
、
大
阪
生
粋
の
儒
学
者
（
五
井
蘭
洲
が
助

，
教

と
し
て
そ
の
講
学
を
助
け
、

殊
に
，贅
庵

の
歿
後
は
、
懐
徳
堂

の
事
実
上
の
中
心
と
な

っ
て
そ
の
学
民
を
布

き
、
贅
庵

の
遺
子
、
竹
山
、
履
軒

の
両
人
を
薫
陶
し
て
後
年
懐
徳
堂

の
名
を

天
下
に
高
か
ら
し
め
る
基
礎
を
き
づ
い
た
。
さ
て
、
三
宅
春
楼

の
歿
後
は
、

整
庵

の
子

の
中
井
竹
山
が
学
主
を
継
承
し
、
竹
山

の
弟

の
履
軒
が
ま
た
兄
を

た
す
け
て
懐
徳
堂

の
学
業
を
天
下
に
重
か
ら
し
め
た
。
そ
の
後
、
竹
山

の
子

の
蕉
園
は
偉
才
で
あ

っ
た
が
大
折
し
、
蕉
園

の
弟

の
碩
果
が
学
主
と
な
り
、

ア
／



碩
果
の
歿
後
は
、
竹
山
の
外
孫
の
並
河
寒
泉
が
そ
の
あ
と
を
継
ぎ
、
履
軒
０

孫
の
桐
園
が
碩
果
の
養
嗣
子
と
な
っ
て
、
寒
泉
を
た
す
け
、
相
共
に
守
成
の

功
を
な
し
て
、
以
て
明
治
維
新
に
至
っ
た
。
こ
の
や
う
に
、
懐
徳
堂
は
、
萬

年
以
来
、
代
々
漢
学
教
授
を
以
て
そ
の
業
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
問

弟
に
は
、
大
阪
の
町
人
が
多
く
、
そ
の
中
か
ら
は
秀
れ
た
学
者
を
も
出
し
て

ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
，
懐
徳
堂
は
、
和
学
に
も
若
千
の
業
績
を
示
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
懐
徳
堂
の
漢
学
に
つ
い
て
は
既
に
天
下
の
周
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
の
和
学
に
つ
い
て
は
、
経
っ
て
論
述
せ
ら
れ
た
る
も
の
の
あ
る
を

知
ら
な
い
。

懐
徳
堂
和
学
の
中
心
は
、
五
井
蘭
洲
に
あ
る
。
蘭
洲
の
和
学
は
、
主
と
し

て
父
の
持
軒
か
ら
受
け
て
ゐ
ち
。
ま
た
、
三
輪
執
斎
に
影
響
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
持
軒
は
、
元

´
来
朱
子
学
者
で
あ
る
が
、
生
粋
の
大

阪
人
で
、
土
着
人
と
し
て
の
近
世
最
初
の
儒
学
者
で
あ
っ
た
。
「懐
徳
堂
考
」

の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
五
井
の
家
は
も
と
大
和
の
出
、
持
軒
の
祖
父
守

香
が
そ
の
晩
年
に
大
阪
に
隠
棲
し
、
爾
来
大
阪
に
住
み
つ
い
た
の
で
あ
る
。

守
香
は
和
漢
の
学
に
長
じ
、
詩
歌
を
善
く
し
た
が
、ま
た
節
用
集
を
著
述
し
、

日
本
紀
の
学
を
伝
へ
た
と
言
は
れ
る
。
持
軒
は
そ
の
守
香
の
次
子
守
純
の
次

子
で
あ
る
が
、
祖
父
と
同
居
し
て
そ
の
庭
訓
を
受
け
、
家
学
を
継
承
し
た
。

蘭
洲
の
著
述
で
あ
る

「蘭
洲
右
話
」
に
は
、
次
の
や
う
な
こ
と
が
し
る
さ
れ

て
る
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

「や
ま
と
の
訓
山
外
な
る
は
、
予
が
家
伝
来
の
説
也
。
他
家
の
説
‘
い
は

ぬ
事
也
。
先
考
か
っ
て
貝
原
篤
信
と
下
河
辺
長
流
と
に
か
た
ら
れ
し
。
篤

信
は
釈
名
を
つ
く
り
て
己
が
説
と
し
、
長
流
は
僧
契
沖
に
か
た
り
、
契
沖

代
匠
記
を
つ
く
り
て
己
が
説
と
せ
り
。」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

と
ぃ

こ
０
一
中
、
先
な
と
ぃ
卜
の
は
持
軒
を
さ
す
０
で
あ
る
¨
絆
軒
と
を
計

と
は
京
都
遊
学
の
時
の
同
門
で
あ
り
、
下
河
辺
長
流
と
持
軒
と
は
ま
た
交
遊

が
あ
り
、
持
軒
は
長
流
か
ら
万
葉
集
や
古
今
集
に
つ
い
て
教
を
受
け
、
和
歌

を
も
見
て
も
ら
っ
た
０
し
た
ら
し
い
。
持
軒
の
和
学
は
い
こ
の

「著
話
」
の

‐

文
で
も
わ
か
る
や
う
に
祖
父
伝
来
の
家
学
を
受
け
、
傍
ら
、・
長
流
に
学
ぶ
■

こ
ろ
も
あ

っ
た
と
思
は
れ
る
が
、
そ
の
伝
来
の
家
学
に
は
独
自
の
見
識
が
ち

っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
蘭
洲
は
、
こ
の
や
う
な
父
を
ヽ
ち
、
そ
の
父
の
衣
　
一

鉢
を
つ
い
だ
の
で
あ
る
一
加
之
、
三
十
歳
に
し
て
東
上
す
る
や
、
三
輪
執
斎

の
も
と
に
手
頼

っ
た
。
執
斎
は
陽
明
学
者
で
あ
る
が
、
同
時
に
和
学
の
造
詣

の
深
い
人
で
、
殊
に
和
歌
に
秀
で
て
を
り
、
幾
多
の
詠
歌
が
あ
り
、
家
集
も

あ
る
。
執
斎
は
父
の
持
軒
の
友
人
で
も
あ
り
、
ま
た
懐
徳
堂
が
学
問
所
２
し

て
公
許
せ
ら
れ
る
の
に
陰
の
人
と
し
て
大
い
に
尽
し
た
人
で
も
あ

っ
た
の
で

蘭
洲
は
こ
れ
に
手
頼

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
執
斎
の
学
風
に
も
ま
た
影
，

響
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
で
あ
ら
う
。
前
掲
の

「蘭
洲
右
話
」
に
も
、

・

「
と
し
を
経
て
花
の
か
が
み
と
の
う
た
、
凡
池
は
年
を
ふ
る
に
し
た
が
ひ

て
、
う
き
草
み
さ
び
生
て
、
も
の
の
か
げ
を
う
つ
さ
ず
、
此
池
ば
か
つ
は

幾
と
し
へ
て
も
清
潔
な
れ
ば
、
春
ｔ
と
の
花
の
鏡
之
な
リ
ハ
遂
に
く
も
る

事
な
し
、
唯
花
のヽ
ち

，
か
か
る
時
を
の
み
、
く
も
る
と
い
ば
ん
と
也
。
す

・

べ
て
池
を
鏡
に
と
り
な
し
て
の
趣
向
な
り
と
、
〓
一輪
子
の
物
語
に
開
侍
る
」

．

と
あ
る
。
軌
斎
に
も
説
を
聞
い
た
片
鱗
を
こ
れ
に
も
競
ふ
ｔ
と
が
出
来
る
。

・
■

持
軒
に
は
家
伝
の
書
や
著
書
ヽ
あ

´
た
の
で
あ
ら
う
が
、
す
べ
て
稿
本
と

一

し
て
残

っ
て
ゐ
た
ら
し
く
、
享
保
九
年
の
大
火
の
際
に
、
悉
く
烏
右
に
帰
ｔ
・

‘

た
と
い
ち
ｏ
今
、
そ
の
著
の
残
る
も
の
も
あ
る
を
聞
か
な
い
。

蘭
洲
は
、
朱
子
学
を
奉
じ
、
餘
の
学
を
好
ま
な
か
っ
た
人
で
あ
る
が
ヽ
そ

一
３
〓



れ
て
も
そ
の
著
書
を
通
じ
て
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
非
常
な
博
学
で
あ

っ
て
、

神
道
や
仏
学
に
も
く
は
し
く
、
弓
術
な
ど
に
も
深
い
造
詣
が
あ

っ
た
や
う
で

あ
，

、
和
学
の
方
に
も
数
多
ぐ
の
署
書
を
残
し
て
ゐ
る
。
ま
た
和
歌
を
も
嗜

み
、
新
題
百
首
和
歌
等
が
残

っ
て
ゐ
る
。
蘭
洲
の
和
学
に
関
す
る
者
書
と
し

て
は
、
萬
葉
集
話
、
源
語
話
、
源
語
提
要
、
古
今
通
、
勢
語
通
の
五
部
書
の

外
に
側
正
日
本
書
紀
が
あ
る
。
「蘭
洲
右
話
」
は
彼
の
随
筆
集
で
あ
る
が
、
そ

の
申
に
は
彼
ら
学
風
や
見
識
や
、
ま
た
そ
の
人
と
な
り
等
を
う
か
が
ふ
べ
き

文
が
す
く
な
く
な
い
。

懐
徳
堂
は
堂
規
と
し
て
、
四
書
五
経
を
講
ず
る
を
専
ら
と
し
、
か
か
る
道

義
の
書
以
外
の
雑
書
は

一
切
講
じ
な
い
定
め
で
あ

っ
た
か
ら
、
蘭
洲
も
も
ち

ろ
ん
懐
徳
堂
に
於
て
は
日
本
の
古
典
書
を
講
義
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。
蘭
洲
の
和
学
は
、
そ
の
業
餘
の
わ
ざ
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
古
典
の
講
義
を
以
て
蘭
洲
は
人
倫
の
道
を
説
き
あ
か
ず
こ
と
に

役
立
て
ょ
う
と
志
し
て
を
る
。
そ
の
こ
と
は
、
勢
語
通
や
源
語
提
要
を
は
じ

め
彼
の
著
書
の
随
所
に
見
出
し
得
る
こ
と
で
あ
る
Ю
蘭
洲
に
は
正
妻
が
ｔ
か

っ
な
∝
　
一
妾
を
置
い
て
、　
そ
れ
に

一
女
を
生
ま
し
め
た
。　
そ
の
女
の
各
を

「
せ
つ
」
と
い
ふ
。
古
今
通
や
勢
語
通
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
そ
の

一
女
の

た
め
に
著
述
す
る
由
が
見
え
る
。
そ
の
女
の
教
養
の
た
め
に
筆
を
執

っ
た
の

で
あ
る
。　
蘭
洲
は
、
　
こ
の
や
う
に
公
に
和
書
を
講
ず
る
こ
と
を
し
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
和
学
に
関
す
る
著
述
は
、
忽
ち
そ
の
門
下
生
の
間
に
■

ま
り
行
は
れ
た
。
そ
の
著
を
写
し
伝
へ
る
も
の
も
炒
く
な
か
っ
た
や

，
で
あ

る
。́
そ
の
和
学
を
受
け
た
門
下
生
の
中
で
、
最
も
名
を
な
し
た
も
の
が
、
加

藤
景
範
で
あ
る
。
景
範
は
蘭
洲
の
古
今
通
を
刑
補
し
た
人
で
あ
る
。

景
範
は
、
通
称
を
小
川
屋
喜
太
郎
、　

‘の
ち
抜
輔
と
敏
め
た
。
汰
板
の
折
屋

町
に
住
ん
で
薬
種
屋
を
し
て
ゐ
た
。
父
は
信
成
と
い
ひ
、
儒
医

で
あ

´
た
が
、
３
４

そ
の
家
学
を
継

卜
で
、
懐
徳
堂
に
学
び
、
五
井
蘭
洲

の
教
を
受
け
た
¨
号
を

竹
里

（
た
か
さ
ど
）
と
い
ひ
、
歌
道
を
以
て

一
家
を
成
し
た
。
歌
は
京
都

の

松
井
政
豊

の
弟
子
で
あ
る
。
政
豊
は
烏
丸
光
栄

の
日
人
で
あ
る
。
父

の
信
成

は
光
栄

の
門
た
で
あ

っ
た
ｏ

つ
ま
り
、
景
範

つ
歌
学
は
、
涼
都
の
堂
上
歌
学

の
流
れ
を
受
け
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
古
典
学
は
、
必
ず

し
も
堂
上
の
系
譜
を
伝

へ
て
ゐ
な
い
。
彼

の
自
筆
稿
本
で
あ
る

「新
古
今
集

旧
注
補
遺
」
等
を
見
る
と
、
む
し
ろ
蘭
洲

の
系
続

に
属
す
る
や
う
で
、
古
典

一

考
察
の
角
度
が
全
く
蘭
洲
と

一
致
し
て
ゐ
る
。
蘭
洲
は
、
さ
き

に
述

べ
た
如

く
、
和
学
を
以
て
お
も

て
芸
に
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
景
範
は
、
和
学
を

以
て
身
を
立
て
、
和
学

に
よ

っ
て
門
人
を
と

っ
た
人
で
あ
る
。
景
範

の
和
学

は
、
歌
道
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
甚
だ
雑
学
的
傾
向
が
強
く
、
著

書
が
非
常
に
多

い
。
ま
・た
、
そ
の
歌
人
と
し
て
の
傾
向
も
著
書
に
於
て
も
、

有
賀
長
伯
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
長
伯
と
景
範

と
は
直
接
交
渉
は
な

か

っ
た
ら
し
い
が
、
森
繁
夫
氏
の

「
人
物
百
談
」
に
よ
る
と
、
長
伯

の
子
の

長
因

の
大
阪
移
住
は
、
景
範

の
奔
走
に
よ

っ
た
ら
し
い
と
い
ふ
。
長
因

の
養

子
長
収
と
は
深

い
交
渉
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵

の

「
竹
里
書

簡
集
」
に
は
長
収
と
の
贈
答

の
手
紙
が
多
数
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
の
ち
に
長

収

の
女
が
景
範

の
曽
孫

に
嫁
し
て
ゐ
る
か
ら
、
有
賀
家
と
景
範

と
は
、
無
縁

の
間
柄
で
な
い
。
景
範

の
歌
学
書
は
そ
の
数
が
多

い
が
、
就
中
、

「
国
雅
管

窺
」
は
彼

の
歌
論
学
説
を
窺

ふ
べ
き
書
と
し
て
、
最
も
重
ん
ず

べ
き
も

の
で

あ
る
。
「
新
古
今
集
旧
注
補
遺
」
に
つ
い
て

は
、　
拙
著

「
新
古
今
和
歌
集

の

研
究
」
に
詳
し
く
紹
介
し
て
お
い
た
。

一
体
、
者

の

・儒
学
者

に
は
掴
層
歓
清
に
精
通
し
、
か
つ
、
す
ぐ
れ
た
「
攻



を
物
す
人
．が
非
常
に
多
卜
∝
翼
井
汁
軒
父
子
が
、
和‐
学
に
通
じ
て
み
た
の，
も

ま
た
此
の
時
代
の
風
潮
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
懐
徳
堂
の
創
始
者
三
宅
萬

年
も
、
中
井
整
庵
も
共
に
ま
た
和
学
を
好
ん
だ
と
言
は
れ
る
。
し
か
し
、
蔦

年
に
は
そ
の
遺
稿
今
に
伝
は
る
も
の
も
な
く
、
懐
徳
堂
伝
存
の

「萬
年
先
生

‥

遺
墨
帳
」
に
そ
の
和
歌
俳
句
の
片
鱗
を
う
か
が
ひ
得
る
の
み
。
贅
庵
に
は
、

「
と
は
ず
か
た
り
」、
そ
の
他
二
三
の
遺
稿
が
あ
る
が
、
和
学
に
関
す
る
著
述

は
な
い
。
和
文
に
長
じ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
古
典
の
教
養
が
相
当
に
あ
る

も
の
と
思
は
れ
る
が
、
学
問
的
著
述
が
な
い
。

発
庵
の
子
の
竹
山
に
も
、
和
文
の
著
書
が
あ
る
が
、
和
学
に
関
す
る
も
の

が
駐
当
ら
な
。
そ
の
著
書
目
録
の
中
に
「言
葉
俣
音
」
と
題
す
る
も
の
が
あ

る
。
未
見
の
書
で
あ
る
が
、
そ
の
題
名
か
ら
考
へ
る
に
、
こ
れ
は
、
菖
葉
仮

名
に
関
す
る
も
の
で
あ
ら

，
。
竹
山
は
、
加
藤
景
範
と
友
之
し
て
よ
か
っ
た
。

景
範
の
蔵
山
集
を
編
す
る
や
、
そ
の
験
文
を
書
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
、

和
歌
の
添
削
を
景
範
に
受
け
た
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。
景
範
の
「美
な
れ
佐

保
」
と
い
ふ
書
物
に
は
、
萬
葉
書
き
の
仮
名
を
い
ろ
は
分
け
に
し
て
載
せ
て

ゐ
る
か
ら
、
こ
の
竹
山
の
者
書
も
景
範
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
推
察
せ
ら
れ
る
。
識
者
の
示
教
を
ま
つ
。

竹
山
の
弟
の
履
軒
に
は
、
「百
首
贅
々
」
と
い
寡
著
が
あ
る
０　
明
治
二
十

■́
年
、
そ
の
後
裔
中
井
木
菟
麿
に
よ
っ
て
活
字
醗
刻
せ
ら
れ
、
博
文
館
か
ら

発
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
書
の
の
ち
に
附
せ
ら
れ
た
水
哉
館
遺
編
月
録
に

よ
れ
ば
、
履
軒
に
は
こ
の
ほ
か
に

「離
題
伊
勢
物
語
二
巻
」
「離
題
古
今
和

′歌
集
二
巻
」
が
あ
る
由
、
未
刊
稿
本
で
あ
る
。

「百
首
贅
々
」
は
、
小
倉
百

人
一
首
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
加
茂
真
淵
の
説
を
批
判
反
駁
し
た

も
の
で
、実
に
履
軒
一
流
の
も
の
で
あ
る
。
履
軒
の
和
学
は
こ
れ
で
見
る
と
、

蘭
洲
や
景
範
の
系
統‐
を
引
か
ず
、
彼
独
自
の
も
の
で
あ
る
α
し
か
も
、
和
学

に
深
い
素
養
が
あ
る
と
も
見
え
ず
、
漢
学
者
の
素
人
考
へ
と
も
い
ふ
べ
き
説

が
随
処
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
多
年
の
漢
文
読
習
に
よ
る
読
解
力
を
応
用

し
て
の
萬
葉
歌
の
解
釈
な
ど
に
は
、
そ
の
説
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
そ
の
鋭

い
感
受
力
に
は
陛
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
文
に
も
そ
の
説
に
も
、
履
軒

の
人
が
ら
が
濃
く
出
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
　
・

さ
て
、
懐
徳
堂
の
和
学
に
は
、
蘭
洲
を
は
じ
め
、景
範
に
も
履
軒
ら
に
も
、

共
通
す
る
特
色
は
、
漢
儒
の
眼
を
以
て
わ
が
日
本
の
古
典
を
見
よ
う
と
し
て

ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
蘭
洲
が
伊
勢
物
語
の
中
に
業
平
の
載
実
の
心
を
あ
と
づ

け
よ
う
と
し
、源
氏
物
語
に
勧
善
懲
悪
の
作
意
を
さ
ぐ
ら

，
と
し
た
が
如
き
、

ま
た
、
景
範
が
新
古
今
集
の
註
訳
の
中
で
排
仏
的
言
辞
を
示
し
て
ゐ
る
が
如

き
、
い
づ
れ
も
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
学
風

が
文
献
学
的
で
あ
り
、
実
証
的
で
あ
り
、
忠
実
な
る
本
文
解
釈
に
立
論
の
根

拠
を
置
か
う
之
す
る
こ
と
も
、そ
の
共
通
す
る
特
色
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

懐
徳
堂
の
漢
学
の
一
大
特
色
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
学
風
を
ま
た
和
学
に
も
応

用
し
た
の
で
あ
る
。
蘭
洲
や
景
範
に
は
、
ま
た
北
村
季
吟
や
僧
契
沖
の
説
を

祖
述
し
た
り
批
判
し
た
り
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
ぁ
る
。
ま
た

「蘭
洲
著
話
」

を
読
む
と
、
萬
葉
集
の
研
究
に
当
っ
て
詞
林
禾
僕
集
に
も
眼
を
通
し
て
ゐ
た

こ
と
が
分
る
。

思
ふ
に
、
懐
徳
堂
に
於
て
は
、
蘭
洲
の
和
学
が
学
問
と
し
て
一
番
す
ぐ
れ

て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
今
日
の
古
典
解
釈
か
ら
見
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
古

典
学
も
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
、
わ
が
古
典
研
究
史
上
に
於
け
る
懐
徳
堂
和
学
の
位
置
づ
け
の
た
め
に

か
つ
は
、
ま
た
大
阪
和
学
の
展
開
と
そ
の
性
格
と
を
究
明
す
る
た
め
に
、
こ



れ
ら

一
聯

の
懐
徳
堂
の
和
学
を
調
査
し
研
究
す
る
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

な
は
、
わ
た
く
し
は
、　
墨
頭
文
」
第
二
輯

「契
沖
阿
闇
梨
特
集
号
」
に
、

「
大
阪
の
和
学
ど
契
津
」
と
題
し
て
述
べ
た
拙
文
中
に
も
、
懐
徳
堂
と
そ
の

和
学
と
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
併
読
し
て
頂
け
ば
幸
甚
で
あ

２つ
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

次

に
、
加
藤
竹
里
に
は
、
前
述
の
ほ
か
に
源
譜
解
、
鵞
葉
趨
避
、
勢
語
通

０
議
等
が
あ
る
と
い
ふ
。
ま
た
、
や
は
り
懐
徳
堂
系
統
の
人
で
、
蘭
洲
の
教

へ
を
受
け
た
人
に
川
井
立
牧
が
あ
る
。
尼
崎
町
の
町
年
寄
を
勤
め
た
人
で
、

歌
学
を
有
賀
長
伯
‐

に
受
け
た
人
で
あ
る
が
、
こ
の
人
の
著
述
に

「
日
本
紀
瑣

言
ご

「
古
史
和
歌
通
」
あ
る
由
、
大
阪
人
物
誌
に
出
て
ゐ
る、
。
　
か
う
い
ふ
書

物
は
、
わ
た
く
し
に
は
未
見
の
書
で
あ
る
。
博
雅
の
士

の
高
教
を
得
た
い
。

総
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
寡
聞
者
の
最
も
困
難
し
て
ゐ
る
の
は
、
研
究
資
料
の

蒐
集
調
査
に
当

っ
て
、
そ
の
所
在
を
知
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
公
共
の
図

書
館
や
大
学
の
図
書
館
等
に
あ
る
図
書
は
、
そ
の
目
録
に
よ
っ
て
比
較
的
容

易
に
検
索
し
得
る
の

，
あ
る
が
、
そ
，ど

に
見
出
だ
し
得
る
な
の
は
、
わ
れ
ら

の
要
求
の
九
牛
の

一
毛
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
ら
の
見
聞
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
の

個
人
の
蔵
書
中
に
或
は
社
寺
の
秘
庫
等
に
、
有
力
な
資
料
の
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ

る
こ
と
が
多
い
と
思
ふ
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
の
発
見
は
、　
一
に
多
数
の
協
力

に
よ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
大
方
の
同
情
と
協
力
と
を
こ
の
機
会
に
個
願
す

る
次
第
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
、
大
阪
の
町
入
学
者
の
和
学
書
を
博
捜

し
て
ゐ
る
。

こ
の
特
集
号
に
発
表
し
得
た
調
査
報
告
の
う
ち
、
蘭
洲
の
著
書
に
つ
い
て

は
、
舅
西
大
学
教
授
一
●
水
澄
氏
の
絶
大
な
る
割
同
備
と
御
協
力
と
を
得
て
め

る
。
す
な
は
り
、
同
氏
は
惜
し
げ
も
な
く
そ
の
珍
蔵

の
書
を
貸
与
せ
ら
れ
、

か
つ
い
ろ
い
ろ
と
示
教
を
賜
は

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
機
会

に
厚
く
感
謝

の

意
を
表
す
る
。

以
上
を
以
て
本
特
集
号

の
総
論

と
す
る
。

（
科
学
研
究
費

に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
）

―
―
大
阪
大
学

教
授
―
―

淋鑑
横
山
　
正
氏

（
買
）
　

（
段
）

第

五
輯

　

一
一〇
　
　

上

二

一　

　

下

一
〓
一　

　

下

一
〓
一　

　

下

一
≡

一　
　
上

一
≡

一　
　

上

一
≡

一　
　

下

第
八
輯

論

文

正

誤

表

（行
）
　
　
（誤
）

謡

一
一　
　
関
の
・…
‥

一
一　
　
日
蓮
記

一
九
　
　
延
寛
頃

一
九

　

（舎
利
）

四
　
　
形
式
類
似

七
　
　
こ
の
段

一
言
一　
　
源
七

♂
？
―

日
蓮
記

延
宝
頃

「舎
利
」

形
式
句
類
似

こ
の
後

源
六

八 六 六 三

下 下 上 下

一 五 九 o

暑鋳葬蒸
栗

衰釜
打
栗

鵬
山

内
容




