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府
に

懐

徳

堂

の

沿

革

の
剖
立
に
つ
い
て
み
る
と
そ
の
前
身

た
こ
と
は
、

ざ
る
勢
力
が
あ
っ
た
。ま

こ
と
に
誇
る
に

和
漠
の

大
阪

あ
る
。

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

肥
前
に
東
原
席
舎
が
あ
る
が
、

が
あ
っ
た
。
學
校
剖
立
の
年
月
に
お
い

な
か
っ
た
と
は
い
え
、
大
阪
の
文
敦
を
維
持
す
る

の
都
會
で
あ
る
が
、

魯
懐
徳
堂
の
略
史

懐

徳

堂

の

沿

革

ょ

の
大
阪
に
起
り
、
久
し
き
に
わ
た
っ
て
倫
常
の
道
の
究
明
に

い
も
の
と
し
て
は
、
長
崎
に

こ?u`
 

い
ま
漠
文
學
研
究
の
方
面
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

に
入
門
し
て
か
ら
、

の
開
け
た
の
も
古
く
、
町
人
文
學
の
隆
盛
は
天
下
に
比
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ち
ろ
ん
、
院
本
、
小
説
、
俳
諧
、
狂
歌
に
至
る
ま
で
、
そ
の
範
園
は
廣
く
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
り
、
侮
る
べ
か
ら

・
荻
生
祖
棟
・
山
崎
閻
齋
な
ど
の
各
派
の
學
問
が
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
混
沌
祉
そ
の
他
は
暫
ら
く
お
き
、

は
質
に
享
保
九
年
（
一
七
二
四
年
・
八
代
将
軍
吉
哀
）
に
創
立
さ
れ
、
明
治
維
新
の
際
に
麿
絶
さ
れ
る
ま
で
、
時

中
井
竹
山
、
履
軒
に
盛
と
な
り
、
そ
の
學
派
の
分
布
に
お
い
て
、

の
久
し
き
に
わ
た
っ
た
。
―
―

ま
た
そ
の
勢
力
の
盛
な
る
こ
と
に
お
い
て
、

の
同
門
の

岡
山
に
閑
谷
例
あ
り
、

の i ） ヽ

主
と
な
り
、
混
沌
祉
が
従
の
位
置
に
あ
り
、
＇
伊
藤



こ。
ふー

ーニ：

j

の
報
ら
せ
を
得
て
、
諸
同
志
に
相
談
し
た
と
こ
ろ

「
も
し
官
許
を
得
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
在
建
て
て
い
る
懐
徳
堂

時
の
将
軍
は
八
代
吉
宗
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
と
き
近
臣
に
向
っ
て

に
敦
授
す
る
よ
う
請
う
た
。

之）

の

の

の
語
よ
り
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
十
一
月
、

に
劉
し
て
、
平
野
か
ら
蹄
っ
て
こ
こ
に
住
み
、

こ
よ
り

,＂̀ せ、

恨

徳

堂

要

覧

多
松
堂
と
名
、
つ
け

の
場
所
と
し
た
。

一
丁
目
に
あ
っ
た

亨
保
四
年
（

松
堂
も
頁
彿
わ
れ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
備
前
屋
吉
兵
術
・
鴻
池
又
四
郎
な
ど
も
入
門
し
、
學
徒
も
次
第
に
増
加
し
た
。

（
吉
田
盈
枝
）
．
又
四
郎
（
山
中
宗
古
）
の
、

北
側
（
今
橋
四
丁
日
、
日
本
生
命
本
祉
）
に
あ
っ
た
吉
左
衛
門
の
隠
居
宅
に
定
め
、

保
九
年
(
-
七
二
四
）
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
講
舎
は
表
口
六
間
半
、
奥
行
二
十
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
懐
徳
堂
と
名
づ
け
た
の
は
、

「
京
大
阪
に
も
學
問
所
の
よ
う
な
も
の
を
設
け
、
忠
孝
の
筋

を
説
き
聞
か
せ
た
い
も
の
で
あ
る
が
、
誰
か
願
い
出
る
者
は
な
い
か
」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
大
島
近
江
守
は
、

城
中
よ
り
蹄
宅
し
て
父
の
古
心
に
告
げ
た
が
、
古
心
は
こ
れ
を
親
し
い
間
柄
の
三
輪
執
齋
に
語
り
、
誰
か
心
常
り
は
な
い
か
と
問
ぅ

「
大
阪
に
は
三
宅
石
奄
が
あ
り
、
人
々
そ
の
徳
に
服
し
て
い
る
が
、

い
」
と
答
え
、
右
の
趣
き
を
執
齋
か
ら
、

ふ
た
た
び
こ
こ
に
講
舎
を
立
て
た
。

か
よ
う
な
こ
と
を
願
出
る
か
ど
う
か
は
確
か
で
な

か
ね
て
知
合
い
の
門
人
梵
造
に
文
通
し
た
。

も
末
永
く
維
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
老
師
石
他
の
逍
跡
も
永
遠
に
個
わ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

の
至
り
で
あ
る
」
と
衆
議
一
決

郎
右
術
門
の
隠
居
屋
敷
に
借
宅
し
た
の
で
、

）
れ
は
正
徳
三
年
(
-
七
―
―
―
-
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、

這
明
寺
屋
吉
左
衛
門
・
舟
橋
屋
四
郎
左
術
門
ら
と
謀
り
、

敷
年
の
の
ち

七
一
九
）
に
多

た
ま
た
ま
大

火
に
あ
っ
て
石
疱
が
平
野
に
立
退
い
た
た
め
に
、
前
記
の
武
右
術
門
（
中
村
睦
峰
）
•
吉
左
個
門
（
富
永
芳
春
）
•
四
郎
左
術
門
（
長
崎
克

い
わ
ゆ
る
五
同
志
は
、
諸
同
志
と
謀
っ
て
、
災
後
の
地
を
尼
ヶ
崎
町
一
丁
目

て
今
の
安
土
町
二
丁
目
北
側
に
宅
を
買
う
て



徳

た
と
い
わ
れ
る
。

が
ヽ

十

こ
と
に
な
っ
た
。

れ
て
助
敦
と
な
り
、

の
沿 日

講

七
）
の
四
月
に
東
へ
蹄
り
、

の
春
に
止
め
た
の
で
、
井
上
赤
水
一
人
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
隔
日
の
講
に
改
め
、
従
来
主
と
し

し
て
い
た
梵
危
も
、
専
ら
講
説
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
輪
執
齋
は

人
で
あ
る
か
ら
、
京
都
か
ら
大
阪
に
来
た
際
に
臨
時
の
講
を
開
い
た
。
石
疱
の
没
後
に
は
、
伊
藤
東
涯
を
も
招
請
し
て
講
筵
を
開
い

つ
い
で
蘭
洲
も
東
遊
の
途
に
つ
い
た
。

の
親
友
で
あ
り
、
懐
徳
堂
剖
立
の
動
機
を
作
っ
た

さ
れ
、
直
ち
に
普
請
に
取
り
か
か
り
、
同
年
八
月
に
落
成
し
た
。

は
最
初
よ
り
し
て
敷
地
は
恩
賜
、
維
持
は
義
金
と
い
う
一
種
の
公
立
の
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

主
と
し
、
梵
蓮
を
推
し
て
學
問
所
預
人
と
し
た
。
石
地
は
以
前
か
ら
學
校
に
居
住
し
て
い
た
が
、
以
後
は
笠
惹
も
堂
内
に
居
住
す
る

學
問
所
の
普
請
は
八
月
に
完
成
し
た
が
、
石
造
が
始
め
て
論
語
の
講
席
を
開
い
た
の
は
、
十
月
五
日
で
あ
る
。
五
井
蘭
洲
が
召
か

こ
の
た
め
石
逓
も
享
保
十
二

の
事
務
を
管
理

か
ら
日
講
を
手
他
っ
た

こ。t
 

つ

並
河
誠
所
、
井
上
赤
水
も
一
時
講
を
助
け
た
の
で
あ
る
が
、

誠
所
は
享
保
十

（
一
七
二

一
同
は
石
危
を
推
し

の
骰
用
は
五
同
志
以
下
の
義
金
に
よ
る
。

か
よ
う
な
わ
け
で

猫
府
の
官
學
た

年
後
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
嘗
時
の
懐
徳
堂
の
東
隣
に
あ
っ
た
尼
崎
屋
の
持
地
の
表
口
直
間
、
裏
行
二
十
間
を
申
請
し
て
、
こ
れ
も
許

れ
は
享
保
十
一
年
(
-
七
二
六
）
七
月
の
こ
と
で
あ
り
、

の
創
立
の
元
腺

＾ 六
九
0
)
よ
り
三
十
七

「
願
意
は
聞
届
け
ら
れ
た
が
、
學
校
地
は
諮

こ
ミ
、

し
↑
力

へ、

こ
れ
を
老
師
に
告
げ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
許
可
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
梵
碓
が
専
ら
事
に
嘗
っ
て
江
戸
大
阪
の
間
を
奔
走
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
筋
の
注
齊
心
も
あ
っ
て
、

は
大
阪
に
お
い
て
差
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、

や
が
て
町
奉
行
よ

し
ば
ら
く
秘
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
」

役
を
免
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
學
問
所
を
隆
盛
に
し
、
永
く
衰
退
を
束
た
さ
ぬ
よ
う
勤
め
よ
」
と
い
う
申
渡
し
が
あ
っ
た
。
こ



後
有
レ
故
侮
月
之
會
は
十
六
日
に
改
む
。

一
、
日
諧
の
書
は
、

四
書
、
雷
紐
、
詩
紐
、
春
秋
胡
側
、
小
學
、
近
思
録

と
あ
る
。
そ
し
て
創
學
嘗
初
の
数
科
に
闘
し
て
は
、
懐
徳
堂
内
事
記
に
、

午
十
月

以

上

懐

悠

堂

要

壺

懐
徳
営
の
玄
闘
に
か
け
た

大
阪
町
人
の
事
情
を
参
酌
す
る
こ
と
と
に
、
意
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
文
に

一
、
學
問
は
忠
孝
を
盛
し
職
業
を
勤
む
る
等
之
上
に
有
之
事
に
て
候
、
講
繹
も
唯
右
之
趣
を
説
す
す
む
る
義
に
候
へ
ば
、
書
物
不
レ

一
、
始
め
て
出
席
之
方
は
、
中
井
忠
蔵
（
梵
竜
を
い
う
）
迄
其
断
可
レ
有
レ
之
候
事
。

但
し
忠
蔵
他
行
之
節
者
、
支
配
人
道
明
寺
屋
新
助
迄
案
内
可
レ
有
レ
之
候
。

學
問
所
行
司

一
、
毎
月
墓
、
同
志
會
合
、
老
先
生
象
山
集
要
之
講
、
右
者
毎
年
正
月
十
五
日
初
會
に
て
、
同
志
中
燕
集
、
老
先
生
初
講
有
レ
之
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
日
講
の
書
は
い
ず
れ
も
程
朱
の
學
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
石
弛
の
正
月
初
諧
お
よ
び
毎
月
の
講
繹
は
陸
子
の

但
講
繹
始
り
候
後
出
席
候
は
ゞ
、
其
差
別
有
之
ま
じ
く
候
。

一
、
武
家
方
は
可
レ
為

1

一
上
座
―
事
。

但
不
レ
叶
用
事
出
束
候
は
ゞ
、
講
繹
半
に
も
退
出
可
レ
有
レ
之
候
。

持
人
も
聴
聞
く
る
し
か
る
ま
じ
く
候
事
。

定

石
能
が
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
十
月
に
、

ヶ
條
は
、

庶
民
敦
育
に
重
き
を
お
く
こ
と
と
、

四



賃
銀
な
ど
は
問
う
所
で
な
い
」
と
い
い
、
手
を
揃
え
て
夜
を
日

し
て
い
た
こ
と
と
て
、

そ
の
う
ち
創
學
二
十
除
年
を
紐
て
、

な
っ
た
。

の

切
を
梵
遊

い
學
者
を
招
聘
す
る
よ
り
も
、

に-

志
を
逹
し
た
。
そ
の
上
、

學
で
あ
る
。
要
す
る
に
最
初
の
懐
徳
堂
は
朱
陸
併
用
で
あ
り
、
外
朱
内
王
で
あ
っ
た
。

古
を
講
ず
る
こ
と
や
、
或
は
表
立
っ
て
詩
文
を
講
ず
る
こ
と
は
、
定
約
に
よ
っ
て
禁
じ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

七
三

0
)
七
月
に
病
歿
し
た
。

學
主
と
な
り
、
學
問
所
預
人
の
名
義
を
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
梵
奄
は
質
に
懐
徳
堂
創
立
の
功
努
者
で
あ
る
。
創
學
を
願
立
て

る
た
め
に
徒
歩
で
江
戸
に
往
復
す
る
こ
と
前
後
六
回
、
中
ご
ろ
江
戸
で
大
患
に

人
と
協
議
し
、

工
た
ち
に
向
っ
て
、

を
完
成
さ
せ
、懐

徳
堂
の
沿
革

の
高
弟
と
し
て
學
徳
共
に
長
じ
た
者
と
し
て
、

五

の
後
を
歳
承
さ
せ
た
の
は
、
情
理
か
ら
い
っ
て
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
中
井
・

の
二
家
は
、
そ
の
宅
を
入
れ
易
え
て
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
初
め
石
遊
と
党
雑
と
が
共
に
堂
中
に
住
ん
で
い
た
頃
は
、

分
の
か
た
ち
で
、
普
請
造
作
や
賄
方
ま
で
も
一
切
五
同
志
が
引
受
け
た
の
で
あ
る
が
、

に
減
り
、
萬
事
も
と
の
よ
う
に
な
ら
な
く
な
っ
た
た
め
、
梵
惹
は
五
同
志
の
中
で
残
っ
た
富
永
芳
春
、
吉
田
盈
枝
、
山
中
宗
古
の
三

人
で
引
受
け
る
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
懐
徳
堂
維
持
の
制
度
は
一

っ
て
仕
事
に
つ
き
、

て
維
持
し
難
く
な
っ
た
の
で
、
梵
荒
は
心
を
決
し
て
新
築
を
思
い
立
ち
、
大

の
余
裕
が
で
き
る
の
を
待
っ
て
工
事
を
起
し
た
の
で
は
、
自
分
の
存
命
も
覺
束
な
い
。

の
ち
五
年
を
期
限
と
し
て
追
々
に
支
彿
う
こ
と
に
し
た
い
」
と
告
げ
た
と
こ
ろ
、
大
工
た
ち
は
登
竜
の
人
格
に
心
服

「
學
校
は
後
世
の
模
範
で
あ
る
か
ら
、
堅
固
に
す
る
こ
と
は
我
等
の
面
目
で
あ
る
。

僅
々
十
餘
人
の
大
工
で
あ
っ
た
の
に
、

賓
暦
元
年
(
-
七

J

と
に

の
代
に
な
っ
て
か
ら
は
世
話
人
が
大
い

い
ず
れ
も
客

に
及
ぶ
も
の
は
な
い
。
思
想
傾
向
の
同
じ
く
な

っ
た
け
れ
ど
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
そ
の

石
惹
は
恨
徳
堂
創
立
後
、
僅
か
に
四
年
後
の
享
保
十
五
年
（

石
楚
の
歿
後
、
甍
竜
が
懐
徳
堂
の

よ
び
道
義
の
書
に
励
し
な
い
雑



に
お
い
て
常
に
助
敦
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
、

っ
た
。
世
の
懐
徳
堂
を
説
く
者
は
、
重
き
を
石
他
と
発
楚
と
に

い
て
、
蘭
洲
の
功
績
を
知
る
者
は
稀
れ
で
あ
る
。
薗
洲
は
懐
徳
堂

で
閾
洲
は
住
居
を
蹄
阪
後
五
年
の
寛
保
三
年
（

悛

徳

堂

要

覧

五
一
）
の
正
月
に
始
ま
り
、
六
月
に
は
普
請
が
完
成
し
た
の
で
、

る
。
こ
こ
に
お
い
て
堂
舎
―

S

新
し
て
、
見
ち
が
え
る
ほ
ど
の
牡
観
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ぬ
寄
附
を
し
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、

梵
砲
歿
後
の
學
主
と
し
て
は
、

し
か
も
節
省
倹
約
し
た
結
果
、

工
費

敷
百
金
を
期
限
通
り
に
支
彿
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
大
土
木
工
事
が
完
成
し
た
の
は
、
鴻
池
又
四
郎
の
よ
う
な
篤
志
家
が
少
か
ら

し
か
し
梵
惹
の
篤
志
と
才
能
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
質
現
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
認
苑
が
大
阪
の
文
敦
を
神
盆
し
た
功
績
は
決
し
て
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
梵
惹
が
徳
性
を
重
ん
じ
、
質
賤
を
尊
ん
だ
こ

と
は
以
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
著
述
は
そ
の
好
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
賓
暦
八
年
(
-
七
五
八
）
六
月
に
歿
し
た
。
二
男

五
井
蘭
洲
を
推
す
の
が
常
然
で
あ
っ
た
。
閾
洲
は
大
阪
に
生
ま
れ
、
甍
惹
は
そ
の
唯
一
の
盆
友
で

あ
る
。
懐
徳
堂
創
立
の
初
め
、
講
師
を
求
め
る
に
嘗
り
、
整
惹
は
「
蘭
洲
が
承
諾
し
な
け
れ
ば
、
書
院
は
な
い
に
も
等
し
い
」
と
説

い
た
の
で
、
蘭
洲
も
講
師
を
承
諾
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
講
を
開
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
蘭
洲
は
江
戸
に
遊
ぶ
こ
と

十
除
年
に
し
て
大
阪
に
蹄
っ
た
が
、
整
惹
は
病
氣
が
ち
で
日
講
も
絶
々
の
有
様
で
あ
っ
た
の
で
、
蘭
洲
は
徐
々
に
學
規
の
振
興
を
説

き
、
梵
砲
も
ま
た
喜
ん
で
敦
授
を
助
け
る
こ
と
を
請
い
、

ふ
た
た
び
懐
徳
堂
に
助
敦
と
し
て
紐
書
を
講
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ

七
四
三
）
九
月
に
堂
中
へ
移
し
た
。
し
か
し
閾
洲
は
年
す
で
に
老
い
、
そ
の
う
え
表

面
に
立
つ
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
の
で
、
三
宅
春
槻
が
先
師
石
惹
の
子
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
學
主
と
な
り
、
中
井
竹
山
が
預
人
と
な

一
た
び
も
學
主
や
預
人
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
懐
徳
堂
の
教
育
に
闊
し
、
或

は
ま
た
大
阪
文
學
の
根
祗
を
養
っ
た
こ
と
に
闊
し
て
は
、
そ
の
功
績
は
却
っ
て
石
造
や
梵
苑
の
上
に
あ
る
。

が
あ
り
、
長
は
竹
山
、
次
は
履
軒
で
あ
る
。

人
み
な
そ
の
紳
速
に
驚
い
た
と
い
う
。

甍
粧
は
時
に
年
六
十
で
あ

六



ヽ

の
書
而
己
講
談
い
た
し
、
他
の

一
切
無
用
と
申
義
に
候
へ
共
、
餘
力
に

あ
る
人
を
招
請
し
て
講
談
を
依
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
次
の
一
條
が
あ
る
。

七

は
敦
尊
を
司
り
、

入
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
闇
洲
が
江
戸
か
ら
蹄
っ
た
の
ち
、
尼
ヶ
崎
町
の

聴
講
さ
せ
ら
れ
て
は
如
何
と
の
申
込
み
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
歯
洲
の
意
見
で
、
町
内
だ
け
は
無
緑
の
人
で
も
差
支
え
が
な
い
こ
と
に

定
め
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
懐
徳
堂
の
講
義
は
半
公
開
の
か
た
ち
と
な
っ
た
。
次
に
席
順
の
こ
と
で
あ
る
が
、
最
初
の

但
し
大
人
小
子
の
僻
は
可
レ
有
レ
之
候
、
座
席
は
新
似
長
幼
學
術
の
浅
深
を
以
て
面
々
可
レ
被
レ
致
一
碓
蓋
竺
候

人
を
求
め
難
く
て
、

そ
の

に
相
應
の
人
が
あ
れ
ば
、
相
績
し
て
も
差
支
え
が
な
い
こ
と
に
改
め
た
。
ま
た
佑
約
で
は
、

預
人
（
公
務
）
、
支
配
人
（
町
役
）
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
支
配
人
は
無
用
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

預
人
は
公
務
を
引
受
け
る
こ
と
と
し
、
學
主
預
人
を
兼
ね
る
を
許
さ
な
い
こ
と
に
改
め
た
。
さ
ら
に
講
師
・
助
講
を
記
し
て
、

も
心
懸
候
人
へ
、
内
證
に
て
講
じ
聞
せ
、
或
は
會
讀
に
い
た
し
、
或
は
詩
會
文
會
等
致
候
事
は
格
別
の
義
と
存
候
、
萬
年
も

内
證
に
て
習
書
詩
集
等
講
じ
聞
せ
候
事
も
有
之
候
、
但
し
表
向
の
講
談
に
致
間
敷
事
は
定
約
の
通
可
レ
為
二
勿
論
一
候

懐
徳
堂
の
沿
革

徳
堂
附
記
で
あ
る
。
菊
約
定
で
は
、

の
任
は
父
子
相
絞
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
附
記
で
は
、

の
死
後
、

の
特
色
を
見
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
次
に
注
目
し
て
よ
い
の
は
、

ヘ

七
五
八
）
八
月
の
、
蘭
洲
ら
が
連
署
す
る
懐

と
改
め
、
階
級
制
度
の

で
あ
っ
た
時
代
に
學
間
上
は
費
賤
貧
富
の
差
別
を
認
め
ず
、

の
思
想
を
表
明
し
た
の
は
、

ヽ

の
交
は
貴
賤
貧
富
を
論
ぜ
ず
、
可
レ
為
―
―
同
輩

家
方
は
上
座
た
る
べ
き
事
と
あ
っ
た
の
を
、

に
は
武

の
川
井
立
牧
か
ら
、
無
緑
の
人
に
も

閲
洲
は
紐
魯
を
學
徒
に
講
ず
る
こ
と

十
年
に
及
ん
だ
。
初
め
石
疱
が
堂
規
を
掲
げ
た
と
き
は
、
無
緑
の
人
が
み
だ
り
に
講
席
に



が
、
す
で
に
鬱
然
と
し
て
一
家
を
成
し
て
い
た
の
は
、

所
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
閲
洲
は
賓
暦
十
二
年
（

慨

徳

堂

要

覺

一
年
九
月
以
後
、
竹
山
は
二
七
の
朝
講
を

ま
こ
と
に
蘭
洲
の
恩
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

想
約
で
は
人
寄
せ
の
た
め
に
詩
文
を
講
ず
る
こ
と
を
禁
じ
、
従
束
の
懐
徳
堂
は
灌
學
を
主
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
風
敦
を
正
し
く
す

る
こ
と
を
、
期
し
て
い
た
の
で
、
観
る
べ
き
文
華
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
蘭
洲
に
な
っ
て
か
ら
は
學
力
の
根
祗
も
深
く
、
詩
文

に
も
長
じ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
華
質
を
共
に
兼
ね
よ
う
と
し
て
學
規
を
改
め
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
懐
徳
堂
の
學
風
の
一
愛
と
言

え
よ
う
。
他
日
、
竹
山
や
履
軒
な
ど
の
紐
學
文
章
が
盛
大
を
極
め
て
、
海
内
の
欽
仰
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
由
束
す
る
"

七
六
二
）
三
月
、
、
歿
し
た
。
時
に
竹
山
は
三
十
四
、
履
軒
は
三
十
一
で
あ
っ
た

こ
れ
よ
り
さ
き
賓
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
八
月
、
三
宅
春
櫻
は
大
學
の
講
義
を
開
い
た
が
、
同
じ
く
九
年
に
蘭
洲
が
中
風
に
罹
っ
た

の
で
、
代
っ
て
易
他
を
講
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
井
竹
山
は
預
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
専
職
は
公
務
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

の
春
槻
が
病
身
で
あ
っ
た
た
め
に
、
臨
時
に
易
偲
の
助
講
を
し
ば
し
ば
勤
め
た
。

引
受
け
、
そ
の
後
蘭
洲
も
物
故
し
た
か
ら
、
預
人
を
以
て
敦
授
を
兼
ね
、
近
思
録
そ
の
他
の
諸
書
を
講
じ
た
と
い
う
。
春
櫻
ほ
學
主

た
る
こ
と
二
十
五
年
で
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
十
月
に
歿
し
た
。
春
槻
の
歿
後
、
竹
山
は
代
っ
て
學
主
と
な
り
、
預
人
を
兼
ね
た
。

春
棲
が
學
主
で
あ
っ
た
間
は
、
竹
山
は
預
人
で
あ
り
、
後
輩
で
あ
っ
た
た
め
に
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
ず
、
敦
授
の
傍
ら
著
述
に
従
事
し

て
儒
法
を
守
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
學
校
建
立
の
趣
旨
に
立
ち
返
り
、
儒
風
を
振
興
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
諸
同
志
も
そ
の

意
見
に
従
っ
た
。
竹
山
は
學
問
の
宗
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ま
づ
白
鹿
洞
學
規
を
巨
板
に
新
刻
し
、
開
講
の
日
に
こ
れ
を
講

堂
の
棚
上
に
掲
示
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
程
朱
の
學
を
標
榜
し
た
。
こ
れ
よ
り
二
七
の
朝
講
ぱ
尚
書
、
夜
講
は
近
思
録
を
講
義
し
、

そ
の
他
に
伊
洛
淵
源
録
の
會
談
を
行
い
、
大
學
を
開
講
し
、
左
側
の
會
讀
を
始
め
、
さ
ら
に
詩
會
を
も
開
く
こ
と
に
な
り
、
朔
日
お

よ
び
十
五
日
の
休
日
の
外
は
、
間
断
な
く
學
課
を
督
勘
し
た
か
ら
、
積
弊
一
洗
し
て
學
風
大
い
に
振
い
、
生
徒
の
學
業
も
日
に
進
み
、

J¥ 



懐
徳
堂
の
沿
革

で
、
學
校
預
人
の
名
義
を
蕉
園
に
調
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

9ヽ

し
カ

九

寛
政
八
年
（

の
蕉
固
の
天
才
が
人
に
絶
し

る
。
思
う

は
や
は
り
竹
山

に
よ
る
も
の
で
あ

始
め
、
次
に
門
塀
、
次
に

て、

の
校
舎
再
築
は
出
束
難
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
窟
政
七
年
（
一
七
九
五
）
八
月
、

々
三
百
雨
の
補
助
に
過
ぎ
な
か

て
二
通
を
差
出
し
た
。

し
か

に
わ
た

に
添
地
を
願
い
、

枚
と
、
聖
廟
な
ど
は
取
り
止
め
て
、
元
の
敷

何
の
事
も
な
か
っ
た
が
、

筑
政
四
年
(
-
七
九
二
）
五
月
、
大
火
の
た
め
に
懐
徳
堂
も
全
部
類
燒
し
、
主
要
な
同
志
も
火
災
に
罹
ら
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

こ
の
機
會
に
學
校
を
撒
張
し
よ
う
と
思
い
、
城
代
の
堀
田
侯
に
内
願
し
、
堀
田
侯
の
成
晶
同
を
得
て
、
柴
翁
公
お
よ
び
松
平
和
泉
守
、

堀
田
相
模
守
な
ど
に
出
入
し

ま
ず
大
阪
に
蹄
り
表
立
ち
て

地
の
ま
ま
で
、
講
堂
・
學
寮
な
ど
を
増
建
す
る
こ
と
を
豫
定
し

っ
た
。
所
詮
、

の
再
典
を
願
出
た
と
こ
ろ
、

東
西
房
に
及
び
、

の
前
例
も
あ
る
こ
と
と
て
、
公
儀
普
請
を
願
う
の
ほ
か
な
く
、

い
ず
れ
も
也
交
の
諸
侯
で
あ
っ
た
か
ら
願
惑
を
聞
き
お
か
れ
、

に
願
出
で
よ
と
の
沙
汰
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
直
ち
に
町
奉
行
に
願
出
で
た
と
こ
ろ
、
こ
の
年
は

し
と
あ
っ
た
。

・
拝
殿
・
文
庫
・
敦
授
住
宅
な
ど
の
建
築
を
豫
定
し

一
枚
と
の
、

よ
っ

っ
て
見
積
り
の
愛
更
を
命
ぜ
ら
れ
、
減
額
に
減
額
を
重
ね
た
末
、
哀
願
に
よ
っ
て
得
た
も
の
は
、

に
及
ん
だ
の
に
、
公
金
三
百
雨
の
外
は
、
同
志
門
人
の
慟
き
に
よ
り
滞
り
な
く
惰
ん
だ
の
は
、
竹
山

の
賓
暦
度
の
講
舎
改
築
と
な
ら
ん
で
永
く
銘
記
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

七
九
六
）
に
學
校
再
建
が
成
就
し
て
、
竹
山
の
志
が
成
る
と
と
も
に
、

大
い
に
進
ん
だ
の
で
、
翌
九
年
八
月
を
以
て
竹
山
は
隠
退
を
告
げ
、
蕉
園
に
家
名
を
相
禎
さ
せ
た
。
も
っ

し
、
ま
ず
學
校
よ
り

（
一
八
0
三
）
八
月
に
逝
き
、
竹
山
も
ま

竹
山
の
生
涯
を
か
け
て
の
念
願
は
學
校
の
再
建
で
あ
る
。

隆
盛
を
一
世
に
謳
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

の
元
の
敷
地
ニ

十
坪
の
上

か
つ



懐

徳

堂

要

覧

病
歿
の
翌
年
で
あ
る
享
保
四
年
、
郎
ち
文
化
元
年
(
-
八

0
四
）
二
月
に
懐
徳
堂
の
正
寝
に
お
い
て
歿
し
た
。
そ
の
逍
言
に
よ
り
竹
山

の
弟
で
、
和
泉
町
の
水
哉
館
に
あ
っ
た
履
軒
が
、
月
々
の
四
九
の
講
席
だ
け
を
受
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
再
び
履
軒
と
懐
徳

堂
と
の
闊
係
を
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
元
来
、
履
軒
も
竹
山
と
同
じ
く
幼
い
時
か
ら
懐
徳
堂
に
育
っ
た
の
で
あ
る
け

校
の
世
話
を
し
た
が
、

し
か
し
履
軒
は
も
と
も
と
永
哉
館
を
本
披
と
し
て
獨
立
し
て
い
た
の
で
、
文
化
元
年
に
竹
山
が
逝
去
す
る
ま

で
の
三
十
六
七
年
間
は
、
懐
徳
堂
に
は
全
く
闘
係
し
な
か
っ
た
。
履
軒
の
懐
徳
堂
に
お
け
る
講
紐
が
何
年
ま
で
搬
紹
し
た
か
、
記
録

は
な
い
。
要
す
る
に
懐
徳
堂
は
、
竹
山
死
し
て
も
履
軒
が
厳
然
と
し
て
存
し
て
い
た
間
は
、
江
戸
の
昌
平
燥
と
劉
峙
し
て
闊
西
唯
一

の
學
府
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。

竹
山
歿
後
の
懐
徳
堂
は
、
別
に
學
主
を
置
か
な
い
で
、
預
人
と
敦
授
と
か
ら
成
り
、
敦
授
は
履
軒
で
あ
っ
た
が
、
預
人
兼
敦
授
で

あ
っ
た
の
は
竹
山
の
第
七
子
の
碩
果
で
あ
っ
た
。
竹
山
や
履
軒
の
盛
時
を
梱
い
で
、
懐
徳
堂
の
名
聾
を
赫
々
た
ら
し
め
る
こ
と
は
、

何
人
も
困
難
を
免
れ
な
い
。
中
井
碩
果
は
、
こ
の
困
難
な
時
代
の
抵
承
者
と
な
っ
た
の
で
、
家
學
を
謹
み
守
り
、
既
成
の
業
を
保
持

す
る
こ
と
に
務
め
、
自
ら
を
高
く
持
し
て
四
方
の
俗
儒
と
交
遊
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
懐
徳
堂
の
學
風
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
ま
た

一
褻
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

文
政
八
年
(
-
八
二
五
）
六
月
に
は
、
懐
徳
堂
が
幕
府
の
官
許
を
得
た
創
學

百
年
に
嘗
る
の
で
、
そ
の
旨
を
居
出
た
と
こ
ろ
、
町

奉
行
よ
り
、
緒
を
承
け
る
こ
と
永
く
し
て
先
業
を
失
墜
し
な
か
っ
た
こ
と
を
賞
し
、
こ
れ
を
賂
来
に
偲
え
て
永
世
褻
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
戒
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
碩
果
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
0
)
三
月
、
病
歿
し
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
甥
の
並
河
寒
泉
を
養

う
て
嗣
と
し
、
碩
果
は
数
授
、
寒
泉
は
學
校
預
人
と
な
っ
た
が
、

れ
ど
も
、

の
ち
寒
泉
が
本
姓
に
復
し
た
の
で
、

さ
ら
に
従
弟
柚
園
の
子
桐
園

男
の
こ
と
と
て
牡
年
の
時
代
は
表
面
學
校
の
事
に
携
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
竹
山
の
不
在
中
は
一
時
的
に
學

゜



四
）
を
去
る
こ
と
百
四
十
六
年
で
あ
る
。

（
西
村
時
彦
氏
懐
徳
堂
考
に
よ
る
）

た
の
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
二
月
で
あ
り
、

時
康
絶
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。

懐
徳
堂
創
立
の
享
保
九
年
(
-
七

の
挽
回
し
が
た
い
の
を
知
り
、
校
門
を
閉
し

る。

）
の
頃
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

明
治
元
年
に
山
階
宮
見
親
王
が
懐
徳
堂
に
束
臨
さ
れ
た
こ
と
で
あ

を
養
嗣
と
し
た
。
碩
果
の
歿
後
は
、
桐
園
は
學
校
預
人
と
な
り
、
寒
泉
は
敦
授
と
な
っ
た
。

寒
泉
と
桐
園
と
が
懐
徳
堂
を
管
理
し
た
の
は
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
0
)
よ
り
、
明
治
二
年
（

る
。
寒
泉
の
學
問
は
、
専
ら
程
朱
を
尊
奉
し
て
多
岐
に
渉
ら
ず
、
門
下
生
に
は
紐
史
の
兼
習
を
課
し
、
諸
子
の
學
を
好
ま
な
か
っ
た
。

ま
た
質
學
質
行
を

採
る
よ
う
に
な
り
、

に
敦
授
を
始
め
た
。

し
、
文
華
に
走
り
徳
行
に
疎
遠
に
な
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
要
す
る
に
、
碩
果
の
時
か
ら
閉
鎖
退
嬰
の
方
針
を

・
桐
園
み
な
そ
の
風
を
守
り
、
學
校
の
中
に
割
披
す
る
か
た
ち
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
竹
山
時
代
の

懐
徳
堂
が
大
學
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
に
封
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
名
質
共
に
一
郷
校
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
歴
代
側
え
ら
れ
た
儒
學
の
業
を
網
承
し
、
學
風
の
純
粋
を
期
し
て
、
人
々
に

し
め
た
の
は
、
世
道
人
心
に
少
か
ら
ず
稗
盆
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
懐
徳
堂
の
最
後
を
飾
る
事
業
と
し
て
、
寒
泉
・
桐
園

が
力
を
盛
し
た
の
は
、
文
庫
の
建
築
、
逸
史
の
出
版
、
聖
廟
の
創
建
な
ど
の
企
て
で
あ
っ
た
。
伏
見
鳥
羽
の
戦
が
あ
っ
て
、
大
阪
も

人
心
愉
々
た
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
懐
徳
堂
も
一
時
休
業
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

王
政
維
新
の
後
は
、
學
問
上
に
も
大
影
響
が
あ
っ
て
、
新
し
き
を
尊
び
古
き
を
厭
う
時
代
の
傾
向
は
、

た
ら
し
た
。
懐
徳
堂
も
門
前
の
雀
羅
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
は

恨
徳
堂
の
沿
革

こ、”>．

こ
こ

の
在
る
所
を
知
ら
し
め
、
蹄
趨
す
る
所
あ
ら

や
が
て
騒
胤
も
静
ま
っ
た
の
で
、
以
前
の
よ
う

や
が

の
天
下
を
も

八
六
九
）
に
至
る
三
十
年
間
で
あ



文
會
の
私
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
大
阪
府
敦
育
會
は
も
ち
ろ
ん
、
懐
徳
堂
に
縁
故
の
深
い
鴻
池
善
右
術
門
氏
、
住
友
吉
左
術
門
氏

を
初
め
と
し
て
、
同
志
の
紳
士
に
装
起
人
と
な
る
こ
と
を
請
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
同
年
九
月
、
西
村
時

彦
氏
は
會
の
決
議
を
も
た
ら
し
て
歴
訪
勧
誘
し
た
と
こ
ろ
、

え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
互
選
に
よ
り
、
住
友
吉
左
術
門
氏
を
會
頭
に
、
小
山
健
三
氏
を
謂
會
頭
に
推
し
、
會
則
を
定
め
、
會
名
を
懐
徳
堂
記
念
會
と
し

ま、.I 

懐

偲

堂

要

覧

懐
徳
堂
の
學
徒
離
散
し
、
絃
誦
の
聟
を
絶
つ
こ
と
四
十
年
に
し
て
、
こ
こ
に
ま
た
復
興
の
機
運
が
開
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

端
緒
は
大
阪
人
文
會
に
装
す
る
。
人
文
會
は
前
大
阪
府
立
圃
書
館
長
今
井
貫
一
氏
の
首
唱
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
大
阪
人
文
の
漿
逹

を
研
究
調
査
し
、
文
化
と
風
敦
と
に
貢
獣
し
よ
う
と
す
る
在
阪
好
學
の
士
か
ら
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
四
十
三
年
（

一
月
、
會
員
西
村
時
彦
氏
が
、
そ
の
例
會
に
お
い
て
、
懐
徳
堂
敦
授
で
あ
っ
た
五
井
蘭
洲
の
他
を
講

演
し
た
と
こ
ろ
、
講
演
が
終
っ
て
の
ち
、
懐
徳
堂
の
師
儒
諸
先
生
の
た
め
に
公
祭
を
畢
行
し
た
い
と
の
議
が
、
期
せ
ず
し
て
衆
口
よ

一
致
で
こ
れ
を
可
決
し
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
中
井
竹
山
の
曾
孫
に
あ
た
る
中
井
木
菟
麻
呂
氏
は
、
重
野
成
齋
氏
の
紹

介
で
、
大
阪
市
史
編
纂
員
幸
田
成
友
氏
と
共
に
西
村
氏
を
訪
ね
、
懐
徳
堂
公
祭
の
件
に
つ
い
て
相
談
し
た
が
、
時
い
ま
だ
到
ら
な
い

で
中
絶
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
人
文
會
が
主
唱
賞
行
の
任
に
営
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
會
員
全
骰
の
篤
志
か
ら
出

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
質
に
懐
徳
堂
復
興
の
濫
腸
で
あ
り
、

ま
た
現
在
の
懐
徳
堂
記
念
會
創
立
の
顎
端
で
あ
る
。
人
文
會
の
決
議

「
懐
徳
堂
は
幕
府
の
保
護
と
、
志
あ
る
市
民
の
協
力
に
よ
っ
て
成
っ
た
公
立
の
學
問
所
で
あ
る
。

り
出
で

九一

0)

し
た
が
っ
て
公
祭
は
大
阪
人

み
な
深
厚
な
同
意
を
表
し
、
こ
の
畢
が
世
道
人
心
に
大
き
な
影
響
を
輿

ふ
る
っ
て
披
起
人
の
責
任
に
常
ろ
う
と
い
う
快
諾
を
得
た
。
か
く
て
九
月
二
十
五
日
、
装
企
人
會
を
開
き
、

懐
徳
堂
記
念
會
の
沿
革

l
創
立
よ
り
終
戦
ま
で



恨
痣

い
て
見
ら
れ
た
い
。

の
沿
革

五
月
に
至
っ

し
て
、
永
田
仁
助
氏
、
西
村
時
彦
氏
、
今
井
貫
一
氏
、
水
落
庄
兵
衛
氏
、
廣
岡
恵
三
氏
を
推
し
、

法
人
設
立
を
出
願
し
、
八
月
二
十
日
に
許
可
さ
れ
た
。
よ
っ
て
前
記
の
五
氏
が
理
事
と
な
り
、
永
田
仁
助
氏
を
理
事
長
に
選
畢
し
、

九
月
一
日
に
法
人
登
記
を
得
た
。
嘗
時
起
草
さ
れ
た
懐
徳
堂
記
念
會
の
趣
旨
お
よ
び
寄
附
行
為
の
規
則
は
、

の
崩
御
に
あ
い
、
延
期
と
な
っ
た
。
大
正
二
年
六
月
に

に
な
る
寄
附
行
為
案
の
脱
稿
を
見
た
が
、

剰
余
金
を
基
本
資
産
と
し
、
本
會
と
同
一
の
目
的
の
も
と
に
、
さ
ら
に
法
人
組
織
の
懐
徳
堂
記
念
會
を
創
立
す
る
こ
と
を
決
議
し
、

附
録
一
に
つ

卜
日
こ

i

‘

“

>

 

協
議
會
を
聞
い
て
寮
附
行
為
案
を
可
決
し
、
財
圏
法
人
懐
徳
堂

の
推
薦
に
時
日
を
骰
し
て
い
た
時
に
、
あ
た
か
も
明
治

明
治
四
十
五
年
二
月
、
竹
山
中
井
善
太
先
生
に
従
四
位
が
附
ら
れ
た
。

刻
余
金
六
千
餘
皿
の
慮
分
協
議
會
を
開
き
、

紹
、
履
軒
先
生
論
語
逢
原
）

て、

た
。
か
よ
う
に
し
て
會
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
ま
ず
こ
れ
を
中
井
家
逍
族
お
よ
び
緑
故
あ
る
人
々
に
通
知
し
、
會
の
趣
旨
と
す
る

の
普
及
を
は
か
り
、
あ
ま
ね
く
有
志
の
入
會
を
勧
誘
し
た
。
そ
の
結
果
、
南
は
九
州
、
北
は
北
悔
道
に
わ
た
る
ま
で
會
員
を
得
、
特

明
治
四
十
四
年
十
月
五
日
、
懐
徳
堂
開
講
記
念
日
に
あ
た
り
、
大
阪
市
公
會
堂
を
祭
場
と
し
、

の
懐
徳
堂
先
賢
逍
甚
逍
物
を
展
観
し
た
。
さ
ら

荒
先
生
五
孝
子
他
、
富
質
村
良
農
事
朕
、
竹
山
先
生
咳
蓑
篇
、
貞
婦
記
録
、
蘭
洲
先
生
老
話
、

記
念
刊
行
し
た
。

竹
山
先
生
鍵
陰
集
、

六
日
、
七
日
の
雨
日
は
、
東
西
雨
大
學
の
碩
學
を
招
聘
し
て

同
月
一
日
よ
り
六
日
ま
で
は
中
井
家
を
始

に
従
っ
て
祭
典
を
行
っ
た
。

別
會
員
六
百
二
十
二
名
、

の
多
き
に

こ。t
 

つ

報
本
反
始
の
意
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ
い
で
新
聞
紙
上
で
會
の
成
立
を
廣
く
一
般
に
告
げ
、
ま
た
學
術
講
演
會
を
開
い
て
會
の
趣
旨
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大
正
三
年
三
月
五
日
、
本
會
の
目
的
お
よ
び
事
業
の
計
粛
が
天
聴
に
逹
し
、
金
二
百
闘
が
下
賜
さ
れ
た
。
十

二
先
生
に
従
四
位
を
贈
ら
れ
た
。

大
正
四
年
六
月
、
講
堂
敷
地
と
し
て
府
立
大
阪
拇
物
場
の
西
北
隅
に
あ
た
る
三
百
六
十

堂
重
建
の
議
が
決
定
し
、
十
月
地
銀
祭
を
執
行
し
た
。
十
一
月
、
東
涯
伊
藤
原
蔵
先
生
に
従
五
位
を
附
ら
れ
た
。

月
、
會
計
規
則
、
講
義
規
則
を
定
め
た
。
理
事
西
村
時
彦
氏
に
講
師
を
鴨
託
す
。

月
、
履
軒
中
井
徳

大
正
五
年
九
月
、
懐
徳
堂
が
竣
工
し
た
。
同
月
、
水
落
庄
兵
術
氏
は
理
事
を
僻
し
、
小
倉
正
恒
氏
が
こ
れ
に
代
っ
た
。
十
二
月
、

廣
島
高
等
師
範
學
校
敦
授
松
山
直
蔵
氏
を
招
聘
し
て
懐
徳
堂
教
授
と
し
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
十
月
十
五
日
開
講
式
を
畢
行
し
、
十

一
月
四
日
京
都
帝
國
大
學
文
學
部
敦
授
を
招
聘
し
、
定
期
學
術
諧
演
會
第
一
回
を
開
き
、
こ
れ
よ
り
毎
月
二
回
開
會
す
る
こ
と
に
な

松
山
敦
授
が
大
學
首
章
を
講
義
し
た
。
四
月
、
素
讀
科
を
設
け
、
波
多
野
七
蔵
氏
に
敦
師
を
嘱
託
し
、
五
月
よ
り
講
義
を
開
始
し
た
。

同
月
、
京
都
帝
國
大
學
助
敦
授
吉
澤
義
則
氏
に
講
師
を
嘱
託
す
。
十
月
十
四
日
記
念
祭
恒
典
を
行
う
。
同
日
、
廣
岡
恵
三
氏
は
理
事

月
、
梵
惹
中
井
忠
蔵
先
生
に
正
五
位
を
、
誠
所
並
河
五
一
郎
先
生
に
従
五
位
を
附
ら

大
正
八
年
二
月
、
吉
澤
義
則
氏
は
講
師
を
僻
し
、
同
月
第
三
高
等
學
校
数
授
林
森
太
郎
氏
に
講
師
を
嘱
託
し
た
。
三
月
、
武
内
義

雄
氏
に
講
師
を
嘱
託
し
、
支
那
に
留
學
さ
せ
た
。
四
月
、
通
俗
講
演
規
定
を
作
り
、
六
月
第

曜
朝
諧
を
開
始
し
、
松
山
敦
授
が
掟
任
し
た
。
十
一
月
、
石
惹
三
宅
新
次
郎
、
蘭
洲
五
井
藤
九
郎
、
寒
泉
並
河
復
一
の
三
先
生
に
各

正
五
位
を
賄
ら
れ
た
。

る。 を
僻
し
、
坂
仲
輔
氏
が
こ
れ
に
代
っ
た
。
十

大
正
六
年

こ。f
 

つ

回
通
俗
講
演
を
開
く
。
九
月
よ
り
日

一
月
二
十
七
日
開
講
式
を
行
い
、

坪
の
無
償
使
用
の
許
可
を
得
て
、
懐
徳

一四



考
が
成
っ
た
。

で
あ
る
西
村
時
彦
氏
が
歿
し
た
。

大
正
九
年
二
月
、
波
多
野
七
蔵
氏
が
教
師
を
解
し
、
吉
田
鋭
雄
氏
を
敦
師
と
し
た
。
十
月
十
日
記
念
祭
恒
典
を
行
い
、
か
ね
て
本

堂
先
師
偏
諸
先
生
の
附
位
を
報
告
す
。
同
月
、
敦
育
勅
語
謄
本
が
下
附
さ
れ
た
。
十
二
月
、
武
内
講
師
が
支
那
か
ら
蹄
っ
た
。

大
正
十
年
一
月
開
講
の
日
に
敦
授
が
敦
育
勅
語
を
捧
讀
し
、
以
後
侮
年
の
恒
式
と
定
め
た
。
同
月
よ
り
定
日
講
義
を
増
加
し
、
日
曜

朝
講
を
合
せ
て
侮
週
四
回
と
し
た
。
同
月
、
文
學
拇
士
狩
野
直
喜
氏
、
同
内
藤
虎
次
郎
氏
に
顧
問
を
鴨
託
す
。
九
月
、
西
村
時
彦
氏

大
正
十
二

氏
に
講
師
を
暢
託
す
。
同
月
よ
り
毎
週
一
回
文
科
講
義
を
開
始
す
。
七
月
二
十
七
日
、
本
會
の
事
業
の
状
況
が
天
聴
に
逹
し
、

孔
子
歿
後
二
千
四
百
年
記
念
事
業
の
一
た
る
校
印
論
語
義
疏
が
完
成
し
た
。

大
正
十
―
―

年
十
月
八
日
午
前
記
念
祭
恒
典
を
行
い
、
午
後
孔
子
歿
後
二
千
四
百
年
記
念
併
業
と
し
て
孔
子
祭
を
行
う
。

講
演
集
各
第

武
内
義
雄
氏
が
東
北
帝
國
大
學
敦
授
に
任
命
さ
れ
た
。
四
月
、
大
阪
高
等
學
校
敦
授
財
津
愛
象
、
稲
束
猛
雨

二
月
、
執
齋
三
輪
善
蔵
先
生
に
正
五
位
を
附
ら
る
。

大
正
十
四
年
六
月
、
講
師
吉
田
鋭
雄
氏
が
支
那
よ
り
蹄
り
、
助
敦
授
と
な
る
。
同
月
、
懐
徳
堂
文
科
學
術
講
演
集
、
同
百
科
通
俗

輯
成
る
。
八
月
五

H
よ
り
十
二
日
に
至
る
一
週
間
、
支
那
學
講
習
會
を
本
堂
に
開
く
。
八
月
十
四
日
、
理
事
坂
仲
輔

氏
歿
す
。
九
月
七
日
、
故
西
村
拇
士
記
念
會
よ
り
、
同
拇
士
侶
蔵
古
全
部
を
碩
園
記
念
文
庫
と
名
づ
け
て
保
存
す
る
よ
う
、
本
會
に

寄
附
さ
れ
た
。
同
月
十
八
日
、
永
田
仁
助
氏
よ
り
漠
學
奨
励
の
た
め
、
奨
學
資
金
五
萬
闘
を
寄
附
さ
れ
た
。
十
一
月
、
直
印
懐
徳
棠

複
偲
堂
の
沿
革

千
圃
が
下
賜
さ
れ
た
。
十

五

月
、
吉
田
鋭
雄
氏
を
講
師
と
す
。
同
月
文
部
省
在
外
研
究
員
を
命
ぜ
ら
れ
、
支
~
那
に
向
っ
た
。
十
二
月
、

大
正
十

は
理
事
を
僻
し
、
十
月
、
上
野
精
一
氏
が
こ
れ
に
代
っ
た
。

十
日
、
宮
内
省
御
用
掛
に
し
て
本
會
の
評
議
員
兼
講
師
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大
正
十
五
年
六
月
一
日
、
懐
徳
堂
書
庫
な
ら
び
に
研
究
室
起
工
。
七
日
、
久
過
宮
殿
下
、
同
妃
殿
下
束
堂
さ
る
。
七
月
、
懐
徳
堂

文
庫
閲
覧
規
則
お
よ
び
懐
徳
堂
記
念
會
奉
祀
規
定
を
定
め
た
。
十
月
三
十
一
日
、
書
庫
な
ら
び
に
研
究
室
竣
工
す
。
十
一
月
六
日
、

記
念
祭
恒
典
を
執
行
し
、
本
堂
重
建
後
の
物
故
講
師
西
村
時
彦
氏
外
二
名
、
物
故
功
傍
者
住
友
吉
左
術
門
氏
外
七
名
の
合
祀
を
行
い
、

合
せ
て
創
學
二
百
年
、
重
建
十
年
の
記
念
式
典
を
殿
行
す
。
こ
の
日
、
久
選
宮
家
よ
り
金
壼
萬
疋
を
附
ら
れ
た
。

昭
和
二
年
三
月
十
日
、
理
事
長
永
田
仁
助
氏
歿
す
。
四
月
二

事
と
な
っ
た
。
十
二
月
十
二
日
、
講
師
栢
束
猛
氏
歿
す
。

日
、
教
授
文
學
博
士
松
山
直
蔵
氏
歿
す
。
こ
の
た
め
同
敦
授
捌

任
の
日
曜
朝
講
を
康
し
た
。
十
月
九
日
、
理
事
小
倉
正
恒
氏
が
理
事
長
に
就
任
し
た
。
同
日
、
木
間
瀬
策
三
氏
、
田
中
隆
三
氏
が
理

昭
和
四
年
四
月
一
日
、
大
阪
高
等
學
校
財
津
愛
象
氏
を
招
聘
し
て
数
授
と
し
た
。
同
日
、
大
阪
高
等
學
校
教
授
秋
月
胤
椴
氏
を
講

師
に
嘱
託
す
。
六
月
四
日
、
今
上
天
皇
が
大
阪
に
行
幸
、
甘
露
寺
侍
従
を
派
逍
さ
れ
た
。
九
月
一
日
、
大
阪
高
等
學
校
敦
授
佐
々
木

恒
消
氏
を
講
師
に
嘱
託
す
。
十
月
十
日
、
野
々
村
政
也
氏
が
理
事
に
就
任
し
た
。
同
月
十
二
日
、
記
念
祭
典
を
行
い
、
併
せ
て
物
故

数
授
松
山
直
蔵
氏
、
講
師
稲
束
猛
氏
ほ
か
四
名
、
な
ら
び
に
物
故
功
努
者
永
田
仁
助
氏
を
合
祀
し
た
。

昭
和
五
年
三
月
五
日
、
理
事
田
中
隆
三
氏
が
僻
任
し
た
。
四
月
二
十
四
日
、
理
事
野
々
村
政
也
氏
が
歿
し
た
。

昭
和
六
年
十
月
四
日
、
教
授
財
津
愛
象
氏
が
歿
し
た
。
十
月
十
日
、
江
崎
政
忠
氏
が
理
事
に
就
任
し
た
。

昭
和
七
年
九
月
十
日
、
岡
山
源
六
氏
を
講
師
に
嘱
託
す
。
こ
れ
よ
り
定
日
講
義
を
毎
週
四
回
と
し
た
。
四
月
十
三
日
、
第
三
高
等

學
校
数
授
阪
倉
篤
太
郎
氏
を
講
師
に
鵬
託
す
。
九
月
二
十
二
日
、
中
井
木
菟
廠
呂
氏
よ
り
也
懐
徳
堂
遺
物
の
一
部
四
十
七
貼
の
寄
贈

を
受
け
た
。

昭
和
九
年
三
月
三
十
日
、
文
科
諧
義
を
康
止
し
た
。
四
月
一
日
、
武
藤
長
平
氏
を
講
師
に
鵬
託
す
。
こ
れ
よ
り
定
日
講
義
を
毎
週

一
六



懐
徳
堂
の
沿
革

お
よ
び
通
俗
講
演
は
、
十

書
遣
品
三
百
十
五
貼
の
寄
附
を
受
け
た
。
七
月
一
日
よ
り
八
月
五
日
ま
で
苺
週
火
、
木
、

七

の
十
五
日
間
、
第
二
回
支
那
語
講
習

五
回
と
し
た
。
但
し
通
俗
講
演
の
常
日
は
休
講
の
こ
と
と
す
る
。
四
月
十
四
日
、
滴
洲
國
國
務
総
理
大
臣
鄭
孝
脊
氏
が
束
堂
し
た
。

昭
和
十
一
年
四
月
十
四
日
、
北
平
清
華
大
學
敦
授
劉
文
典
氏
が
束
堂
し
、
十
日
間
に
わ
た
り
碩
園
文
庫
の
楚
僻
に
つ
い
て
研
究
し

た
。
八
月
十
七
日
、
満
洲
図
前
闘
務
総
理
大
臣
鄭
孝
脊
氏
が
書
を
小
倉
理
事
長
に
寄
せ
、
金
参
千
闘
を
本
堂
基
金
と
し
て
寄
附
さ
れ

た
。
十
月
一
日
、
西
村
時
彦
氏
逍
著
碩
園
先
生
遺
集
五
冊
を
印
行
し
た
。
同
月
十
日
、
記
念
祭
典
な
ら
び
に
重
建

十
年
式
典
を
行

い
、
併
せ
て
物
故
敦
授
財
津
愛
象
氏
、
顧
問
内
藤
虎
次
郎
氏
、
講
師
佐
々
木
恒
清
氏
ほ
か
六
人
、
な
ら
び
に
物
故
功
傍
者
鴻
池
善
右

昭
和
十
三
年
一
月
二
十
二
日
、
講
師
武
藤
長
平
氏
が
歿
し
た
。
四
月
よ
り
定
日
講
義
を
毎
週
四
回
と
し
た
。
五
月
七
日
、
講
師
岡

山
源
六
氏
が
歿
し
た
。
七
月
二
十
日
よ
り
八
月
五
日
ま
で
、
日
曜
日
を
除
く
十
五
日
間
、
第
一
回
支
那
語
講
習
會
を
開
い
た
。

昭
和
十
四
年
二
月
一
日
、
大
江
文
城
氏
を
講
師
に
嘱
託
す
。
三
月
十
四
日
、
中
井
木
菟
麿
氏
よ
り
骰
懐
徳
堂
お
よ
び
水
哉
館
の
追

會
を
開
く
。
七
月
八
日
、
伊
藤
介
夫
氏
遣
族
よ
り
履
軒
先
生
手
書
後
漠
書
離
題
ほ
か
五
十
餘
貼
の
寄
贈
を
受
け
た
。
十
一
月
一
日
、

定
日
講
義
は
十
一
月
よ
り
三
月
ま
で
は
午
後
六
時
半
よ
り
同
八
時
半
ま
で
、

八
時
半
ま
で
と
褻
更
し
た
。

昭
和
十
五
年

四
月
よ
り
十
月
ま
で
は
午
後
七
時
よ
り
同
九
時
ま
で
、

月
よ
り
三
月
ま
で
は
午
後
六
時
半
よ
り
同
八
時
ま
で
、

四
月
よ
り
十
月
ま
で
は
午
後
七
時
よ
り
同

月
十
二
日
、
懐
徳
堂
印
存
が
成
っ
た
。
三
月
十
八
日
、
理
事
今
井
貫
一
氏
が
歿
し
た
。
七
月
一

日
よ
り
八
月
三
日

術
門
氏
ほ
か
四
人
を
合
祀
し
た
。

昭
和
十
年
十
二
月
十
九
日
、
東
久
遁
宮
殿
下
が
束
堂
さ
れ
た
。

六
月
二
十
六
日
、
顧
問
内
藤
虎
次
郎
氏
が
歿
し
た
。



の っ
た
際
、
懐
徳
堂
は
講
堂
と
事
務
所
と
を
學
げ
て
燒
失
し
、

一
棟
の
み
が
わ
ず
か
に
災
を
免
れ
た
。
こ
れ
が
そ
の
大
き
な
災
害

ほ
か
四
名
、
物
故
功
努
者
藤
田
平
太
郎
氏
、
今
井
貫
一
氏
を
合
祀
し
た
。

懐

徳

堂

要

覧

回
支
那
語
講
習
會
を
開
く
。
十
月
十
二
日
、
古
田
俊
之
助
氏
が
理
事
に
就
任
し
た
。

昭
和
十
六
年
一
月
十
四
日
、
闊
西
學
院
敦
授
張
源
詳
氏
を
講
師
に
嘱
託
し
、
定
日
講
義
中
に
支
那
語
科
を
加
え
た
。
こ
れ
よ
り
定

日
講
義
を
飼
週
五
回
と
し
た
。
十
月
十
一
日
、
記
念
祭
典
な
ら
び
に
重
建
二
十
五
年
式
典
を
行
い
、
併
せ
て
物
故
講
師
林
森
太
郎
氏

昭
和
十
七
年
九
月
、
重
建
二
十
五
年
記
念
事
業
と
し
て
中
井
竹
山
先
生
著
草
茅
危
言
五
冊
を
印
行
し
た
。

（
昭
和
十
八
年
よ
り
十
九
年
に
全
る
間
は
、
戦
災
に
よ
る
記
録
焼
失
の
た
め
不
明
。
）

昭
和
二
十
年
三
月
十
四
日
、
戦
災
に
罹
り
、
書
庫
を
除
く
講
堂
、
事
務
所
等
を
組
げ
て
燒
亡
し
た
。
七
月
十
日
、
書
庫
内
研
究
室

に
お
い
て
開
講
式
を
果
行
し
、
終
っ
て
大
江
講
師
の
「
論
語
の
仁
に
就
て
」
の
講
話
が
あ
っ
た
。
同
月
十
四
日
よ
り
毎
週
ニ

講
義
を
開
始
し
た
。

終
戦
後
の
懐
徳
堂
記
念
會

太
平
洋
戦
争
は
、
懐
徳
堂
に
到
し
て
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
終
戦
寵
前
の
昭
和
二
十
年
三
月
十
四
日
、
大
阪
が
空
襲
を
蒙

つ
で
あ
る
。
し
か
し
更
に
大
き
な
損
害
は
、
戦
争
の
直
接
間
接
の
影
碧
も
典
っ
て
、
役
員
、
敦
授
、
講
師
に
戦
病
死
者
が
相
踵

い
だ
こ
と
で
あ
る
。
田
中
隆
三
理
事
、
成
田
軍
平
幹
事
、
大
塚
末
雄
講
師
、
秋
月
胤
椴
講
師
、
松
本
文
三
郎
講
師
、
大
江
文
城
講
師

の
病
歿
、
新
美
寛
講
師
の
戦
死
、
狩
野
直
喜
顧
問
、
吉
田
鋭
雄
敦
投
の
病
歿
等
は
、
皆
終
戦
前
後
に
起
っ
た
不
幸
で
あ
っ
た
。
か
く

十
一
月
十
九
日
、
皇
紀
二
千
六
百
年
奉
祝
式
を
大
講
堂
で
畢
行
し
た
。

ま
で
徳
週
火
、
木
、
土
曜
の
十
五
日
間
、

八、



徳

の
沿
革

昭
和
二
十
二
年
八
月
二
十
日
、
講
師
大
江
文
城
先
生
の
追
族
よ
り
蔵
書
約
二

一
百
冊
の
寄
附
を
受
け
た
。
十
月
十
八
日
、

祭
恒
典
執
行
、
終
っ
て
講
師
武
内
義
雄
氏
の
「
朱
子
の
孝
純
刊
誤
を
讀
み
て
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
十
二

顧
問
狩
野
直
喜
氏
逝
去
。

昭
和
二
十
三
年
四
月
、
吉
田
鋭
雄
助
教
授
を
敦
授
と
し
た
。
五
月
二
日
、
講
師
武
内
義
雄
氏
を
顧
問
に
陽
託
。
五
月
十
二
日
、
吉

こ。f
 で、

東
方
文
化
研
究
所
研
究
員
吉
川
幸
次
郎
氏
の

月
五
日
、
記
念
祭
恒
典
、
合
祀
祭
、
並
に

た
。
戦
後
の
事
業
は
こ
の
時
か
ら
始
ま
る
。

値
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

復
典
に
伴
っ
て
、

伴
っ
て
、

回

九

の
支
持
者
の
中
櫃
で
あ
っ
た
堂
友
會
員
の
四
散
が
あ
り
、
ま
た
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
昂
進
に
件
っ
て
、

日ヽ

の
寄
附
を
完
了
し

て
、
こ
れ
等
の
原
因
に
よ
っ
て
、
講
義
の
績
行
は
殆
ん
ど
不
可
能
な
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
上
更
に
、
大
阪
の
焦
土
化
に

か
く
て
今
や
こ
の
事
態
に
封
す
る
善
後
措
骰
が
嘗
面
の
問
題
と
な
っ
た
が
、

一
方
、
戦
後
の

大
阪
の
諸
大
學
に
は
文
學
部
の
増
設
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
新
に
新
制
大
學
の
設
置
も
相
前
後
し
て
起
っ
た

為
め
、
大
阪
地
方
の
文
敦
事
俯
が
大
き
く
愛
化
し
、
そ
れ
に
適
應
し
て
、
懐
徳
堂
の
在
り
方
も
、
営
然
一
新
す
べ
き
時
機
に
立
ち
至

っ
た
。
そ
こ
で
理
事
會
は
恨
重
審
議
の
末
、
燒
亡
を
免
れ
た
蔵
書
三
萬
六
千
餘
冊
を
大
阪
大
學
に
寄
附
し
、
今
後
の
事
業
は
阪
大
と

共
同
で
行
う
方
針
を
定
め
た
。
阪
大
は
こ
れ
を
承
諾
し
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
、
先
づ

回
と
し
、
別
に
毎
月

昭
和
二
十
一
年
＇
四
月
、
事
務
所
竣
工
。
五
月
よ
り
定
日
講
義
を
毎
週

十
年
の
式
典
を
執
行
、
合
祀
者
は
理
事
田
中
隆
三
、
評
議
員
大
久
保
利
武
、

の
講
義
を
開
始
。
十

成
田
軍
平
、
講
師
大
塚
末
雄
、
講
師
秋
月
胤
歳
、
講
師
大
江
文
城
、
講
師
松
本
文
三
郎
の
七
先
生
で
あ
る
。
終
っ
て
府
立
貿
易
館
講

「
論
語
の
子
日
由
誨
女
知
之
乎
の
章
に
就
て
」

と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ

の
基
金
の
無
債



同
日
、
第
一
回
事
業
運
螢
委
員
會
を
開
き
、
毎
年
春
秋
二
季
に
、
六
日
間
づ
つ
、
毎
夜
、
懐
徳
堂
講
座
を
開
き
、
春
季
を
古
典
、
秋

季
を
其
他
の
講
座
と
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

昭
和
二
十
六
年
五
月
二
十
一
日
よ
り
同
二
十
六
日
ま
で
、
大
阪
大
學
緊
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
、
第
一
回
懐
徳
堂
講
座
を
大
阪

徳
堂
の
経

懐
徳
堂
顧
問

武

内

義

雄

町

人

の

問

藤

幹

現
代
の
學
問
と
懐
徳
堂

と
題
す
る
記
念
講
旗
が
あ
っ
た
。

懐

徳

堂

要

壺

木

村

9 9 

サと

田
鋭
雄
敦
授
逝
去
。
六
月
よ
り
定
日
講
義
を
毎
月
一
回
の
萬
葉
集
の
み
と
し
た
。
九
月
二
十
四
日
、
大
阪
大
學
學
長
今
村
荒
男
氏
理

に
就
任
。
十
月
九
日
、
記
念
祭
恒
典
並
に
合
祀
祭
を
執
行
、
合
祀
者
は
顧
問
狩
野
廊
喜
、
敦
授
吉
田
鋭
雄
、
講
師
天
沼
俊
一
、
講

師
新
美
寛
、
功
榜
者
荒
木
寅
三
郎
の
五
先
生
で
あ
る
。
終
っ
て
東
方
文
化
研
究
所
研
究
員
平
岡
武
夫
氏
の
「
続
書
の
個
統
」
と
題
す

る
記
念
講
演
か
あ
っ
た
。
十
二
月
二
十
七
日
、
愛
甲
勇
吉
氏
よ
り
先
考
寄
託
の
書
籍
六
千
八
百
冊
の
寄
附
を
受
け
た
。

昭
和
二
十
四
年
十
月
十
九
日
、
記
念
祭
恒
典
を
執
行
。
終
っ
て
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
敦
授
貝
塚
茂
樹
氏
の
「
孔
子
の
年
代
」

一
月
二
十
六
日
、
懐
徳
堂
文
庫
蔵
書
三
萬
六
千
除
冊
を
大
阪
大
學
へ
寄
附
し
た
。

昭
和
二
十
五
年
十
月
七
日
、
記
念
祭
恒
典
を
書
庫
内
に
お
い
て
執
行
、
大
阪
大
學
敦
授
木
村
英
一
氏
の
「
僻
學
の
側
統
」
と
題
す

る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
十
一
月
一
日
、
大
阪
大
學
敦
授
木
村
英
一
、
同
桑
田
六
郎
、
同
小
島
吉
雄
、
同
藤
直
幹
、
大
阪
市
立
大
學

敦
授
紳
田
喜
一
郎
、
同
内
藤
乾
吉
、
京
都
大
學
赦
授
吉
川
幸
次
郎
、
同
人
文
科
學
研
究
所
長
貝
塚
茂
樹
、
闘
西
大
學
敦
授
石
濱
純
太

郎
の
九
氏
に
、
事
業
運
螢
委
員
を
嘱
託
し
た
。
十
一
月
六
日
、
午
後
一
時
よ
り
、
大
阪
大
學
醤
學
部
大
講
堂
で
、
大
阪
大
學
主
催
懐

徳
堂
記
念
講
演
會
が
開
か
れ
、
懐
徳
堂
先
賢
の
逍
品
が
展
観
さ
れ
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

大

阪

大

學受

敦同

右

二

0



十

の
東
西
（
幻
燈
使
用
）

天
文
暦
法
よ
り
観
た
る
東
西
文
化
の
比
較

京

都

大

學

数

授

小
川
香
料
店

大

阪

大

學

敦

投
大

叡

市

立

大

辱

敦

投

大

阪

學

褻

大

學

敦

授

大

阪

大

學

数

授

日
、
本
會
は
文
化
功
努
者
と
し
て
大
阪
府
敦
育
委
員
會
よ
り
表
彰
さ
れ
、
「
な
に
わ
裳
」
を
受
け
た
。
十
二
月
二
十
七
日
、

恨
徳
堂
の
沿
革

厭
亜
大
陸
北
部
を
通
じ
て
の
古
代
東
西
文
化
の
交
流
（
幻
燈
使
用
）

講
演
が
あ
っ
た
。
十
月
八
日
よ
り
十
三
日
ま
で
、
大
阪
大
學
緊
學
部
第

木 ヒヒ9-fl 

ふ寸 田

康 忠

亮

法
生
活
上
よ
り
見
た
る
東
洋
と
西
洋

谷

ロ

知

東
西
交
通
上
の
南
洋

田

＇ ノ‘

郎

料

の

源

流

山

田

憲
太
郎

梅

原

末

治

題
お
よ
び
講
師

に
お
い
て
、
第
二
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演

大
學
文
學
部
と
共
同
主
催
に
て
開
催
、
大
阪
市
立
大
學
法
文
學
部
、
朝
日
新
聞
祉
等
の
後
援
を
得
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

大

阪

大

學

木

村

英

一

敦

〉

受

嘆
字
文
化
の
過
去
と
現
在

京

都

大

學

貝

塚

茂

樹

数

授

ア
メ
リ
カ
人
の
見
た
孔
子

儒

敦

の

道

徳

と

そ

の

勝

束

懐

態

堂

顧

問

武

内

義

雄

大

阪

市

立

誹

田

喜

一

郎

大

學

敦

授

懐
徳
堂
の
文
藝

武

田

薬

品

渡

邊

幸

三

研

究

所

大
阪
を
中
心
と
し
て
見
た
仰
幣

京

都

大

學

吉

川

幸

次

郎

数

受

杜

甫

の

文

學

十
月
六
日
、
書
庫
内
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
闊
西
大
學
敦
授
石
濱
純
太
郎
氏
の
「
町
人
の
學
問
」
と
題
す
る
記
念



大
阪
市
立

美

術

館

長

帥
戸
大
學受

敦京
都
大
學

敦

授

古

家
京
都
大
學

敦

授
大
阪
大
學

敦

授

十
月
二
十
五
日
、
書
庫
内
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
國
立
京
都
博
物
館
長
誹
田
喜

と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。

ギ
リ
シ
ャ
の
彫
刻

現
代
書
道
の
趨
勢

印
度
・
ペ
ル
シ
ャ
の
細
密
粛

木寸

郎
氏
の
「
竹
山
先
生
の
文
學
」

田

敷

之

亮

上

野

照

夫

辻

本

史

邑

雲

巌

の

石

佛

廣

敏

雄

天
平
時
代
の
藝
術

中

國

の

術

小

林

太

市

郎

月

成

大
阪
大
學

敦

授

懐
徳
堂
講
師

京
都
大
學

名

脊

敦

授

懐
徳
堂
顧
問

京
都
大
學

敦

投

十
月
六
日
よ
り
十
一
日
ま
で
、
大
阪
大
學
習
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
、
第
四
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
油
題
及
び
講
師

庸

蘇
東
披
の
詩
に
つ
い
て

小

JI I 

環

樹

中

武

内

義

雄

日
本
書
紀
に
つ
い
て

西

田

一郎

能
楽
の
詞
章
と
し
て
の
謡
曲

阪

倉

篤
太
郎

老

子

い
て
、
第
三
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

懐

徳

堂

要

覧

理
事
江
崎
政
忠
氏
逝
去
。

木

村

-、央：

昭
和
二
十
七
年
五
月
二
日
、
評
議
員
森
平
兵
術
氏
逝
去
。
五
月
二
十
六
日
よ
り
三
十
日
ま
で
、
大
阪
大
學
習
學
部
第
二
講
堂
に
お



明

治

の

漠

お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、

の
一
闊

日
本
紐
済
の
疲
展
と
外
資

十
月
五
日
よ
り
十
日
ま
で
、
大
阪
大
學
習
學
部
第
二

明
治
の
精
神
と
啄
木

明
治
初
期
の
官
保

明

治

の

女

性

十
月
二
十
四
日
、

い
て
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
同
日
、
岡
橋
林
、
桑
田
芳
蔵
の
二
氏
理
事
就
任
。
同
日
、
理
事
會
を
開
き
、
本
會
の

懐

徳

堂

の

沿

革

春

秋
近
松
と
日
本
の
油
劇

史

記

屈

原

側

老

子
寺――
―
-n 

講
師

闊

西

學

院

大

學

敦

授

京

都

大

學

敦

投

同

志

祉

大

學

敦

投

京

都

大

學

数

投

大

阪

大

學

名

替

数

授

國

立

京

都

博

物

館

長

終
っ
て
大
阪
市
立
大
學
敦
授
内
藤
乾
吉
氏
の

「
日
本
古
代
の
官
制
に
つ

紳

田 武

蒲
四
郎

屈j,
 
江

保

FD’ 

一
良

石

田

良

坂

田

吉

雄

坂

正

お
い
て
、

大

阪

大

學

教

授

大

阪

市

立

大

卑

敦

授

京

都

大

學

敦

投

第
六
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。

油
題
お
よ
び
講
師

重

俊

昭
和
二
十
八
年
二
月
六
日
、
評
議
員
廣
岡
恵
三
氏
逝
去
。
三
月
二

郎

JII 

雄

小

島

時

雄

武

内

敦大

阪

大

投學

木

村

英

十
日
ま
で
（
二
十
七
日
を
除
く
）
五
日
間
、
大
阪
大
學
醤
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
第
五
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び

日
、
理
事
古
田
俊
之
助
氏
逝
去
。
五
月

日
よ
り
―
―



講
師

大
阪
大
學

敦

授
闘
西
大
學受

数京
都
大
學

助

教

授

闘

西

大

學

石

濱

敦

授（
講
師
病
氣
の
た
め
映
講
）

闊

西

大

學

澤

泊

久

数

授
京

都

大

學

森

鹿

敦

授

九
月
二
十
一
日
、
本
會
事
務
所
を
大
阪
市
東
謳
北
濱
三
丁
目
三

0
番
地
（
適
塾
内
）
に
移
轄
の
認
可
あ
り
、
同
日
移
轄
し
た
。
同
時

に
事
務
連
絡
所
を
豊
中
市
柴
原
大
阪
大
學
文
學
部
内
に
設
け
た
。
十
月
二

て
大
阪
市
立
大
學
敦
授
橋
川
時
雄
氏
の
「
中
井
履
軒
先
生
の
史
記
學
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
十
月
二
十
五
日
よ
り
―
―

日
ま
で
（
二
十
六
日
を
除
く
）
五
日
間
、
大
阪
大
學
骰
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
、
第
八
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び

ア
メ
リ
カ
の
東
洋
學

水

紐

注

萬

葉

説

文

尚 楽

コし苦口

周

易

集

懐

徳

堂

要

覧

請
書
を
文
部
省
へ
提
出
。

た
。
演
題
お
よ
び
講
師

京
都
大
學

敦

投

川

幸

次

郎

日
、
北
濱
適
塾
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
執
行
、
終
っ

孝

純
太
郎

平

岡

武

夫

張

源

羊二川＂

木

村

英

所
を
「
大
阪
市
東
謳
北
濱
三
丁
目
三

0
番
地
」
の
適
塾
内
に
移
轄
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
十
一
月
二
十
四
日
、
右
移
韓
忍
可
の
申

十
二
月
、
本
月
以
降
、
會
場
の
都
合
に
よ
り
、
定
日
講
義
（
萬
薬
集
溝
議
）
を
休
講
し
た
。

昭
和
二
十
九
年
五
月
二
十
四
日
よ
り
二
十
九
日
ま
で
、
大
阪
大
學
緊
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
、
第
七
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し

ニ
四



懐

徳

の
沿
革

蘇
東
城
と
そ
の

文
人
粛
に
つ
い
て

闊
の

址

齊
民
要
術
と
中
國
の

十
月
三
日
よ
り
七
日
ま
で
、

大京館京敦京

都都

敦美博大

授術員物授學

中

田

勇

次

郎

島

田

修

二

郎

村

田

次

郎

に
お
い
て
、
第
十
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。

中
國
の

石

源

氏

物

同数闊敦京

西都

大大

右授學投學

島

田

退

天

野

元

之

助

王

維

の

橋

本

一五

元
逍
山
の
史

お
よ
び
講
師

純
太
郎 循

麓

名京敦大

巻都阪

敦大大

投學投學

鈴

木

虎

男

木

村

英

疫

陵

の

研

究

昭
和
三
十
年
五
月
二
十
三
日
よ
り
二
十
八
日
ま
で
、
大
阪
大
學
霰
學
部
第
二

演
題
お
よ
び
講
師

に
お
い
て
、
第
九
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。

ト
ル
キ
ス
ク
ン
の
民
族
（
幻
燈
使
用
）

同敦京

都

大

右投學

田

村

造

岩

村

忍

イ
ン
ド
の
見
聞
（
幻
燈
使
用
）

—
佛
賊
と
宗
教
事
俯
ー
—

講京敦大

都阪

大大

師學授學

石

本

慈

海

フ
ラ
ソ
ス
法
學
界
と
日
本
（
幻
燈
使
用
）

雅

男



ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
装
見
の
蒙
古
語
文
書

同

右

村

忍

欧
米
美
術
行
脚

井

島

勉

印

度

の

旅

行

右

闘
西
大
學

数

授

日
よ
り
五
日
ま
で
、
大
阪
大
學
藍
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
第
十
二
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
油
題
お
よ
び
講
師

大
阪
大
學

敦

授
京
都
大
學

数

授

同

右

尾

雅

人

戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
生
活

大
阪
谷

公

雄

十
月

中

國

の

史

類

石

濱

純
太
郎

元

代

の

演

劇

同

入

矢

義

高

憶
良
文
學
形
成
の
一
断
面

木

市

之

助

ま
で
、
大
阪
大
學
醤
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
、
第
十
一
回
懐
徳
堂
諧
座
を
開
催
し
た
。
洞
題
お
よ
び
講
師

大
阪
大
學

敦

授
京
都
大
學

敦

授
大
阪
大
學

助

数

授

倫''"" 

衡

森

一
樹
三
郎

天

工

開

物

藪

内

孝

紐

木

村

9 9 

央

懐

億

堂

要

覺

文

柴

の

今

昔

十
月
八
日
、
北
濱
適
塾
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
大
阪
大
學
敦
授
小
島
吉
雄
氏
の
「
懐
徳
堂
の
和
學
」
と
題
す
る
記

念
講
演
が
あ
っ
た
。
同
日
、
正
田
建
次
郎
、
蔵
内
敷
太
雨
氏
理
事
就
任
、
桑
田
理
事
退
任
。

昭
和
三
十
一
年
三
月
、
蔵
内
理
事
退
任
、
四
月
、
蔵
内
理
事
の
後
任
と
し
て
小
島
吉
雄
氏
就
任
。
五
月
二
十
一
日
よ
り
二
十
六
日

高

安

丹
波
立
杭
窯
の
歴
史
と
現
朕

闘
西
學
院

短

大

数

授

習

學

博

士

武

藤

1

ヽ
ー

ー／

浦 郎 誠

二
六



師

懐

偲

堂

の

沿

革

厭
米
に
於
け
る
東
洋
學

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
を
巡
り
て

数闘判大
^…• 西 阪

大 高

投學事裁

苔r
I tュJ

中

共

學

界

訪

問

京

都

大

學

数

投

同

右

重

新
中
園

水

野

盛

七

俊

郎

九
月
三
十
日
よ
り
十
月
五
日
ま
で
、

に
つ
い
て

滋

賀

短

期

大

學

数

投

大

阪

女

子

大

學

々

長

闘

西

大

學

数

授

に
お
い
て
第
十
四
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。

石

濱

純
太
郎

源
氏
物
語
の
女
性
美
描
窓
に
つ
い
て

平

林

ム
口‘

、
'
1

抱

朴

子

ふ寸

上

後

俊

瑞

二
十
五
日
ま
で
、
大
阪
大
學
習
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
第
十
三
回
恨
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。

大

阪

大

學

数

授

京

都

大

學

名

巻

敦

投

名

物

雑

千口
号
ロ

木

正

兒

五ロ
壱

n

村

英

厭
米
哲
學
界
の
印
象

昭
和
三
十
二
年
三
月
十
五
日
、
評
議
員
村
田
省
蔵
氏
逝
去
。

四
月
一
日
、

同

右

木

お
よ
び
講
師

坂

正

ゞ
駐

よ

U
贔

日
よ
り

1̂ 
―-寸

十
月
六
日
、
北
濱
適
熟
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
大
阪
大
學
敦
授
時
野
谷
膀
氏
の
「
買
政
期
の
祉
會
と
懐
徳
堂
」
と

題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
十
二
月
十
日
、
木
間
瀬
理
事
逝
去
。



大

阪

漠

講
師

盤

鐵

倫''"q 

京
都
大
學

助

敦

授

立
命
値
大
學吟｛

敦大
阪
大
學

敦

授
京
都
大
學

数

授

九
月
二
十
九
日
よ
り
十
月
二
日
ま
で
、
大
阪
大
學
習
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
第
十
六
回
懐
徳
堂
講
堂
を
開
催
し
た
。
浪
題
お
よ
び

企
皿''"n 

雨

月

物

吾11"n 

殷
墟
の
卜
僻
に
つ
い
て

敦大

阪

大

授學

木

村

英

西

田

宇
佐
美

白

史

記

田

JI I 中

太
一
郎

謙

八 再
2

T"’ 

荊

楚

歳

時

記

孟

子

同敦大

阪

大

右授學

木

村

美
都
雄

英

日
ま
で
、
大
阪
大
學
緊
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
第
十
互
回
懐
徳
堂
講
座

昭
和

他
力
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。

懐

偲

堂

要

覧

研
究
室
の
窓
か
ら

ー
゜
ハ
リ
で
の
i
~

忘
れ
ら
れ
ぬ
こ
と
、
な
っ
か
し
い
人

—
フ
ラ
ン
ス
の
旅
|
~

日
、
藤
直
幹
氏
理
事
に
就
任
。
大
阪
大
學
敦
授
守
屋
美
都
雄
氏
に
事

十
月
十
二
日
、
北
濱
本
會
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
。
終
っ
て
大
阪
大
學
助
敦
授
森
―
―
一
樹
―
―
一
郎
氏
の
「
荘
子
に
於
け
る
自
力
と

二月――

一
日
、
小
島
理
事
退
任
。
四
月

業
連
螢
委
員
を
委
嘱
し
た
。
五
月
二
十
六
日
よ
り
三
十

を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

同

右

和

田

誡

三

郎

敦大

阪

大

投學

久

保

秀

雄

ニ
八



テ
レ
ピ
に
よ
る
學
習
と
敦
育
の
愛
革

懐
徳
堂
の
沿
革

ロ
ビ
ソ
ソ
ソ
と
ガ
リ
バ
ー

九
月
二
十
八
日
よ

び
講
師

の
列
朝
詩
集

助大敦大

敦
阪阪

大大

技學投學

二
九

田

中

正

村

上

至

孝

學投

大助大
阪
市
立
大

學

助

数

技

京
都
大
學名

人

敦

日
ま
で
、
大
阪
大
學
緊
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
、
第
十
八
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ

JI I 

幸
次
郎

閲

易

1
,
 

本

田

子

荘

子

消

ぐ、71 

潔

幅

永

光

司

萬

と
風
土

爾

雅

同敦大

阪

大

右投學

犬

孝

木

村

英

演
題
お
よ
び
講
師
は

大
阪
文
幽
史
の
一
節

朝
日
新
聞
祉
史

編

集

室

主

任

大
阪
大
學

数

授
京
都
大
學

敦

投

十
月
十
八
日
、
北
演
本
會
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
大
阪
大
學
敦
授
守
屋
美
都
雄
氏
の
「
中
園
の
古
歳
時
記
と
日
本
」

昭
和
三

日
よ
り
三
十
日
ま
で
、

と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。

に
お
い
て
第
十
七
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。

野

間

光

辰

維
新
前
後
に
お
け
る
産
業
都
市
大
阪

明
治
初
期
の
大
阪
を
中
心
と
し
た
新
聞
の
猿
逹

宮 松

本

又

次

A
i
 

•^ r
 

i
 

治



お
い
て
第
二
十
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

昭
和
三
十
五
年
三
月
三
十

日
、
藤
理
事
退
任
。

四
月

で
、
大
阪
大
學
證
學
部
第
二
講
堂
に
お
い
て
第
十
九
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師寸ふ

大

阪

大

學

木

数

荀

子

と

経

學

同

志

枇

大

學

内

田

2
又

敦

中

國

古

代

法

闊

西

大

學

壺

井

数

授

静
齋
門
の
論
語
學

京

都

大

學

倉

田

助

数

授

詩

人

蘇

東

披

大

阪

大

學

林

和

比

古

助

数

投

枕

草

子

立

命

館

大

學

笠

原

仲

二

数

受

敬

に

つ

い

て

十
月
十
五
日
、
北
濱
本
會
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
京
都
美
術
大
學
敦
授
中
田
勇
次
郎
氏
の
「
わ
が
國
に
お
け
る
胴

様
書
道
の
髪
遷
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
ギ
十
月
十
七
日
よ
り
二
十
二
日
ま
で
、
大
阪
大
學
整
學
部
第
二
講
堂
に

日
、
村
田
敷
之
亮
氏
理
事
に
就
任
。
五
月

淳
之
助

義

正

智

雄

英

十
月
十
七
日
、
北
濱
本
會
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
京
大
名
粋
敦
授
那
波
利
貞
氏
の
「
中
國
の
古
儀
に
つ
い
て
」
と

日
よ
り
二
十
八
日
ま

題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
十
一
月
二
十
四
日
、
理
事
岡
橋
林
氏
逝
去
。

漠
法
整
學
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
學

潟

久

敬

祉
會
學
の
歴
史
と
儒
學

同数大助京大大

阪都限阪

大大講市

右投學手學師立

蔵

内

欺

太

イ
ソ
ド
の
佛
蹟

梶

山

雄

難
波
宮
址
の
競
掘
と
昔
の
ナ
ニ
ワ

恨

徳

堂

要

覧

山

根

徳

太

郎

゜



懐

徳

¥
3
;＇-

の
、
け
＂
叶

欺
米
に
於
け
る
敦
蓑
と
古
典

十
月
十
四
日
、
北
濱
本
會
に
お
い
て
記
念
祭
恒
典
を
執
行
、
終
っ
て
大
阪
大
學
敦
授
藤
直
幹
氏
の
「
日
本
文
化
に
お
け
る
霞
的
な
も

韓
愈
の
詩
文
に
お
け
る
諧
請
に
つ
い
て

平

の

歌

人

同助大大大

敦
阪學阪

大教I•H

右授學投立

匁≪
恥工

大

氏
退
任
。

扇

谷
,‘
 71 

谷

山

尚 潔 茂

白

）

五
十
而
知
天
命

と

中

炉
団｝

助大敦大

敦
阪阪

大大

授學投學

木

十
一
月
四
日
、

理
事
今
村
荒
男
、

巻
に
つ
い
て

日
本
神
話
に
つ
い
て

風
俗
史
上
よ
り
見
た
る
日
本
中
國
の

初
期
の
日
米
闘
係

明
治
政
治
史
上
の
二
潮
流

昭
和
三
十
六
年
五
月
二
十
二
日
よ
り
二
十
七
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い

開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

日
本
佛
敦
と
祉
會

三

樹

三

郎

村

英

干

京
都
大
學

数

授
京
都
女
子

大

學

敦

投

大
阪
大
學

敦

授
大
阪
大
學

助

敦

授

大
阪
大
學

敦

投
闊

西

學

院

大

學

孜

授

顧
間
武
内
義
雄
雨
氏
は
文
化
功
努
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
。

ヽ

］
 

1
、

一
月
卜
1

ノ
ト

源

宗

漢

昇

時

野

谷

勝

馬ヽ

工̀1 

務

赤

松

俊

秀

田
建
次
郎



か
な
の
披
生
と
古
典
文
學

漠 顔

氏

家

訓

中

庸

数京敦立敦大数大
都命

館
阪 阪

大 大大大

技學授學授學授學

阪

倉

篤

義

平

中

苓

次

屋

美

都

雄

木

村

英

二
十
三
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

の
二
氏
は
評
議
員
（
兼
任
）
に
就
任
し
た
。

五
月
二
十
一
日
よ
り
二
十
六
日
ま
で
、

大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
第

十
月
三
十
日
、

大
阪
大
學
々
長
赤
堀
四
郎
氏
が
理
事
に
就
任
。

漠

の

粛

像

石

昭
和
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
、
村
田
敷
之
亮
理
事
退
任
。
同
日
北
澤
敬
二
郎
氏
評
議
員
退
任
。
四
月
一
日
、
今
村
理
事
が
理
事

に
就
任
、
北
澤
敬
二
郎
、
大
阪
大
學
文
學
部
長
天
野
利
武
の
雨
氏
は
理
事
に
就
任
、
事
業
運
螢
委
員
木
村
英
一
、
幹
事
岡
野
廉
平

闊

西

學

院

大

學

数

投

京

都

繊

維

大

學

敦

授

大

阪

工

業

大

學

数

授

京

都

博

物3̀‘ 旦

餡京

都

女

子

大

學

敦

授

京
都
大
學

数

授

十
一
月
二
十
日
、
理
事
長
小
倉
正
恒
氏
逝
去
。

長

廣

敏

雄

宋

元

の

縮

粛

中

木寸

茂

夫

縮

巻

物

の

話

梅

津

次

郎

戯

粛

の

歴

史

森

暢

喜
劇
的
な
も
の
に
つ
い
て

河

本

敦

夫

懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

中
園
の
音
柴
と
音
架
観

懐

徳

堂

要

豆

張

源

9
.
f
^
 i
 

-ni 

の
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
十
月
十
六
日
よ
り
二
十
一
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
講
堂
に
お
い
て
第
二
十
二
回



題
お
よ
び
講
師

恨
徳
堂
の
沿
革

獣
米
に
お
け
る
中
國
研
究

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化

ウ
イ
グ
ル
文
杏
探
索
行

ー
ー
ー
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
ロ
ン
ド
ン
ま
で
1

敦

の

再

生

慈
覺
大
師
の
入
唐
巡
鶴

懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び
講
師

の
佛
蹟
を
巡
り
て

八
月
十
九
日
、
評
議
員
餌
島
利
行
氏
歿
す
。
十
月

老
子
第
八
十

ー
中
國
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ー

白

氏

長

疫

集

京

大

敦

授

同

日
よ
り
六
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
第
二
十
四
回

阪
大
助
敦
投

同
月
六
日
北
濱
本
會
に
お
い
て
、
記
念
祭
恒
典
並
に
合
祀
祭
を
執
行
、
故
理
事
長
小
倉
正
恒
氏
を
合
祀
し
た
。
次
い
で
大
阪
大
學
敦

授
村
田
敷
之
亮
氏
の
「
ギ
リ
シ
ャ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
八
年
一
月
二
十
日
、
元
講
師
京
都
大
學
名
料
敦
授
文
學
栂
士
鈴
木
虎
雄
氏
歿
す
。
五
月
二

五
月
二
十
七
日
よ
り
六
月
一
日
ま
で
、
大
阪
大
根
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
、
第
二

回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演

崎

市

田

山

田

京

大

助

数

投

藤

枝

博國學相

物立愛
館奈學

員良長園

晃

小

野

膀

年

今
小
路

立
命
館
大
學

数

授

秋

甲

南

大

學

数

授

木

正

u
而叩

田

成

明

氏
歿
す
。



香

港

の

年

東
南
ア
ジ
ア
の
佛
敦

ー
ア
ジ
ア
の
光
，
1

欺
米
に
お
け
る
外
図
語
敦
育

ー
ー
極
東
語
を
中
心
と
し
て
l

|

恨

徳

堂

要

覧

四
庫
の
分
類
法

花
個
書
（
風
姿
花
他
）

ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究

京

大

敦

授

阪
大
助
数
授

京

大

敦

授

九
月
三
十
日
よ
り
十
月
五
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
に
お
い
て
、
第
二
十
六
回
懐
徳
堂
講
座
を
開
催
し
た
。
演
題
お
よ
び

京

大

溝

師

京
大
助
数
授

阪
大
助
教
授

十
月
五
日
北
濱
本
會
に
お
い
て
、
記
念
祭
恒
典
執
行
、
併
せ
て
鈴
木
虎
雄
先
生
を
奉
祀
し
た
。
次
い
で
大
阪
大
學
敦
授
宮
本
又
次
氏

梅

湊

昇

消

水

茂

牧

田

諦

亮

大

阪

外

大

伊

地

智

助

敦

授

日

本

人

の

憤

ー
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
ー
|
l

敦大

阪

市

投立

内

多

毅

米
欧
を
巡
っ
て
の
所
惑

ー
ー
東
西
の
文
化
と
将
来

I

阪

大

敦

授

木

村

英

諧
師

周

證

重

澤

俊

郎

田

中

裕

張
彦
遠
「
法
書
要
録
」
に
お
け
る
六
朝
の
書
論

資

治

通

鑑

大

阪

外

大

数

授

京
大
人
文
科

研

所

員

京
美
大
敦
投

中

田

勇

次

郎

鈴

木

隆

白

氏

文

集

外

山

治

平

岡

武

夫

一四



荻

の
「
懐
徳
堂
の
経
演
思
想
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
九
年

部
長
時
野
谷
勝
氏
理
事
就
任
。
五
月
二
十
五
日
よ
り
三
十
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
、

徳
堂
講
座
開
催
、
演
題
お
よ
び
講
師

陶

淵

明

と

現

代

日

本

上

代

の

十
月
三
日
北
濱
本
會
に
お
い
て
、
記
念
恒
典
執
行
、
終
っ
て
記
念
講
演
會
を
開
き
、
大
阪
大
學
敦
授
犬
養
孝
氏
の
「
萬
葉
と
風
土
」

と
題
す
る
講
演
が
あ
っ
た
。
十
月
十
九
日
よ
り
二
十
四
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
、

堂
講
座
開
催
、
演
題
お
よ
び
講
師

森

條

と

大

阪

悛
偲
堂
の
沿

狙

偉

人

と

英

雄

—
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
ー
ー
ー

生

裸

阪数同敦大
大志阪

敦祉市

投授大授大

鏡

花

京
大
助
敦
授

那
君
啓
節
に
つ
い
て

ー
楚
國
の
祉
會
と
文
化
—
|

周

演

漢

の

通

軸
大
助
敦
授

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム

女
大
助
孜
授

大
阪
市
大

敦

授

奈
良
女
子
大

敦

授

豊

田

今

中

寛

司

中

山

治
浅

幸

孫

大

島

利

小

島

佐

海

知

論

語

の

郷

鴬

篇 月
二
十
四
日
評
議
員
中
根
貞
彦
氏
歿
す
。
三
月
三
十

阪

大

敦

投

木

村

英

一五

十
八
回
懐
徳

十
七
回
懐

日
理
事
天
野
利
武
氏
退
任
。
四
月
一
日
大
阪
大
學
文
學



一

遍

と

日

蓮

グ
リ
フ
ィ
ス
と
明
治
日
本
（
幻
燈
使
用
）

委
員
藤
直
幹
氏
歿
す
。

連

歌

の

話

阪
大
助
敦
授

梅

深

昇

阪

大

助

教

授

黒

田

俊

雄

食

紐

に

つ

い

て

四
條
畷
女
子

短
大
数
授

阪
大
教
授

田

中

裕

篠

田

統

明

夷

待

訪

録

自

然

と

人

為

六
月
三
十
日
事
業
運
管
委
員
小
島
吉
雄
氏
退
任
。
七
月
一
日
阪
大
教
授
田
中
裕
氏
事
業
運
螢
委
員
就
任
。
八
月
二
十
三
日
事
業
運
螢

十
月
十
一
日
よ
り
十
六
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
第
三
十
回
懐
徳
堂
講
座
開
講
、
演
題
お
よ
び
講
師

森

三
樹
三
郎
急

李

義

山

西

田

太

一

郎

開
講
、
演
題
お
よ
び
講
師

紐

の

成

立

昭
和
四
十
年
三
月
一
日
、
正
田
建
次
郎
、
弘
世
現
、
阿
部
孝
次
郎
、
寺
尾
威
夫
、
大
原
純
一
郎
、
堀
田
庄
三
、
松
下
幸
之
助
の
七

氏
評
議
員
就
任
。
五
月
二
十
四
日
よ
り
二
十
九
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
、
第
二
十
九
回
懐
徳
堂
講
座

孔

子

ゲ

テ

繹

担そ
泣、

遠

懐

徳

堂

要

壺

京
大
教
授

阪
大
助
敦
授

作 阪

大

数

授

木

村

英

同

家

高

橋

和

已

木

村

英

阪

大

数

授

田

中

建

阪

大

助

手

木

全

徳

雄

一六



疇

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
と
美
術

エ
ジ
プ
ト
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
（
幻
燈
使
用
）

昭
和
四
十
一

一
月
二
十
二
日
評
議
員
川
田
順
氏
歿
す
。
―
―

日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
、

江
戸
時
代
の
綾
刻

奉
祀
、
終
っ
で
右
五
十
周
年
記
念
講
演
に
移
り
、

懐
徳
堂
の
沿
革

講
演
が
あ
っ
た
。
十
月
十
七
日
よ
り

七

十
月
十
五
日
午
前
十
時
三
十
分
よ
り
、
大
阪
大
學

六
月
三
日
顧
問
武
内
義
雄
氏
歿
す
。

八
月

日
本
に
お
け
る
漠
字

同

池

上

禎

造

貝
原
盆
軒
の
蓑
生
訓

白

氏

文

集

韓

非

漠

文

阪数京数羽教京阪
大都衣都大
数府學美数
授授大授園授大授

丸

山

膊

花

房

英

樹

大
久
保
庇
太
郎

中

田

勇

次

郎

木

村

英

五

代

友

紫

式

部

十
一
日
理
事
時
野
谷
勝
氏
退
任
。
五
月
一

一
十
一
回
懐
徳
堂
講
座
開
講
、
演
題
お
よ
び
講
師

七
月
十
日
理
事
兼
事
業
連
恰
委
員
守
屋
美
都
雄
氏
歿
す
。

理
事
就
任
。
時
野
谷
勝
氏
（
大
阪
大
學
敦
授
）
事
業
連
慾
委
員
就
任
。

日
澤
泊
久
敬
氏
（
大
阪
大
學

本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
於
て
、
重
建
懐
徳
堂
開
講
五
十
周
年
記
念
式
典
拉
び
に
恒
祭
を
執
行
、
併
せ
て
物
故
顧
問
武
内
義
雄
氏
を

大
阪
大
學
文
學
部
長
（
本
會
理
事
）
澤
漑
久
敬
氏
の
「
生
命
と
精
紳
」

と
題
す
る

日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
、
右
五
十
周
年
記
念
懐
徳
堂
講

闊
大
敦
授

阪
大
名
春

数

授

阪
大
敦
授

本

又

次

村

田

敷

之

亮

加

藤

朗

大

阪

女

子

大

玉

上

琢

禰

数

授

一
日
よ
り
二
十
八



六
月
十
三
日
、
理
事
長
今
村
荒
男
氏
歿
す
。
七
月
一
日
、
理
事
上
野
精
一
氏
理
事
長
に
就
任
。
十
月
十
四
日
、
北
濱
本
會
に
お
い
て

他

習

録

京

大

人

文

料

研

島

田

虔

次

隠
遁
思
想
と
孔
子

立
命
餡
大
學

笠

原

仲

茶

畑
1江こ

大

阪

大

學

布

目

潮

湿

芭

蕉

の

面

大
阪
女
子
大
學

大

谷

篤

蔵

李

長

の

詩

橘
女
子
大
學

荒

井

健

企
皿

―――
-
P
 

の

而

篇

大

阪

大

學

木

村

英

西
村
天
囚
先
生
の
こ
と

内
藤
湖
南
先
生
の
こ
と

狩
野
君
山
先
生
の
こ
と

懐
徳
堂
五
十
年
の
歩
み

十
二
月
十
六
日
理
事
赤
堀
四
郎
氏
退
任
。
同
月
十
七
日
岡
田
質
氏
（
大
阪
大
學
総
長
）
理
事
就
任
。

昭
和
四
十
二
年
五
月
二
十
二
日
よ
り
二
十
七
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
小
講
堂
に
お
い
て
、
懐
徳
堂
講
座
第
三
十
三
回

開
講
、
演
題
お
よ
び
講
師

公
開
座
談
會
「
懐
徳
堂
を
語
る
」

武
内
誼
卿
先
生
の
こ
と

小

川

環

樹

木

村

英

吉

川

幸

次

郎

座
第
三
十
二
回
開
講
、
演
題
お
よ
び
講
師

悛

徳

堂

要

覧

宮

崎

市

定

後

醍

院

良

正 一八



記
念
祭
恒
典
執
行
、
故
理
事
長
今
村
荒
男
氏
を
奉
祀
、
次
い
で
大
阪
大
學
助
敦
授
黒
田
俊
雄
氏
の
「
日
本
封
建
計
會
の
特
質
」
と
題

一
十
四
回
開
講
、
演
題
お
よ
び
講
師

懐
徳
堂
座
談
會

昭
和
四
十
三
年
二
月
十
一
日
、
事
業
運
管
委
員
石
濱
純
太
郎
氏
歿
す
。
三
月
三
十

本
部
松
下
會
館
第
五
會
議
室
に
お
い
て
、
懐
徳
堂
講
座
第
一

懐
徳
堂
の
沿
革

荘

子

に

つ

い

て

大

阪

大

學

野

村

茂

九

春

秋

に

つ

い

て

闘

西

大

學

竹

内

照

夫

論
語
に
見
え
る
子
貢

大

阪

大

學

木

村

英

に
就
任
。
四
月
一
日
、
田
中
健
二
氏
（
大
阪
大
學
文
學
部
長
）
理
事
に
就
任
。

五
月
二
十
七
日
よ
り
六
月
一
日
ま
で
、
大
阪
大
學

日
、
理
事
澤
潟
久
敬
氏
退
任
、
四
月

十
一
月
九
日
、
事
業
運
唸
委
員
時
野
谷
勝
氏
評
議
員
を
兼
任
。

（
懐
徳
堂
と
麻
田
剛
立

腐
田
剛
立
の
解
剖
學

泊
園
書
院
に
つ
い
て

大

堕

中

山

片

蝠

桃

大

阪

の

心

す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
十
月
十
六
日
よ
り

十
一
日
ま
で
、
大
阪
大
學
本
部
松
下
會
館
第
五
會
議
室
に
お
い
て
、
懐
徳
堂
講
座

近
大
敦
投

心
學
明
誠
舎

闘
大
敦
授

大
阪
城
天
守
閣

主

任大
谷
大
學

講

師

中
井
家
後
裔

日

本

習

史

學
會
會
長

十
五
回
開
講
、
演
題
お
よ
び
講
師

小羽

J I I 

鼎敬

三尚

水

田

紀

久

岡

本

良

有

阪

隆

道

竹

中

靖



四、

事
文 漠

心

業
雌

龍

終

戦

前

の

業

興

膳

宏

と

文

化

懐

億

堂

要

覺

日
本
に
お
け
る
佛
敦
と
古
典
文
藝

七
月
二
十
七
日
、
評
議
員
大
原
紹
一
郎
氏
歿
す
。

終
戦
前
の
懐
徳
堂
記
念
會
は
、
大
正
五
年
に
建
立
し
た
講
堂
お
よ
び
事
務
所
と
、
大
正
十
五
年
に
竣
工
し
た
書
庫
お
よ
び
研
究
室

と
を
有
し
て
、
大
様
左
の
如
き
事
業
を
行
っ
て
来
た
。

一
、
定
日
講
義

二
、
土
曜
講
演

三
、
通
俗
講
演

五
、
恒
祭
な
ら
び
に
記
念
講
演

鴫

大愛大京人京

知都文

學府科

學褻學立研大

小

田

良

弼

平

岡

武

夫
四
〇



事

国
北
宋
五

業

月
、
同
じ
く
東
京
弘
道
館
か
ら
狭
行
し
た
。

四 （二） 皇
侃
の
論
語
義
疏
は
、
中
國
に
侠
し
て
我
國
に
他
紗
さ
れ
た
古
書
で
あ
る
。
大
正
十
一
年
は
孔
子
歿
後
二
千
四
百
年
に
営
る
の

で
、
こ
れ
を
記
念
す
る
た
め
、
こ
の

に
嘗
っ
た
。

の
古
紗
本
を
集
め
て
校
勘
し
、
定
本
を
作
っ
て
刊
行
し
た
。
講
師
武
内
義
雄
氏
が
そ
の
事

西
村
時
彦
氏
の
著
述
で
、
最
初
、
大
阪
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
。
大
正
十
四
年
十
一
月
、
本
堂
に
お
い
て
五
百
部
を
限
っ
て

重
印
し
、
末
尾
に
懐
徳
堂
復
興
小
史
お
よ
び
中
井
木
菟
麻
呂
氏
の
撰
し
た
懐
徳
堂
年
譜
を
附
印
し
た
。

曰
懐
徳
堂
文
科
學
術
講
演
第
一
輯

大
正
十
四
年
よ
り
、
侮
年
一
回
も
し
く
は
敷
回
、
懐
徳
堂
講
演
集
を
襲
刊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
同
年
六
月
、
定
期
講

の
一
部
を
編
し
て
こ
の
第
一
輯
を
作
り
、
こ
れ
を
東
京
弘
道
館
か
ら
殷
行
し
た
。

懐
徳
堂
百
科
通
俗
講
演
集

に
お
け
る
通
俗
講
演
の
一
部
を
編
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
そ
の
第

敦
授
文
學
博
士
松
山
直
蔵
氏
の
道
著
で
あ
る
。
昭
和
六
年
三
月
二
十
五
日
に
刊
行
し
た
。

日

論
語
義
疏

記
念
會
が
今
ま
で
こ
行
っ
た
出
版
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

六
、
出
版

四

輯
で
あ
る
。
前
掲
の
文
科
學
術
溝
演
集
と
同
年
同



以
上
が
、
終
戦
前
に
お
け
る
懐
徳
堂
記
念
會
の
事
業
で
あ
っ
た
。

學
研
究
者
の
補
助
奨
勘
に
充
て
て
い
た
。

七
、
奨
學

四 伯

悛

徳

堂

要

覧

碩
園
先
生
逍
集

文
學
縛
士
西
村
時
彦
氏
の
進
著
で
あ
る
。
文
集
三
巻
、
詩
集
三
巻
、
屈
原
賦
説
巻
上
、
共
に
五
冊
と
し
、
昭
和
十
一
年
十
月
一

日
に
刊
行
し
た
。

懐
徳
堂
印
存

こ
の
書
は
、
昭
和
十
五
年
一
月
、
住
友
家
史
編
纂
係
野
内
芳
蔵
氏
が
、
本
堂
の
依
嘱
に
よ
っ
て
、
中
井
家
の
竹
山
、
履
軒
、
蕉

園
、
柚
園
、
桐
園
五
先
生
の
遺
印
を
借
り
、
五
十
部
を
限
っ
て
こ
れ
を
押
捺
編
製
し
た
も
の
で
あ
る
。

草
茅
危
言

こ
の
書
は
中
井
竹
山
先
生
の
遺
著
で
あ
る
。
昭
和
十
六
年
は
重
建
懐
徳
堂
二
十
五
周
年
に
常
る
の
で
、
こ
れ
を
記
念
す
る
た
め
、

本
堂
所
蔵
の
手
稿
本
に
よ
っ
て
印
行
し
た
。

永
田
仁
助
氏
が
漠
學
奨
動
の
た
め
に
寄
附
せ
ら
れ
た
金
五
萬
圃
の
基
金
が
あ
っ
て
、
年
々
そ
の
基
金
よ
り
生
じ
る
利
子
を
以
て
漠

八
、
文
庫
の
公
開

と
こ
ろ
が
昭
和
二
十
年
に
戦
災
に
よ
っ
て
講
堂
お
よ
び
事
務
所
を
失
い
、
終
戦
後
は
諸
種
の
事
情
が
削
髪
し
た
の
で
、
新
た
に
懐

徳
堂
講
座
を
開
設
し
、
ま
た
恒
祭
と
記
念
講
演
と
だ
け
は
こ
れ
を
戦
績
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

因

四



事

祭

誹

業

第
二
条

第
一
条

戦
後
の
懐
徳
堂
記
念
會
は
、
文
庫
の
蔵
書
を
大
阪
大
學
に
寄
附
し
、
事
業
は
同
大
學
と
共
同
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
昭

和
二
十
五
年
に
、

大
阪
大
學
、
京
都
大
學
、
大
阪
市
立
大
學
、
闘
西
大
學
等
の
数
授
九
名
に
嘱
託
し
て
事
業
運
管
委
員
會
を
設
け
、

そ
の
企
粛
に
従
っ
て
、
昭
和
二
十
六
年
か
ら
、
毎
年
春
秋
二
季
、
各
六
日
間
ず
つ
の
懐
徳
堂
講
座
を
開
設
し
た
。
春
季
は
五
月
下
旬
、

秋
季
は
九
月
下
旬
ま
た
は
十
月
上
旬
に
開
く
の
が
定
例
と
な
っ
て
お
り
、
鉗
夜
六
時
半
か
ら
約
一
時
間
半
、
碩
學
一
位
を
聘
し
て
講

恒
祭
と
記
念
講
演

こ
れ
は
戦
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
行
事
を
歳
蹟
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

四

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
十
月
五
日
は
、
享
保
十
一
年
に
藉
懐
徳
堂
が
完
成
し
た
時
、
三
宅
石
惹
先
生
が
は
じ
め
て
講
席
を
開
か
れ

た
記
念
日
で
あ
る
。
祭
紳
は
懐
徳
堂
師
儒
諸
先
生
と
、
懐
徳
堂
記
念
會
の
物
故
諸
先
生
な
ら
び
に
物
故
功
傍
者
と
で
あ
る
。

懐
徳
堂
記
念
會
に
は
、
恒
祭
に
つ
い
て
、
戦
前
か
ら
左
の
奉
祀
規
定
が
あ
る
。

懐
徳
堂
記
念
會
ハ
本
會
ノ
事
業
並
二
紐
管
維
持
二
功
傍
ア
リ
タ
ル
物
故
者
ヲ
奉
祀
シ
毎
年
一
回
恒
祭
ヲ
行
フ

奉
祀
者
ハ
理
事
會
二
於
テ
之
ヲ
鈴
衡
シ
評
議
員
會
二
協
議
シ
テ
之
ヲ
決
定
ス

ま
た
記
念
講
演
に
つ
い
て
は
「
毎
年
恒
祭
執
行
後
碩
學
を
聘
し
て
記
念
講
演
會
を
行
う
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

演
を
聴
く
の
が
こ
の
講
座
で
、
無
料
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

懐

徳

堂

講

座

一
回
、
十
月
五
日
前
後
の
土
曜
日
を
選
ん
で
戟
行
す



新

見

寛

高

瀬

武

次

郎

鈴

木

虎

雄

大

塚

末

雄

大

江

文

城

秋

月

胤

歳

松

本

文
三
郎

天

沼

俊

林

森
太
郎

井

勝

二

郎

新

城

新

蔵

武

藤

長

平

岡

山

源

9. 

ノ‘

桑

原

随

蔵

浦

周

行

佐

々

木

恒

清

今

西

ピ土月

田

島

錦

治

稲

束

猛

深

田

康

算

波

多

野

七

蔵

澤

村

専

太

郎

藤

井

健

治

郎

内

田

狩

野

常
任
講
師
及
）

物
故
講
師
マ
び
臨
時
講
師

原

勝

銀

蔵

郎

西

村

時

彦

藤

代

禎

輔

坂

口

昂

内

藤

虎
次
郎

武

内

雄

物

故

顧

問

松

山

直

蔵

財

津

愛

象

吉

田

鋭

雄

物

故

敦

授

二
、
懐
徳
堂
記
念
會
物
故
諸
先
生
並
功
努
者

懐
徳
堂
五
同
志

中

井

園

中

井

碩

果

中

井

桐

園

並

河

寒

泉

中

井

柚

園

井

上

赤

水

五

井

洲

宅

春

槻

中

井

竹

山

中

井

履

軒

宅

石

惹

輪

執

齋

懐

徳

堂

要

壺

一
、
懐
徳
堂
師
儒
諸
先
生

伊

藤

東

涯

中

井

梵

恭

並

河

誠

所

四
四
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役 員

員

岡

野
伊

藤

忠

兵

術

飯

平
（
鰐
い
）
正

廉

田

建

次

郎

弘

世

現

四
五

阿

部

孝

次

郎

島

幡

司

木

村

英

村

山

長

畢

永

田

仁

助

勝

本

鼎

坂

間

棟

次

幹

岡

野

廉

平

理

上

野

精

北

敬
二
郎

岡

田

田

中

健

理

事

長

上

野

精

役

員

江

崎

政

忠

古

田

俊

之

助

木

間

瀬

策

岡

橋

林

小

正

今

井

貫

田

中

隆

大

久

保

利

武

成

田

平

荒

木

郎

本

山

村

山

龍

平

野

々

村

政

也

中

橋

徳

五

郎

男

爵

藤

田

平

太

郎

西

村

時

彦

坂

仲

輔

男

爵

住

友

吉

左

衛

門

永

田

仁

助

男

爵

鴻

池

善

右

術

門

居

通

夫

水

落

庄

兵

術

物
故
功
傍
者

財
圃
法
人
懐
態
堂
記
念
會
役
員

上

野

理

鈴

木

馬

左

也

小

山

健



評

談

員

小

畑

富

記

中，中

}II 田

錦

望 吉

廣

海

一
三
郎

平

瀬

三
七
雄

山

本

理

安

原

舜

住
友
吉
左
衛
門

池

上

四

郎

木

間

瀬

策

芦

田

順

三

郎

小

山

健

今

西

林

三

郎

幅

士

末

之

助

西

村

時

彦

平

賀

敏

上

野

理

黒

木

吉

郎

鈴

木

馬

左

也

殿
村
平
右
術
門

高

見

組

宮

島

茂

次

郎

柴

瞑
太
郎

逸

長

治

水

落

庄

兵

衛

芝
川
又
右
衛
門

高

谷

恒

太

郎

島

村

土

居

通

夫

横

山

助

成

幹

事

上

松

寅

谷

川

消

澄

尾

崎

保
之
助久

魯

成

田

軍

平

天

野

利

武

時
野
谷

勝

守

屋

美

都

雄

澤

潤

久

敬

桑

田

芳

賊

蔵

内

敷

太

小

島

吉

雄

藤

直

幹

村

田

敷

之

亮

今

村

荒

男

正

田

建

次

郎

赤

堀

四

郎

古

田

俊

之

助

木

間

瀬

策

岡

橋

林

田

中

隆

野

々

村

政

也

今

井

貫

江

崎

政

忠

小

恒

理

事

水

落

庄

兵

衛

厳

岡

恵

西

村

時

彦

理

事

長

永

田

仁

助

澤

濶

久

敬

寺

尾

威

夫

慨

徳

堂

要

覧〔
晉
役
員
〕

小

倉

正

恒

堀

田

庄

今

村

荒

男

坂

松

下

幸

之

助

仲

輔
時
野
谷

四
大

永

倉田

正仁

勝

助
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講
師
（
常
任
）
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誡

木

村

英

田

中

ネ谷

時
野
谷

勝

四
七

誹

田

一
郎

内

藤

乾

川

幸

次

郎

貝

茂

樹

阪

篤
太
郎

張

源

委

嘱

蹂

島

利

行

闊

桂

中

恨

貞

彦

川

田

順

大

原

徳

一

郎

坂

田

幹

太

森

平
兵
衛

腐

岡

恵

村

田

省

蔵

北

澤

敬

二

郎

佐

多

愛

彦

堀

越

且り

奥

村

信

太

郎

成

瀬

逹

林

市

賊

高

原

操

埒il
 

石

屈

五

郎

瀬

粂

吉

森

下

博

稲

畑

勝

太

郎

．
廿
：
入

炉

斗

長
三
郎

平

田

議

御

,r
寸

應

じ

嬰

t
,
t
,

山
口
吉
郎
兵
衛

大

久

保

利

武

杉

付

正

太

郎

岩

井欠橋

勝
次
郎

弘

世

助

太

郎

阿

部

房

次

郎

中

偲
五
郎

勝

本

忠

兵

梱

池

原

鹿

之

助

本

山

彦

野

々

村

政

也

令

i

ヽ
~
 

i
/
 

ら
1

i,h, 

利

太

愛

甲

兼

逹

樋

口

三

郎

兵

衛

鴻
池
善
右
衛
門

庄

司

乙

加

藤

睛

比

古

岡 闘 村

山

龍

平

湯

JI I 

災：

吉 質 吉

小

林

林

之

助

山

崎

保

藤

田

平

太

郎

小

林

利

日
閂

城

戸

元

亮

土

屋

元

作
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コJ号
ロ

数
師
（
鱈
）

事
業
連
菅
委
員

講
師
（
常
任
）

助

敦

投

数 顧

授 問

吉

田

鋭

雄

矢

壁

鐵

之

助

桑

田

ノ

郎

吉

雄

藤

直

幹

波

多

野

七

蔵

田

鋭

雄

武

膝

長

平

ノ‘

大

江

文

城

守

屋

美

都

雄

張

源

詳

石

演

純

太

郎

新

美

稲

束

猛

西

村

時

彦

吉

田

鋭

雄

秋

月

胤

椴

佐

々

木

恒

沌

阪

倉

篤

太

郎

田

鋭

雄

松

山

直

蔵

狩

野

直

懐

徳

堂

要

壺

．．
 -.,' 

社
-
F

〔
蓑
委
圏
者
〕

小

島

吉 岡

山

源

吉 吉

澤

義

則

財

律

愛

象

内

藤

虎

次

郎

林 ヒロ
H
 

森
太
郎

田

鋭

雄

武

内

義

雄

武

内

義

雄

四
八

＂ふゴー
J

財

津

愛

象



附

録

懐
徳
堂
記
念
會
の
趣
旨

財
囮
法
人
懐
徳
堂
記
念
會
趣
旨

維
新
前
に
於
け
る
我
が
大
阪
唯
一
の
學
校
な
り
し
懐
徳
堂
は
中
井
梵
癒
先
生
が
、

門
）
富
永
芳
春
（
道
明
寺
屋
吉
左
衛
門
）
長
崎
克
之
（
船
橋
屋
四
郎
右
御
門
）
吉
田
盈
枝
（
備
前
屋
吉
兵
衛
）
山
中
宗
古
（
鴻
池
又
四
郎
）
の

五
有
志
と
謀
り
て
、
諸
同
志
を
糾
合
し
、
三
宅
石
遊
先
生
を
聘
し
て
尼
崎
町
一
丁
目
北
側
（
今
、
其
跡
は
今
橋
通
四
丁
目
北
側
）
に
創
立

せ
し
者
に
し
て
、
時
に
享
保
九
年
な
り
、
同
十
一
年
幕
府
の
官
許
を
得
て
よ
り
、
大
阪
學
問
所
と
も
稲
し
、
石
癒
先
生
歿
後
は
整
竜

先
生
學
主
と
為
り
、
五
井
蘭
洲
先
生
敦
鞭
を
執
る
者
、
前
後
二
十
年
、
尋
き
て
梵
竜
の
子
竹
山
（
懐
徳
堂
學
主
）
履
軒
（
水
哉
館
塾
主
）

二
先
生
嘲
起
し
て
よ
り
、
大
阪
の
文
學
、
雄
を
海
内
に
稲
し
、
子
孫
相
椴
ぎ
て
業
を
世
に
し
、
以
て
維
新
の
際
に
至
る
。
世
態
一

し
て
學
校
も
亦
齋
T

し
た
り
し
が
、
創
立
よ
り
康
學
に
至
る
ま
で
、
絃
誦
の
磐
を
絶
た
ざ
る
も
の
、
質
に
百
四
十
餘
年
な
り
、
竹
山
履

軒
二
先
生
の
門
、

附

録

四
九

大
阪
の
商
人
な
る
中
村
睦
峰
（
三
星
屋
武
右
衛

人
材
輩
出
し
て
海
内
に
分
布
し
、
以
て
一
世
の
文
化
を
振
興
せ
り
、
斯
る
大
儒
を
我
が
大
阪
に
出
だ
し
し
は
、

太
閤
の
大
阪
城
に
も
誤
ら
ざ
る
偉
蹟
と
謂
ふ
べ
し
、
然
れ
ど
も
我
々
後
人
の
最
も
深
く
懐
徳
堂
に
感
銘
す
る
所
以
の
者
は
、
大
阪
唯

一
の
學
校
と
し
て
の
大
阪
の
文
教
を
主
る
も
の
久
し
く
、
大
阪
人
を
教
育
し
て
、
其
の
品
性
を
養
ひ
、
其
風
俗
を
正
し
、
以
て
世
道



因
て
此
に
其
成
立
の
来
歴
を
宣
明
す
。

報
い
、

に
致
せ
る
大
阪
か
、
亦
能
＜
緊
榮
を
将
末
に
獲
ん
と
欲
せ
ば
、

一
た
び
其
頭
を
回
し
て
源
に
潮
り
故
に
温
ね
ん
こ
と
を
要
す
、
則
ち

懐

徳

堂

要

覧

人
心
を
維
持
せ
し
に
在
り
、
我
が
大
阪
は
古
よ
り
商
業
を
以
て
著
は
れ
、
國
運
振
張
の
今
日
に
在
り
て
、
亦
商
工
業
の
中
心
と
稲
せ

ら
る
る
所
以
の
者
は
、
古
束
養
成
し
た
る
大
阪
人
の
品
性
と
良
習
慣
と
に
起
因
す
べ
く
、
品
性
と
良
習
慣
と
は
、
並
に
敦
化
の
致
す

所
に
し
て
、
懐
徳
堂
百
四
十
餘
年
間
の
文
数
に
負
う
所
の
者
莫
大
な
り
、
君
父
師
は
之
を
三
恩
と
曰
ふ
、
報
本
反
始
は
人
の
道
な
り
、

大
阪
人
た
る
も
の
、
今
日
の
盛
を
致
し
4

所
以
を
思
ふ
て
、
而
し
て
祖
先
の
受
け
た
る
敦
化
の
恩
を
銘
し
、
以
て
将
来
の
徳
育
に
留

心
せ
ざ
る
可
ら
ず
、
顧
ふ
に
天
地
の
在
ら
ん
限
り
、
人
類
幸
揺
の
基
礎
は
道
徳
に
在
り
、
國
家
の
隆
昌
も
、
社
會
の
平
和
も
、
家
庭

の
安
榮
も
、
皆
此
に
根
抵
す
、
而
し
て
商
業
上
道
徳
の
尚
ぶ
可
き
は
、
固
よ
り
言
を
待
た
ず
、
古
来
の
敦
化
の
効
、
能
く
盛
を
今
日

我
が
大
阪
人
が
今
古
に
俯
仰
し
て
、
自
ら
省
み
自
ら
戒
む
る
に
適
嘗
な
る
は
、
懐
徳
堂
の
歴
史
に
若
く
な
し
、
是
れ
縛
き
に
懐
徳
堂

記
念
會
を
興
し
、
明
治
四
十
四
年
十
月
五
日
(
+
月
五
日
は
蘇
府
の
官
許
を
得
て
講
を
開
き
た
る
記
念
日
な
り
）
を
卜
し
、

懐
徳
堂
師
儒
先

生
の
盛
を
祭
り
、
且
つ
碩
學
を
聘
し
て
講
演
を
開
き
、
遺
書
を
刊
行
し
、
遣
墨
を
展
翌
し
、
，
以
て
一
は
百
四
十
餘
年
間
敦
化
の
恩
に

一
は
世
道
人
心
の
振
興
に
資
す
る
と
こ
ろ
あ
り
し
所
以
な
り
、
厭
後
同
會
披
起
人
及
び
役
員
相
會
し
、
同
會
の
剰
除
金
を
以

て
基
本
資
産
と
し
、
更
に
同
一
の
趣
旨
の
下
に
懐
徳
堂
記
念
會
を
興
し
、
有
終
の
美
を
演
さ
ん
こ
と
を
決
議
せ
ら
る
、
是
れ
這
般
本

會
の
設
立
を
見
た
る
所
以
に
し
て
、
帥
ち
此
れ
を
財
圃
法
人
の
組
織
と
為
し
、
以
て
本
會
の
趣
旨
を
永
遠
に
遂
行
せ
ん
こ
と
を
期
す
、

大
正
二
年
九
月
一
日

財
圃
法
人
懐
徳
堂
記
念
會
寄
附
行
為

五
〇



第
七
条

闘t

録

第
六
条

第
五
条
基
本
財
産
ノ
管
理
方
法
ハ
理
事
會
二
於
テ
之
ヲ
定
ム

第
四
条

本
會
ハ
侶
懐
徳
堂
記
念
會
ョ
リ
引
椴
ギ
タ
ル
金
六
千
闘
及
ビ
有
志
者
ノ
寄
附
金
ヲ
以
テ
基
本
財
産
ト
ス

本
會
ノ
経
費
ハ
基
本
財
産
ョ
リ
生
ズ
ル
利
子
及
事
業
ョ
リ
生
ズ
ル
牧
入
ヲ
以
テ

本
會
ノ
會
計
年
度
ハ
毎
年
四
月
一
日
二
始
リ
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
ル

第
四
章

金

第
三
条

本
會
ノ
事
務
所
ハ
大
阪
市
東
謳
北
濱
三
丁
目
三
十
番
地
二
置
ク

事
務
所

第
二
条
本
法
人
ハ
懐
徳
堂
記
念
會
卜
稲
ス

名

稲

ノ
研
究
ヲ
奨
勘
ス
ル
コ
ト

ヲ
調
査
表
彰
ス
ル
コ
ト

、
學
術
講
演
會
ヲ
開
ク
コ
ト

二
、
講
演
集
及
ビ
其
他
園
古
ノ
編
簗
出
版
ヲ
ナ
ス
コ
ト

三
、
大
阪
先
賢
ノ
事
蹟
及
ビ

四
、
奨
學
金
ヲ
支
出
シ
、

的
ト
ス

第
一
条

第 本
會
ハ
左
ノ
方
法
二
依
リ
、
園
民
道
徳
ノ
進
歩
ニ
カ
メ
、
學
術
ノ
披
逹
ヲ
國
リ
、
本
邦
文
化
ノ
向
上
二
資
ス
ル
ヲ
以
テ
目

第

目

的

一
充
ッ

五

モ
ト
「
大
阪
市
東
属
豊
後
町
恨
徳
堂
二
似
ク
」
卜
）

一
ァ
ッ
タ
ノ
ヲ
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
四
日
付
焚
更

申
請
、
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日
付
認
可



第
十
五
条

本
會
二
金
壼
百
圃
以
上
ヲ
寄
附
シ
タ
ル
者
及
評
議
員
會
ノ
推
選
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
維
持
會
員
ト
ス

第
六
章

第
十
四
条

維
持
會
員

第
十
三
条

於
テ
維
持
會
員
中
ョ
リ
補
餓
嘱
托
ス

第
十
二
条

第
十
一
条

ハ
補
餓
選
畢
ス
、
補
鉄
理
事
ノ
任
期
ハ
前
任
者
ノ
残
任
期
間
ト
ス

第
十
条

懐

徳

堂

要

呪

基
本
財
産
ハ
理
事
會
ノ
決
議
二
依
リ
、
動
産
ヲ
不
動
産
二
或
ハ
不
動
産
ヲ
動
産
二
髪
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

本
會
二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

項
ノ
期
間
在
任
ス
、

互
選
二
依
リ
内
一
人
ヲ
理
事
長
ト
ス

一
餓
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
時
ハ
、
評
議
員
會

ょ
モ
ト
「
三
十
人
以
上
五
十
人
以
内
」
ト
ア
ソ
タ

一
ノ
ヲ
、
轟
四
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
付
斐
）

更
ヲ
申
睛
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
付
認
可

理
事
ノ
任
期
ハ
ニ
年
ト
ス
、
但
シ
満
期
再
選
ヲ
妨
ゲ
ズ
、
本
法
人
設
立
ノ
際
二
在
テ
ハ
、
設
立
者
ヲ
以
テ
理
事
ト
シ
、
前

理
事
ノ
任
期
粕
了
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
餓
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
時
ハ
、
評
議
員
會
二
於
テ
維
持
會
員
中
ョ
リ
改
選
叉

理
事
ハ
本
財
園
ヲ
代
表
シ
テ
諸
般
ノ
事
務
ヲ
管
理
シ
、
理
事
長
之
ヲ
統
括
ス

本
法
人
設
立
ノ
際
二
於
ケ
ル
評
議
員
ハ
、
理
事
會
二
於
テ
啜
托
ス
、

評
議
員
ハ
本
財
圃
ノ
重
要
事
項
二
闊
シ
意
見
ヲ
述
べ
、

幹
事
ノ
職
務
及
任
免
二
闊
ス
ル
規
定
ハ
、
理
事
會
ノ
決
議
ヲ
以
テ
別
二
之
ヲ
定
ム

評
議
員

幹

事
理

事

第
九
条

第
八
条

十
五
人
以
上
二
十
五
人
以
内

人

七
人
以
内

第

五

章

役

員

且
之
レ
ガ
協
議
二
應
ズ

五



附

大
正
十
二
年
六
月

録

セ
ラ
ル
レ
バ

テ
相
語
リ

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
正
十
二
年
の
六
月
に
、

五

の
多
く
を
失
っ
た
が
、
熱
心
な
有
志
の
努
力
に

チ
ニ
解
散
ス
ル
ヲ
以
テ
、
同
人
蓋
舒
シ

モ
ノ
蓋
敷
百
人
、
想
フ
ニ
吾
人
卜
道
ヲ
共
ニ
シ
棄
ヲ
同
ウ
ス

部
の
有
志
に
よ
っ
て
痰
起
さ
れ
、
多
敷
の
筏
同
を
得
て
、

堂
友
會
は
、

ノ
決
議
二
依
リ
、
主
務
官
認
ノ
認
可
ヲ

懐

徳

堂

々

友

會

月

の
聴
講
生
お
よ
び
曾
て
聴
講
生
で
あ
っ
た
人
々
の
同
志
が
結
成
し
た
會
で
あ
っ
て
、
相
互
の
親
睦
と
切
磋
と

四
日
の
懐
徳
堂
恒
祭
の
日
に
披
會
式
を
摯
げ
た
。

幹
事
を
定
め
て
、
會
の
組
織
が
成
立
し
た
。
爾
束
、
會
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
質
行
し
て
目
的
を
逹
成
す
る
と
共
に
、
會
員
ぱ
協
力

一
致
し
て
堂
の
た
め
に
虚
し
た
と
こ
ろ
は
少
く
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
先
づ
常
初
の
趣
意
書
を
掲
げ
る
と
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

懐
徳
堂
堂
友
會
設
立
趣
旨

懐
徳
堂
開
講
以
寮
姦
ご
七
年
、

睦
ヲ
厚
ウ
七
ン
ト
欲
ス
。
同
感
ノ

か
く
て
會
則
を
定
め
、
敦
授
を
推
し
て
會
長
と
し
、
吉
田
助
敦
授
に
主
幹
を
嘱
し
、

ノ
間
聖
賢
ノ
敦
ヲ
聴
キ
テ
之
ヲ

ル
モ
ノ
亦
炒
少
カ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
毎
講
時
ヲ
計
リ
テ
網
筵
二
列
シ
、
講
終
リ

ム
ノ
機
會
ナ
キ
ラ
惜
ム
。
是
ヲ
以
テ
吾
人
敢
テ
自
ラ
拙
ラ
ズ
堂
友
會
ヲ
起
シ
テ
此
ノ
映
陥
ヲ
補
ヒ
、
以
テ
相
互
ノ
親

戦
時
中
か
ら
終
価
碕
踪
以
へ
か
け
て
、
大
阪
が
燒
土
と
化
し
た
の
に
伴
っ
て
、

一
、
設
立
の
趣
旨
と
會
則

第
十
六
条
本
害
t

附
行
為
ハ

附

則

ス
ル
コ
ト
ヲ
得



ケ
年
と
し
、
重
任
を
妨
げ
な
い

第
六
条

一
、
正
會
員
會
費
年
五
百
圃
、
但
二
百
五
十
圃
ず
つ
二
回
に
分
納
す
る
も
差
支
え
な
い

懐
徳
堂
記
念
會
役
員
、
事
業
運
螢
委
員
、
講
師
等
の
中
よ
り
推
選
す
る

第
五
条
本
會
の
會
員
種
別
を
左
の
通
り
と
す
る

會

第
四
条

第
二
条

第
一
条

一
、
見

懐

偲

堂

要

覺

よ
っ
て
陵
絶
に
至
ら
ず
、
漸
く
組
織
を
回
復
し
て
會
則
を
改
正
し
、

る
。
そ
の
間
、
時
々
部
分
的
に
會
則
を
改
正
し
た
が
、
現
行
の
會
則
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

第
三
条

本
會
を
懐
徳
堂
堂
友
會
（
略
稲
堂
友
會
）
と
稲
し
、
懐
徳
堂
聴
講
生
並
に
懐
徳
堂
事
業
の
共
嗚
者
を
以
て
組
織
す
る

本
會
は
懐
徳
堂
の
趣
旨
に
違
い
徳
性
の
涵
蓑
、
智
識
の
向
上
及
び
堂
友
の
親
睦
を
圏
る
を
以
て
目
的
と
す
る

本
會
の
事
務
所
を
大
阪
大
學
文
學
部
内
懐
徳
堂
事
務
連
絡
所
内
に
置
く

本
會
の
目
的
逹
成
の
た
め
左
記
行
事
を
適
宜
催
す

二
、
講
演
會
、
茶
話
會
等
の
諸
會
合

ま
た
新
し
い
企
劃
に
よ
る
行
事
を
行
っ
て
、
今
日
に
至
っ
て
い

三
、
雑
誌
『
懐
徳
』
の
痰
行
（
年
刊
）
會
員
に
は
無
料
頒
布
す
る

一
、
名
魯
會
員

一
、
維
持
會
員

金
一
萬
圃
以
上
の
寄
附
者
（
敷
回
に
寄
附
す
る
も
可
）

本
會
に
會
長
一
名
、
委
員
若
干
名
を
置
き
、
會
務
一
切
を
慮
理
す
る
。
會
長
の
任
期
は
特
に
定
め
ず
、
委
員
の
任
期
は
一

懐
徳
堂
堂
友
會
會
則
（
昭
和
四
十
三
年
九
月
六
日
改
正
）

五
四



附

録

昭
和
二
十
九
年
十
月
五
日
、
第
二
十
五
琥
を
鼓
行

五
五

こ。t
 

ヽ

の
寝
行

こ。f
 

た
ど
り
、
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

そ
の
間
、
次
の
二
つ
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
定
例
化
し

は
名
唇
會
員
の
推
薦
に
基
づ
き
、
本
會
が
推
戴
す
る
。
委
員
は
會
長
が
指
名
す
る
。
委
員
中
よ
り
會
計
一
名
を
互
選

す
る
も
の
と
す
る

第
七
条

、
終
戦
後
の
堂
友
會
の
活
動

戦
災
に
よ
っ
て
一
時
機
能
の
停
止
を
餘
俵
な
く
さ
れ
た
堂
友
會
は
、
そ
の
後
、
熱
心
な
同
志
の
努
力
に
よ
っ
て
瀬
次
復
興
の
道
を

既
に
戦
前
か
ら
こ
の
の
刊
行
が
行
わ
れ
て
、
二
十
一
腕
を
重
ね
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
六
年
、
堂
か
ら
刊
行
費
の
補
助
を
得

て
こ
れ
を
復
刊
し
た
。
復
刊
第
一
琥
を
以
て
第
二
十
二
披
と
し
、
一
回
、
こ
れ
を
編
輯
し
て
、
秋
に
刊
行
す
る
こ
と
と
な
っ

昭
和
二
十
六
年
十
月
六
日
、

昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
、

昭
和
二
十
八
年
十
月
二
十
日
、

一
披
を
装
行

一
十
四
腕
を
狽
行

昭
和
三
十
年
十
月
五
日
、
第
二
十
六
披
を
装
行

昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
、

昭
和
三
十
二
年
十
月
一
日
、

一
十
七
披
を
骰
行

十
八
被
を
装
行



昭
和
四
十
二
年
十
月
十
日
、
第
三
十
八
猜
を
披
行

十
六
琥
を
疲
行

昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
、
第
三
十
二
琥
を
披
行

懐

徳

堂

要

覧

昭
和
三
十
三
年
十
月
一
日
、
第
二
十
九
披
を
猿
行

昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日
、
第
三
十
琥
を
稜
行

昭
和
三
十
五
年
十
月

日
、
第
三
十
一
披
を
猿
行

昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
、
第
三

昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
、
第
三
十
四
披
を
披
行

昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
、
第
三
十
五
披
を
披
行

昭
和
四
十
年
十
月
一
日
、

昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日
、
第
三
十
七
琥
（
現
懐
徳
堂
開
講
五
十
年
記
念
琥
）
を
疲
行

二
、
見
學
會

涵
皿
を
痰
行

戦
前
に
殿
々
堂
友
會
主
催
の
見
學
會
が
あ
っ
て
、
史
跡
を
巡
り
、
専
問
の
講
師
に
臨
地
の
説
明
、
指
導
を
請
う
て
、
知
識
の
習
得

と
會
貝
の
親
睦
と
の
上
に
、
多
大
の
成
果
を
畢
げ
て
い
た
。
昭
和
三
十
年
、
堂
の
補
助
を
得
て
こ
れ
を
復
活
す
る
こ
と
に
な
り
、

爾
束
、
毎
年
雨
三
度
、
こ
れ
を
質
行
し
て
い
る
。
毎
回
多
敷
の
参
加
者
が
あ
っ
て
、
架
し
い
會
に
な
っ
て
い
る
。

五
六
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