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松

山

先

生

を

憶

懐
應
堂
は
近
年
大
厄
に
遇
つ
て
ゐ
る
。
逃
に
は
、
西
村

博
士
の
逝
去
が
あ
っ
て
、
ま
だ
悲
し
み
が
泊
え
ぬ
ま
に
、

永
田
理
事
此
は
議
會
開
院
中
東
京
に
於
て
突
と
し
て
逝
か

れ
今
ま
た
、
松
山
数
授
は
長
日
に
わ
た
る
悩
の
後
不
蹄
の

客
ご
な
ら
れ
た
。

も
う
か
れ
こ
れ
七
年
程
前
の
事
で
あ
る
°
懐
徳
堂
こ
い

ふ
も
の
を
畑
ら
な
か
つ
た
自
牙
ば
、
或
る
日
曜
の
朝
‘
商

品
陳
列
所
の
構
内
を
散
策
し
て
ゐ
た
0

氣
候
は
秋
だ
っ
た

こ
お
も
う
0

開
か
れ
て
ゐ
る
窓
の
外
か
ら
目
に
こ
ま
っ
た

の
は
、
紋
附
姿
の
講
師
で
あ
っ
た
。
後
か
ら
思
ふ
こ
、
こ

れ
は
論
語
朝
講
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
松
山
先
生
で
あ

っ
た
こ
こ
に
逹
は
な
い
0

是
か
最
初
の
松
山
先
生
の
印
象

で
あ
っ
た
。

松
山
先
生
を
惚
ふ

ふ、

後
間
も
な
く
懐
偉
堂
に
入
っ
た
時
、
先
生
は
大
學
術

義
、
近
息
鎌
、
腑
軒
語
を
講
せ
ら
れ
て
ゐ
た
、
漠
學
に

殆
ん
ざ
智
識
の
な
か
っ
た
自
分
は
、
別
天
地
へ
末
た
様

で
あ
っ
た
が
、
追
々
ご
わ
か
っ
て
末
る
°
吾
々
賓
働
い

て
ゐ
る
も
の
に
こ
っ
て
、
夜
間
は
と
も
す
れ
ば
疲
勢
が

出
て
、
近
思
鎌
な
ざ
は
時
々
ね
む
け
を
催
す
こ
さ
も
あ

っ
た
0

併
し
但
―
つ
消
々
し
き
氣
持
で
講
義
を
聴
く
事

の
出
来
た
の
は
、
日
曜
の
朝
請
で
あ
る
。
朝
の
一
時
間

の
講
義
は
、
身
心
を
爽
快
に
し
て
五
先
生
の
請
義
に
傾
聴

し
て
ゐ
る
こ
、
自
ら
冥
想
に
耽
け
る
の
で
あ
る
。
一
週

の
う
ち
で
、
夜
査
を
通
じ
て
自
分
の
心
を
最
も
落
付
か

し
め
て
、
純
具
澄
透
せ
し
む
る
も
の
は
、
此
日
曜
朝
講

の
一
時
間
で
あ
る
。
好
ん
で
¢
此
日
は
枚
方
か
ら
出
掛
け

昔

代

-
0
九

節

雄



松
山
先
生
の
大
な
る
賜

た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
も
う
先
生
の
悠
容
た
る
講
義
振

り
を
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
え
つ
た
の
も
悲
し
い
0

人
格

講
見
共
に
問
然
す
る
さ
こ
ろ
な

m年
た
生
温
厚
其
物
の
如
き

先
生
孜
々
マ
J

し
て
研
究
に
没
頭
さ
れ
た
先
生
、
悛
徳
堂
の

松
山
先
生
の
大
な
る
賜

日
曜
朝
講
後
正
午
迄
の
學
苔
は
小
生
が
頗
利
盆
を
受
け

た
と
信
じ
て
居
る
、
初
小
生
は
松
山
先
生
か
ら
道
を
こ
そ

聞
け
．
知
ら
ぬ
字
を
敢
へ
て
戴
く
な
ざ
と
は
あ
ま
b
期
待

す
べ
き
こ
さ
A

も
思
は
な
か
っ
た
が
、
然
し
小
生
の
訓
詰

癖
'
y
J

質
問
病
と
は
い
つ
の
ま
に
か
先
生
を
字
引
教
師
の
や

う
に
待
遇
し
だ
し
た
、
先
生
の
寛
大
な
る
之
に
到
し
て
少

し
も
御
厭
ひ
な
く
、
寺
小
屋
の
師
匠
が
「
い
ろ
は
」
を
数

へ
る
に
も
増
し
た
御
面
倒
を
御
覧
下
さ
つ
た
の
で
あ
る
、

此
無
逮
慮
は
定
日
講
義
の
筵
に
於
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、

登
逹
に
終
始
盤
さ
れ
た
先
生
、
今
や
な
し
°
先
生
を
慕

ふ
心
は
甚
だ
切
で
あ
る
0

せ
め
て
博
士
論
文
北
宋
五
子

哲
學
の
速
か
に
公
刊
さ
れ
る

H
↓
ぜ
待
ち
た
い
。

主
に
上
記
日
曜
朝
講
後
の
學
習
に
於
て
行
は
れ
た
、
御

蔭
様
で
多
少
讀
書
力
が
付
い
た
様
な
氣
が
し
は
じ
め
る

ざ
、
少
し
書
物
を
讀
ん
で
見
る
氣
が
起
り
、
害
物
を
少

し
手
に
掛
け
る
ご
道
を
知
る
に
於
て
多
少
の
利
盆
は
あ

っ
た
と
確
信
す
る
、
小
生
が
先
生
ょ
b
受
け
た
る
大
な

る
賜
さ
い
ふ
の
は
此
「
字
を
放
は
つ
た
こ
さ
」
で
あ
る
、

固
よ

b
先
生
の
全
人
格
的
御
放
育
を
受
け
る
こ
こ
に
よ

b
て
大
に
盆
す
る
所
が
あ
っ
た
こ
ご
は
今
更
言
ふ
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
先
生
が
字
引
敢
師
に
為
つ
て

小

松

熊

之

助 ―1
0
 




