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回

木目
Jビ4ヽ

録

故
ぎ
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
ら
ば

以
て
師
た
る
べ
し

/‘ 





ヵ；
ヽ と
こ
ろ
て
•

す
。
そ
こ
て
、
こ
こ
に
、

と
和
學
と
申
し
あ
げ
る
わ
け
て
あ
り
ま
す
。

思
う
の
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
話
し
ま
す

の

/‘ 
五

わ
た
く
し
た
ち
が
和
學
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
す
の
に
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
の
て
あ
り
ま
し
て
、
國
學
と
匿
別
す
る
た
め

て
あ
り
ま
す
。
國
學
と
申
し
ま
す
の
は
、
日
本
古
典
學
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
荷
田
春
満
か
ら
鰐
淵
、

國
學
に
は
、
わ
が
國
固
有
の
固
民
精
紳
の
本
源
を
究
明
し
て
古
道
ま
た
は
軸
な
が
ら
の

家
て
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
契
洲
の
よ
う
な
學
風
を
所
謂
國
學
か
ら
置
別
す
る
た
め
に
、
わ
た
く
し

懐

忽

堂

と

和

學

懐

饒

堂

と

和

學

て
ゆ
き
ま
し
た

確
な
主
義
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
佛
敦
と
か
僻
数
と
か
の
外
末
思
想
を
排
斥
し
、
か
た
く
な
に
―
つ
の
批
界
観
に
と
ぢ
こ
も

に
と
ら
わ
れ

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
近
批
の
日
本
に
お
き
ま
し
て
の
、
こ
の

考
え
ら
れ
が
ち
な
の
て
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
近
祉
の
日
本
古
典
學
に
は
、
こ
の

な
い
、
ま
た
排
他
的
て
な
い
、
僻
数
を
も
佛
数
を
も
必
要
と
あ
ら
ば
進
ん
て
こ
れ
を
利
用
す
る
、
い
は

典
の
研
究
を
推
進
し
て
い
つ
の
一
派
も
あ
っ
た
0
て
あ
り
ま
す
。
わ
が
大
阪
の
生
み
ま
し
た
契
沖
阿
閤
梨
な
ど
は
、
こ
の
方
の
大

の
日
本
古
典
學
も
や
は
り
こ
〇
契
沖
0
よ
う
た
性
格
の
も
の
ノ
L

あ
り
ま

し
て
、
國
學
の
よ
う
な
偏
向
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
つ
て
い
な
い
、
て
す
か
ら
、
こ
れ
も
わ
た
く
し
の
所
謂
和
學
の
方
な
の
て
あ
り
ま

い
う
ま
て
も
な
く
漠
學
塾
て
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
の
本
筋
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

の
教
授
て
あ
り
ま
す

の
創
設
者
、
三
宅
萬
年
先
生
が
ま
ず
和
學
に
興
味
を
も
つ
て
お
ら
れ
た
。
口
の
悪
い
上
田
秋
成
は
、
萬
年
先
生
の
こ
と
を
も

い
ふ
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
と

に
學
問
的
に
日
本
古

の
外
に
、
そ
の

の
流
れ
が
大
き
く
て
、
日
本
學
即
ち
國
學
と
い
う
風
に

明
か
に
し
、
こ
れ
を
宜
揚
し
よ
う
と
す
る
明

小

島

吉

雄



悛

穏

堂

と

和

學

と
京
都
の
俳
諧
師
だ
っ
た
と
い
つ
て
い
る
。
俳
諧
を
餃
の
種
に
は
し
て
お
ら
れ
た
わ
け
て
は
な
い
ノ
J

し
よ
う
け
れ
ど
も
、
相
常
そ
の
方
の

た
し
な
み
の
あ
っ
た
こ
と
は
事
如
具
て
、
恢
徳
堂
を
開
か
れ
た
の
ち
に
も
俳
句
は
手
す
さ
び
に
作
っ
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
て
す
。
い
ま
、
恢

徳
堂
文
庫
に
残
っ
て
い
る
萬
年
先
生
遺
墨
輯
に
は
、
俳
句
の
み
な
ら
ず
、
和
歌
も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
て
、
部
年
先
生
は
國

文
の
素
養
が
あ
り
、
固
文
學
に
も
興
味
を
も
つ
て
お
ら
れ
た
の
て
あ
り
ま
す
が
、
ま
と
ま
っ
た
著
述
が
今
日
残
っ
て
い
な
い
。
二
代
目
の

學
主
て
あ
っ
た
中
井
聾
庵
先
生
も
ま
た
國
文
の
素
登
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
「
と
は
ず
が
た
り
」
と
い
う
著
苫
な
ど
を
見
ま
す
と
、

よ
い
國
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
和
歌
な
ど
も
作
ら
れ
た
よ
う
ノ
J

す。

せ
ん
。
け
れ
ど
も
、

養
が
あ
り
ま
し
た
の
て
、
そ
の
黙
は
徳
川
後
期
の
漠
學
者
と
違
つ
て
い
ま
す
。
新
井
白
石
の
よ
う
に
、
日
本
學
の
方
て
も
相
常
の
業
頼
を

残
し
て
い
る
人
は
別
と
し
ま
し
て
も
、
太
宰
春
森
、
室
鳩
巣
そ
の
ほ
か
、
な
か
な
か
正
し
い
よ
い
國
文
を
書
く
人
が
多
か
っ
た
の
て
あ
り

ま
す
。
従
つ
て
、
萬
年
先
生
や
梵
庵
先
生
程
度
の
國
文
的
敬
蓑
は
、
特
に
、
と
り
た
て
て
，
甲
す
ほ
ど
の
こ
と
ノ
J

も
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま

こ
の
二
先
生
の
数
養
が
俵
徳
堂
に
固
文
的
趣
味
或
は
和
學
趣
味
を
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
い
ま

さ
て
、
懐
徳
棠
に
學
問
と
し
て
の
和
學
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
五
井
蘭
洲
先
生
て
あ
り
ま
す
。
蘭
洲
先
生
の
和
學
は
、
父
の
持
軒
先
生

と
契
沖
と
か
ら
来
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
輪
執
齋
の
感
化
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
五
井
家
に
は
蘭
洲
の
曾
祖
父
守
香
が
、
徳
川
初

批
の
人
て
す
が
、
和
漠
の
學
に
長
じ
て
い
た
。
節
用
集
を
著
し
、
日
本
紀
の
學
を
僻
え
た
と
い
う
。
持
軒
は
こ
の
祖
父
の
手
も
と
て
大
き

享
保
九
年
の
大
火
て
、
特
間
の

く
な
り
、
そ
の
學
問
を
偲
え
た
の
て
す
。
持
軒
は
朱
子
學
だ
そ
う
て
す
が
、
そ
の
和
學
も
本
格
的
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
て
す
。
し
か
し
、

や
家
偲
の
害
は
全
部
燒
亡
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
持
軒
は
ま
た
貝
原
益
脚
と
下
河
遥
長
流
と
親
し
か

っ
た
。
盆
軒
と
は
京
都
遊
學
中
の
同
門
て
あ
り
、
長
流
と
は
同
じ
大
和
の
出
身
と
い
う
の
て
親
し
か
っ
た
ら
し
く
、
長
流
か
ら
萬
葉
集
や

古
今
集
に
つ
い
て
数
を
受
け
、
和
歌
を
見
て
も
ら
っ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
間
洲
苓
話
に
は
、
持
軒
に
は
家
偲
の
説
が
あ
り
、
そ
れ
を

き
い
て
盆
軒
は
闘
名
を
作
り
、
ま
た
長
流
は
契
沖
に
語
り
、
契
沖
は
、
そ
れ
を
代
匠
記
に
つ
く
つ
た
と
出
て
い
ま
す
。

す。

翌
豆
ヽ

-
W
 
こ
の
時
代
の
漢
學
者
は
、
み
な
幾
ら
か
ず
つ
國
文
の
素

ハ
六



懐

蛍

と

和

學

五
井
先
生
と
い
ふ
が
よ
い

っ
た
。

間
洲
の
こ
と
を
、
上
田
秋
成
0
腑
大
小
心
録
に
は

の
竹
山
屈
府
は
、
こ
の
し
た
て

つ
て
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
の
て
あ
り
ま
す
。

六
七

や
。
契
沖
を
し
ん
じ
て

や
ら
れ
た
。

と
契
沖
と
に
は
學
問
的

て
蘭
洲
先
生
が
契
沖
の
碑
文

提
寺
て
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
附
洲
0

あ
り
ま
す
。
そ
の
間
洲
の

に
あ
る
。
中
井
家
の

の
あ

に
多
い
。
學
問
的
に
い
う
と
、

に）

て
い
る
の
て
す
が
、

み
に
し
て
い
る
の
て
は
な
い
。
元
来
、

し
J

り
ま
す
。

こ
れ
ら

て
て
お
り
、
持
軒
の

力
し
て
お
り
、
ま

概
古
今
序
紀
間
、

に
も
深
い
造
詣
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
和
歌
に
も
た
し
な
み
あ
り
、

る
と
い
う
事
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
間
洲
の
和
學
は
そ
の
槃
餘
の
も
の
て
す
。

見
て
み
る
と
、
契
沖

契
沖
と
の
間
に
は
前
か
ら
闘
係
が
た
い
こ
と
は
な
い
の
て
あ
っ
て
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
闘
珠
庵
境
内
の
契
沖
の
輩
碑
銘
は
闊
洲
の
撰
て

の
筋
向
い
て
す
が
、
宜
相
寺
は
住
友
家

の
入
江
友
俊
0
磁
も
あ
り
ま
す
が
、
友
俊
は
契
沖
と
も
闘
係
が
あ
り
ま
し
て
此
の
人
0
栂
旋

か
っ
た
。
五
井
父
子
は
大
阪
の
和
翠
て
も
宣
要
闘
す
べ
き
人
物
て
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ

い
た
0
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
悔
北
若
沖
（
契
沖
門
人
）
や
並
河
誠
所
と
と
も
に
地
詰
0
仕
事
に
も
掲
わ

つ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
さ
含
ほ
ど
申
し
た
よ
う
に
、
契
沖
の
友
て
あ
り
、
ま
た
師
て
も
あ
っ
た
下
河
媛
長
流
と
五
井
持
軒
と
が
親
し

和
學
の
中
心
て
あ
っ
た
。
そ
の
蘭
訓

に
粽
褒
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
非
常

和
學

の
ほ
か
、
瓢
正

詠
歌
大 の

I, 

の
雑
古
は
請
じ
な
い
定
め
て
あ
る
か
ら
、
閤
洲
も
も
ち
ろ

に
も
く
わ
し
く
、
弓

間
に
い
ろ
い
ろ
和
歌
に
つ
い
て
も
、
そ

を
き
い
た
こ
と

に
も
戟
つ
て
い
る
と
こ
ろ
て
あ
り
ま
す
。

0
公
許
0
た
め
に
ら
蔭
0
人
と
し
て

た
の
て
あ
り
ま
す
が
、
間
洲
は
こ
の

0
も
と
に
あ
る

の

し）

この一―

が
共
に

し
て
協

阿
洲
先
生
は

に
し
て

つ
て
い

に
和
學
に
造
詣
あ
り
、

ま
た
和
歌
に
秀



撼

堂

と

和

學

か
な
り
く
は
し
く
紹
介
し
て
お
り
ま
す
が
、
大
阪
の

の
補
注
て

と
あ
り
ま
す
。
悪
口
屋
の
秋
成
が
こ
う
い
つ
て
い
る
の
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
薗
洲
先
生
は
よ
ほ
ど
の
人
物
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
秋
成
も
蘭
洲
の
契
沖
信
者
な
る
こ
と
を
こ
こ
て
述
べ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
先
生
に
は
「
紹
お
ち
く
ぼ
物
語
」
と

い
ふ
擬
古
物
語
が
あ
っ
た
よ
う
て
す
。
わ
た
く
し
は
ま
だ
見
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
名
か
ら
す
る
と
、
お
ち
く
ぼ
物
語

な
も
の
て
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
間
洲
先
生
に
は
一
女
が
あ
り
ま
し
た
。
古
今
通
や
勢
語
通
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
こ
の
女
の
教

む
す
め

養
の
た
め
に
筆
を
執
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
源
語
提
要
な
ど
と
い
う
の
も
、
そ
の
内
容
か
ら
見
ま
す
と
、
や
は
り
女
の
た
め
に
古
き
典
え
た

も
の
の
よ
う
て
す
。
い
ず
れ
も
先
生
五
十
才
以
後
の
著
述
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
著
書
は
弟
子
の
間
て
認
し
偲
え
ら
れ
ま
し
た
。
い

く
つ
も
の
葛
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
源
語
詰
は
安
永
十
年
に
源
語
梯
と
し
て
盗
刻
開
板
せ
ら
れ
ま
し
た
。

た
か
さ
と

次
に
、
こ
の
間
洲
先
生
の
門
下
中
、
和
學
に
達
し
た
の
が
、
加
藤
景
範
腕
竹
里
て
あ
り
ま
す
。
景
範
通
稲
小
川
屋
喜
太
郎
、
友
輔
と
も

院
し
て
薬
種
屋
て
あ
り
ま
す
。
父
は
儒
習
て
信
成
と
い
い
ま
す
。
享
保
五
年
五
月
朔
の
生
れ
て
す
が
、
そ
の
名
付
親
が
三
輪
執
齋
て
す
。

尋
春
棲
が
悛
徳
堂
學
主
の
時
代
、
賓
麿
八
年
八
月
の
懐
徳
堂
規
約
附
紀
の
蓮
署
中
に
小
川
屋
喜
太
郎
の
名
が
見
え
ま
す
。
ま
た
竹
里
の

交
信
成
自
筆
の
遮
沼
和
歌
集
に
は
中
井
梵
雁
が
序
文
を
竹
里
が
裁
文
を
吐
口
い
て
い
ま
す
。
竹
里
二
十
九
オ
の
時
の
こ
と
て
す
。
こ
の
竹
呈

の
著
古
は
非
常
に
多
い
の
て
す
が
、
中
て
も
國
雅
管
歳
、
和
歌
用
字
み
な
れ
さ
ほ
、
和
歌
収
餞
集
、
和
歌
虚
詞
考
等
は
出
板
せ
ら
れ
、
新

古
今
醤
注
補
逍
、
古
今
通
柿
、
源
語
解
、
勢
語
通
注
、
萬
葉
趨
辿
等
は
み
な
葛
本
て
偲
わ
り
、
古
今
通
柿
以
下
は
閲
洲
の

あ
り
ま
す
。
出
板
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

い
ず
れ
も
歌
語
靡
典
の
よ
う
な
も
の
て
あ
り
ま
す
が
、
最
も
代
表
的
な
研
究
的
著
述
と
も
い

う
べ
き
新
古
今
資
注
補
遺
を
例
に
と
つ
て
申
せ
ば
、
こ
れ
は
、
仰
學
的
恩
想
の
影
害
を
受
け
、
糾
學
的
見
地
か
ら
北
村
季
吟
の
八
代
集
抄

の
説
を
批
判
し
た
注
瓢
書
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
蘭
洲
の
考
え
方
を
最
も
多
く
偲
え
て
お
り
、
古
典
考
祟
の
角
度
が

洲
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
森
繁
夫
氏
の
人
物
百
談
と

は
こ
の
竹
里
の

歌
人
學
者
と
し
て
非
常
に
大
き
な
勢
力
を
も
つ
て
い
た
ら
し
く
、
入
門
者
は
延
ベ
一
千
敗
百
人
に
上
つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
て
す
。
ま
た
、

績
落
久
保
物
語
と
い
ふ
も
の
を
か
か
れ
て
味
噌
つ
け
ら
れ
し
事
よ

/‘ 

J¥ 

の
よ
う



か
っ
た
よ
う
て
あ
り
ま
す
。

懐
徳
堂
に
出
入
り
し
た
も
の
の
よ
う
て
す
が
、
結
局
こ
の
偏
屈
者
に

ヽ

L

i

ぐ
ブ

の
和
學
と
も
深
い
交
渉
は
な

履
軒
先
生
は
、
兄
よ
り
も
日
本
古
典
に
熱
心
だ
っ
た
よ
う
て
す
。
百
人

そ
の
こ
と
の
分
る
の
が
あ
り
ま
す
。

に
嫁
し
て
お
り
、
有
賀
家
と
は
の
ち
に
姻
戚
闘
係
を
生
ず
る
の
て
あ
り
ま
す
。

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

い
て
の
意
見
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
も
の
て
す
。
わ
た
く
し
は
暇
が
あ
っ
た
ら
一
度
よ
く
根
本
的
に

蘭
洲
の
数
を
受
け
た
竹
山
、
履
脚
雨
先
生
に
も
和
學
の
趣
味
が
仰
わ
り
ま
し
た
。
も
つ
と
も
竹
山
に
は
和
文
は
多
く
残
っ
て
い
る
が
、

和
學
の
著
と
し
て
は
萬
葉
恨
音
に
闘
す
る
も
の
が
あ
け
て
あ
る
。
他
に
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
わ
た
く
し
は
知
り
ま
せ
ん
。
竹
里

は
竹
山
と
は
友
だ
ち
つ
き
あ
い
だ
っ
た
ら
し
く
、
和
歌
や
歌
學
は
竹
山
は
竹
里
か
ら
學
ん
て
い
た
よ
う
て
す
。
竹
里
の
竹
山
宛
の
手
紙
に

淵
の
説
を
批
判
し
た
も
の
て
、
反
駁
が
主
て
あ
り
、
全
く
自
分
の
考
え
だ
け
を
述
べ
た
も
の
て
、
古
注
を
参
照
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ま

の
素
人
考
え
と
い
う
べ
き
訛
が
諮
虞
に
見
え
ま

り
や
つ
て
い
な
い
。
古
典
に
蒻
す
る
基
礎
的
常
識
の
不
足
し
て
い
る
黙
が
見
え
、

す
。
た
だ
、
多
年
の
漠
文
談
習
に
よ
る
限
解
力
を
應
用
し
て

い
感
受
力
に
は
目
を
み
は
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
説
に
も
そ
の
文
に
も
、
そ
の
人
が
ら
が
磁
く
出
て
い
る
の
が
そ
の
特
色
て
す
。
履

軒
先
生
に
は
、
こ
の
ほ
か
靡
題
伊
勢
物
語
二
巻
、
靡
題
古
今
和
歌
集
二
巻
が
あ
る
そ
う
て
あ
り
ま
す
。
多
分
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
和
文
の
物
語
も
古
い
て
い
ら
れ
ま
す
が
、
蘭
洲
先
生
と
は
凡
そ
か

さ
て
、
前
に
も
一
寸
申
し
述
べ
ま
し
た
如
く
、
上
田
秋
成
0
腑
大
小
心
銘
の
記
噴
に
よ
り
ま
す
る
と
、
秋
成
も
大
阪
在
住
中
に
伺
回
か

懐

穂

堂

と

和

學

の
も
の
て
、

は
長
因
の

有
賀
長
伯
の
子
の
長
因
が
大
阪
に
移
住
し
ま
す
る
に
つ
い
て
は
竹
里
が
相
常
睾
力
し
た
も
0

0
よ
う
て
あ

の
長
牧
と
の
附
答
の
手
紙
が
殆
ど
な
Oj
て
す
が
、
そ
の
う
ち
に
は
、
日
附
は
よ
く
分
り
ま
せ
ん
が
、
歌
に
つ

一
寸
見
て
み
た
だ
け
て
も
長
牧
を
弊
導
し
て
い
る
株
子
が
分
り
ま
す
。
長
牧
の
女
が
竹
呈
の
曾
孫
證
文

の
注
て
あ
る

て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の

っ
た
學
風
て
あ
り
ま
す
。

の
営
否
は
さ
て
お
き
、
そ
の

々
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
賀
茂
冥 し

の
「
竹



懐

穂

堂

と

和

學

蘭
洲
の
弟
子
に
尼
崎
町
の
町
年
寄
を
し
て
い
た
川
井
立
牧
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

が
、
日
本
紀
瑣
言
、
古
史
和
歌
通
と
い
う
よ
う
な
著
悶
が
あ
る
由
て
す
。

こ
と
な
の
て
あ
り
ま
す
。

ろ
、
大
阪
の
和
學
者
は
漠
學
の
素
養
深
く
、
ま
た
諸
學
に
わ
た
つ
て
い
る
。
圃
ち
、
犬
阪
の

和
學
に
通
じ
、
し
か
も
雨
者
と
も
に
偏
狭
て
な
か
つ
た
の
が
そ
の
特
色
て
あ
り
ま
す
。
大
阪
の
古
典
學
は
古
典
を
よ
く
解
く
と
い
う
こ
と

に
重
貼
を
お
く
の
て
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
、
和
歌
和
文
を
作
る
参
考
に
古
典
を
學
ぶ
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
る
、
ま
た
古
典
の
原
典
に
あ

た
つ
て
ゆ
く
と
い
う
態
度
を
も
示
し
て
い
る
。
従
つ
て
文
獣
的
て
あ
り
、
質
謡
的
て
あ
る
と
い
う
こ
と
心
そ
0
特
色
て
あ
り
ま
す
。
更
に
、

も
う
一
っ
、
そ
の
注
闘
や
鑑
賞
の
あ
と
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
大
阪
の
和
學
者
は
比
較
的
古
注
を
直
ん
じ
、
古
注
か
ら
出
彼
し
て
古
注
に

の
加
藤
竹
里
の
注
鰐
ぶ
り
を
み
て
も
、
北
村

つ
な
が
り
を
も
つ
て
い
る
。
契
沖
に
し
て
恣
、
古
注
を
多
く
参
照
し
て
お
る
。

、
大
阪

こ
の
人
の
こ
と
は
ま
だ
よ
く
調
べ
て
お
り
ま
せ
ん

要
す
る
に
、
懐
徳
堂
和
學
に
は
蘭
洲
を
は
じ
め
、
竹
里
に
し
ろ
、
屈
薗
に
し
ろ
、
共
通
す
る
特
色
は
、
の
眼
て
わ
が
古
典
を
見
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
て
あ
り
ま
す
。
蘭
洲
が
伊
勢
物
語
の
中
に
業
平
の
誠
収
の
心
を
あ
と
づ
け
よ
う
と
し
た
が
如
き
、
ま
た
源
氏
物
語
を

瓢
誡
の
書
と
見
た
が
如
き
、
竹
里
が
新
古
今
集
の
注
闘
の
中
て
排
佛
伯
言
靡
を
弄
し
て
い
る
が
如
き
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
物
語
る
も
の
て

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
學
風
が
文
獣
學
的
傾
向
が
多
く
、
質
読
伯
て
あ
り
、
忠
質
な
本
文
解
狂
に
立
譴
り
根
狐
を
お
こ
う
と
す
る
こ
と
も
そ

の
共
通
す
る
こ
と
の
特
色
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
懐
徳
堂
漠
學
の
特
色
と
ど
う
い
う
闊
係
に
あ
る
の
か
よ
く
分
り
ま
せ
ん
が
、
多
分

共
通
す
る
特
色
な
の
て
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
竹
里
の
如
き
は
、
蒟
古
今
集
の

て
、
異
本
校
定
と
か
本
文
批
評
と
か
の
問
題
に
躙
れ
ま
す
こ
と
は
、
徳
川
時
代
と
し
て
は
殊
に
輝
古
今
集
の
場
合
の
如
き
は
既
に
珍
し
い

こ
れ
も
懐
徳
堂
學
風
の
和
學
に
於
け
る
あ
ら
わ
れ
だ
と
息
わ
れ
る
0
て
あ
り
ま
す
。

一
盟
、
大
阪
の
和
學
は
、
契
沖
を
開
祖
と
し
ま
し
て
、
ど
う
い
う
特
色
を
も
つ
て
い
た
か
と
Jll
し
ま
す
と
、
概
括
的
に
申
し
て
、
比
較

的
捉
わ
れ
な
い
見
地
に
立
つ
て
、
知
識
を
炭
く
求
め
、
一
っ

0
主
義
主
張
に
執
し
な
い
、
自
由

10

砂
究
的
批
判
的
態
度
が
多
か
っ
た
。
帥
な

が
ら
の
道
と
か
古
道
と
か
を
固
執
せ
ず
、
淡
學
て
も
佛
學
て
も
こ
れ
を
排
斥
す
る
と
い
う
偏
狭
た
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
よ
う
て
す
。
む
し

お
い
て

0

こ
と
に
も
燭
れ
て
お
り
ま
し

七
0



懐
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す
。
寒
泉
先
生
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、

て
去
ら
れ
ま
す
時
に
残
さ
れ
た
お

七 あ
れ
な
ど
は
、
伽
い
に
す
ぐ

に
於
け
る
和
學
的
雰
固
氣
と
い
う
も
0
は、

最
初
の
三
宅
萬
年
先
生
以
来
、

偉
統
的
に
つ
づ
い
て
来
た
も
の
と
見
え
ま

ら
見
る
と
き
は
、
あ
ま
り
参
考
に
は
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
古
典

に
於
て
は
闇
洲
先
生
0
和
學
が
學
問
と
し
て

〇
闘
係
を
考
え
る
と
、
す
く
な
く
と

0
上
に
、

に
述
べ
た
よ
う
な

を
、
闇
洲
ゃ
竹
呈
も
も
つ

し
て
、
そ
の
上
に
自
分
0
新
し
い
見
解
を
築
い
て

0

の
て
あ
っ
て
、
古

季
吟
の
八
代
集
抄
を
基
礎
に
し
て
お
る
、
ま
た
蘭
洲
に
し
て
も
季
吟
や
契
沖
や
榮
雅
抄
を
参
照
し
て
団
述
し
ま
た
批
判
す
る
。

研
究
に
は
詞
林
釆
葉
集
に
も
眼
を
通
し
て
い
る
と
い
う
貼
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
邸
は
、
鰐
淵
や
宜
長
と
非
常
に

り
ま
す
。
買
淵
や
宣
長
ら
の
新
注
は
古
注
を
一
往
全
面
的
に
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
褒
し
て
い
る
0
て
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
0
考
え

に
は
敬

て
は
、
宣
長
や
買
淵
の
新
注
は
合
理
的
と
い
う
こ
と
を
尺
度
に
し
て

服
す
べ
き
い
ろ
い
ろ
の
立
祇
な
槃
絞
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
て
、
古
典
の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
て
あ
り
ま
す
。
古
注
に
も
ま
た

信
ず
べ
き
黙
が
あ
り
、
案
外
と
る
べ
き
黙
が
あ
る
。
古
注
に
も
も
ち
ろ
ん
詰
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。

活
感
情
に
直
結
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
て
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
そ
の
作
品
の
鱈
の
生
命
に
ふ
れ

注
だ
か
ら
と
言
つ
て
必
ず
し
も
鰐
親
出
来
な
い
。
大
阪
の
和
學
者
は
、

ゆ
く
傾
向
が
あ
る
の
て
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
大
阪
和
學
者
の
い
ず
れ
も
が
大
な
り
小
な
り
も
つ
て
い

の
方
と
も
、
影
響
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
何
ら
か

0
闊
係
が
あ
る
、

て
い
る
わ
け
ノ
J

あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
大
阪
和
學
の
源
泉
は
、
契
沖
て
あ
り
ま
す
。
契
沖
0

大
阪
和
學
の
特
色
が
も
つ
と
も
は
つ
き
り
と
出
て
い
る
の
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
0
契
沖
〇
學
間
學
風
が
大
阪
和
學
の
み
な
ら
ず
、
・

大
阪
の

も
、
そ
う
い
ふ
風
に
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
と
思
う
の
て
あ
り
ま
す
。

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
の

し
か
し
、
、
な
か
に
は
古
い
時
代
の
生

研
究
史
上
に
於
て
は
、
大
阪
和
學
と
恢
徳
堂
と
の
闘
係
、
ま
た
そ
の
史
的
位
屈
づ
け
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
く
し
た
ち
に
と
つ
て
は
闘
心

事
な
の
て
あ
り
ま
す
。

ャ
ず
こ

n
"
|
 

よ
ぶ
つ
と

つ
て
い
る
黙
て
あ

や
ま
り
但
え の



懐
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れ
た
宜
惑
の
こ
も
っ
た
よ
い
お
歌
だ
と
思
い
ま
す
が
、
漠
學
者
て
、
あ
あ
い
う
歌
を
お
よ
み
に
な
る
氣
風
と
い
う
も
の
が
、
懐
徳
堂
に
は
、

最
後
ま
ノ
J

残
っ
て
い
た
の
て
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
著
書
の
内
容
に
ま
て
立
入
っ
て
専
門
的
な
こ
と
を
申
す
べ
き
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
に
専
門
に
入
り
す
ぎ
て
無

味
乾
燥
な
話
に
な
つ
て
も
ど
う
か
と
思
い
ま
し
た
の
が
、
却
つ
て
大
ざ
つ
ば
な
通
俗
じ
み
た
話
に
堕
し
過
ぎ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
お
ゆ

る
し
を
願
い
ま
す
。
夜
は
、
昭
和
二
十
九
年
わ
た
く
し
た
ち
の
研
究
室
か
ら
出
し
て
お
り
ま
す
る
語
文
と
い
う
研
究
雑
誌
に
「
懐
徳
堂
の

和
學
」
と
題
す
る
特
集
観
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
御
覧
願
い
ま
す
る
と
、
懐
徳
堂
の
和
學
に
つ
い
て
の
詳
細
を
ご
承
知
願
え
る
と
思
う

のノ
J

あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
、
そ
の
特
集
統
に
言
い
洩
ら
し
た
貼
や
ま
た
害
き
足
り
な
か
っ
た
勘
を
柿
足
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
眼
と

し
ま
し
て
、
懐
徳
堂
と
大
阪
和
學
と
の
闘
係
の
一
斑
を
申
し
あ
げ
た
次
第
て
あ
り
ま
す
。

七：




