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懐
徳
堂
記
念
會
の
諸
先
生



の
深
い
後
醍
院
良
正
氏
が
書
い
て
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

念
會
最
後
の
講
師
に
廊
す
る
新
美
寛
先
生
に
封
す
る
追
恢
で
、
先
生
の
親
友
で

あ
っ
た
鈴
木
隆
一
氏
の
筆
に
成
つ
て
い
る
。
こ
こ
に
雨
氏
に
封
し
て
御
厚
意
を

深
謝
す
る
と
共
に
、
こ
れ
を
同
人
に
頒
つ
て
、
静
か
に
附
先
生
を
偲
び
た
い
。

（
輯
輯
者
）

一
は
終
戦
前
の
記

の
で
、
今
年
が
た
ま
た
ま
先
生
生
誕
百
年
に
常
る
故
を
以
て
、
先
生
と
御
緑
故

怯
徳
堂
記
念
會
は
、
明
年
を
以
て
創
立
五
十
周
年
に
逹
す
る
。
我
々
同
人
は
、

御
指
導
を
賜
わ
っ
た
諸
先
生
を
思
う
て
、

の
情
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

こ

こ
に
こ
の
琥
に
お
い
て
は
、
然
る
べ
き
方
々
か
ら
二
篇
の
貴
重
な
御
追
回
の
文

を
寄
せ
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
巻
頭
に
か
か
げ
て
同
人
に
披
露
す
る
こ
と
に
し

こ。
ナ

一
は
心
念
會
創
設
の
中
心
人
物
で
あ
ら
れ
た
西
村
天
囚
先
生
に
闊
す
る
も



あ
っ
た
。

若
き
日
の
天
因

牧
櫻
泉
、
西
徳
二
郎
ら
と
親
し
く
交
わ
っ
て
い
た
。
天
囚
も
「
吾
兄
弟
の
先
人
は
、
少
き
よ
り
文
學
を
修
め
、

兵
法
）
の
家
な
り
け
れ
ば
兵
學
を
も
究
め
：
．．．． 
」

の
長
女
（
天
保
十
一
年
八
月
二
十
三
日
生
、
昭
和
二
年
五
月
七
日
歿
）
で
あ
っ
た
。

び
、
全
骰
に
な
だ
ら
か
で
一
番
高
い
石
の
峰
で
さ
え
、

生
地
種
子
島
は
庇
兒
市
を
去
る
六
十
二
悔
里
の
太
平
洋
に
浮
ぶ
離
島
で
、
南
北
約
六
十
四
キ
ロ
、
東
西
約
十
キ
ロ
の
南
北
に
細
長
く
延

一
メ
ー
ト
ル
に
過
ぎ
な
い
。
遠
く
誨
上
か
ら
こ
の
島
を
望
む
と
、
大
き

い
こ
ろ
に
、

一
百
八

（
「
甲
午
朝
陣
之
序
」
）
と
記
し
て
い
る
。

母
浅
子
は
や
は
り
西
之
表
の
士
族
平
山
僻
一
郎

囚
先
生
誕
生
之
地

（
お
お
そ
の
）
の
地
に
生
ま
れ
た
。
今
で
は
そ
の
屋
敷
跡
に
「
明
朗
幼
稚
園
」
が
建
設
さ
れ
、
天
囚
を
し
の
ぶ
も
の
と
し
て
は
「
西
村
天

男
爵
稲
子
島
時
望
賞
」
と
刻
ま
れ
た
石
仰
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
碑
は
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
半
で
、
昭
和

十
六
年
十
一
月
に
熊
毛
郡
数
育
會
が
建
て
た
も
の
で
あ
る
。

天
囚
の
父
城
之
助
は
、
名
を
時
樹
、
字
を
子
所
、
琥
は
大
塊
と
い
っ
て
島
津
の
支
藩
種
壬
島
家
の

に
出
て
粧
谷
宕
陰
の
門
に
學
び
、
鹿
兒
島
在
勤
の
こ
ろ
は
重
野
厚
之
丞
（
の
ち
の
安
繹
ー
や
す
つ
ぐ
）

且
つ
鞘
釣
（
と
う
け
ん
ー

や
小

天
囚
、
西
村
時
彦
（
と
き
つ
ね
）
は
殷
應
元
年
七
月

生

地

種

子

島

西

村

先

生

生

誕

百

年

に

因

ん

で

若

き

日

の

天

囚

で
、
秀
オ
の
ほ
ま
れ
高
き
人
で

十
三
日
、
大
隅
醐
稲
子
島
西
之
表
（
硯
在
、
鹿
兒
島
縣
西
之
表
市
）
の
通
稲
大
園

後

醍

院

良

正



は
、
天
囚
が
「
老
娼
物
語
」

（
明
治
二
十
四
年
刊
）
の
「
む
か
し
か
た
り
」
の

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
し
て
い
る
。

な
波
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
坦
々
と
し
た
島
で
あ
る
。
熱
帯
性
の
柏
物
が
繁
茂
し
、
小
さ
い
な
が
ら
も
バ
ナ
ナ
も
採
れ
る
。
ガ
ジ

ュ
マ
ロ
（
棺
樹
）
の
大
木
は
枝
か
ら
幾
條
も
の
氣
根
が
垂
れ
下
が
り
異
様
な
観
を
呈
し
て
い
る
。

種
子
島
と
い
え
ば
、
た
れ
し
も
買
っ
先
き
に
頭
に
浮
ぶ
の
は
鐵
砲
他
来
の
こ
と
で
あ
る

3

島
の
南
端
門
倉
綺
に
は
常
時
の
ー
叫
録
を
瑚
し

た
碑
が
建
っ
て
い
る
。
二
段
に
築
い
た
棗
石
の
上
に
高
さ
八
尺
幅
二
尺
五
寸
の
も
の
で
「
鐵
砲
他
来
紀
功
碑
」
と
題
し
て
天
囚
が
文
を
撰

し
て
い
る
。
こ
の
碑
は
大
正
十
年
一
月
に
建
て
ら
れ
た
。
全
文
漠
文
で
九
百
字
ば
か
り
、
そ
の
一
部
を
抄
録
し
て
み
る
。

（
前
略
）
天
文
十
二
年
癸
卯
秋
八
月
二
十
五
日
、
有
二
-
大
船
一
漂
―
―
到
西
村
小
浦
f

西
村
在
―
―
島
之
南
端
f

我
家
祖
織
部
君
居
焉
。
君
諒

時
貫
有
―
―
文
字
f

輿
一
一
船
客
明
人
五
峯
者
―
筆
語
、
知
孟
委
塑
南
聾
商
船
f

乃
告
ー
一
日
勝
公
「
（
註
ー
僻
時
の
島
主
）
令
二
幌
鋼
曳
孟
加
、
到
―
―

赤
尾
木
『
赤
尾
木
公
治
所
也
。
船
中
有
―
―
葡
萄
牙
人
「
手
携
二
火
器
f

公
観
而
奇
レ
之
以
―
―
屯
値
函
竺
狐
其
二
f

織
部
君
亦
購
レ
之
蚊
就
學
ニ

其
術
f

公
又
令
下
家
臣
征
川
秀
菫
佑
製
中
火
莱
5

八
板
消
定
他
元
幻
造
之
法
存
じ
此
鐵
砲
始
他
一
一
播
海
内
f

父
城
之
助
は
、
慶
應
三
年
わ
ず
か
二
十
七
歳
で
急
死
し
た
。
天
囚
は
こ
の
時
満
二
歳
、
弟
の
時
輔
は
ま
だ
母
の
胎
内
に
あ
っ
た
。
こ
の

時
以
来
、
天
囚
兄
弟
は
若
き
末
亡
人
浅
子
の
手
ひ
と
つ
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
浅
子
は
夫
の
急
逝
に
あ
い
、

ひ
と
筋
に
き
り
つ
る
髪
の
胤
れ
じ
と
思
ふ
こ
こ
ろ
を
あ
は
れ
と
も
見
よ

と
詠
み
、
生
涯
を
二
兒
の
た
め
に
泣
す
決
意
を
示
し
た
。

屑
浅
子
の
育
兒
の
努
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
幼
時
天
囚
に
殊
に
目
を
か
た
け
の
は
、

十
年
歿
）
で
あ
っ
た
。
優

f
は
學
問
を
好
み
、
和
漠
の
史
他
に
通
じ
、
も
っ
と
も
和
歌
に
す
ぐ
れ
て
い
た
。

予
が
母
方
の
祖
母
君
は
若
か
り
け
る
時
よ
り
文
よ
み
歌
を
作
る
こ
と
を
好
み
て
朝
な
夕
な
敷
島
の
道
の
守
ポ
（
し
お
り
）

（
こ
と
の
は
）
の
林
に
分
け
入
り
玉
ひ
け
る
も
の
か
ら
浮
棋
の
下
し
げ
く
て
思
ふ
ま
ま
に
風
流
（
み
や
び
）

を
た
つ
ね

の
道
に
え
ふ
け
り
玉
は
ざ
り

け
る
が
年
老
い
玉
ひ
て
は
心
に
か
か
る
叩
デ
も
な
く
て
（
中
略
）
子
孫
多
き
中
に
も
予
が
三
歳
に
し
て
父
に
別
れ
母
の
手
に
人
と
な
り
て

丑
右
き
日
の
天
因

こ
の
優
手
の
こ
と
に
つ
い
て

外
祖
母
の
平

111優
，
ナ
（
文
化
六
年
生
れ

3

明
治

四



藻
屑
を
は
ひ
ろ
ひ
得
る
と
も
玉
と
な
せ
す
す
り
の
海
の
ふ
か
き
恵
に

よ
う
や
く
墨
の
色
も
濃
く
な
っ
た
の
で
豊
山
は
、

習
ふ
子
の
心
も
お
な
し
月
草
の
あ
た
な
は
こ
と
に
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

世
に
も
頼
少
き
を
い
と
い
と
憐
み
玉
ひ
て
日
比
の
い
つ
く
し
み
深
く
、
曲
れ
る
背
に
負
ひ
、
折
れ
し
膝
に
抱
き
、
哺
（
く
）
め
つ
、

り
つ
、
励
努
大
方
な
ら
ず
、
殊
に
性
得
虚
弱
に
し
て
虫
氣
と
や
ら
ん
を
病
み
、

一
歳
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

日
ご
ろ
は
兄
弟
仲
よ
く
遊
ん
で
い
た
が
、
時
に
は
き
か
ん
氣
が
天
囚
の
幼

な
心
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。
そ
し
て
母
を
手
こ
ず
ら
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
母
は
「
お
父
さ
ん
が
床
の
松
陰
か
ら
見
て
居
ら
る
ど
う
」
（
見
て

お
ら
れ
る
よ
の
意
）
と
た
し
な
め
る
と
、
す
か
さ
ず
天
囚
は
こ
ん
な
歌
を
詠
ん
だ
。

雨
は
ふ
る
床
に
活
け
た
る
松
見
れ
ば
思
は
る
る
父
（
と
と
）
の
こ
と
か
な

命
さ
へ
危
ふ
か
り
け
る
を
兎
角
（
と
こ
う
）
し
て
撫
育

母
も
、
そ
れ
以
上
は
叱
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
「
熊
毛
文
學
」
河
内
久
彦
氏
追
憶
記
）

天
囚
は
六
歳
の
春
か
ら
、
父
が
親
し
く
交
っ
て
い
た
郷
儒
前
田
豊
山
に
託
さ
れ
、
漠
學
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
た
。
豊
山
の
塾
の
掟
は
非

常
に
厳
し
く
、
こ
の
幼
童
に
拭
き
掃
除
か
ら
来
客
へ
の
應
待
の
心
得
ま
で
し
つ
け
た
。
天
囚
は
こ
の
き
び
し
さ
に
よ
く
耐
え
て
き
た
。

天
囚
が
八
・
九
歳
の
こ
ろ
と
い
う
。
消
粛
の
墨
色
が
非
常
に
薄
か
っ
た
の
で
師
の
豊
山
は
、

習
ふ
子
か
こ
こ
ろ
も
う
す
し
す
る
墨
の
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
月
草
（
註
ー
う
つ
る
の
枕
詞
）
の
花

の
一
首
を
添
え
て
、
も
た
せ
て
蹄
し
た
の
で
自
責
の
念
に
か
ら
れ
た
母
は
つ
ぎ
の
一
首
を
返
し
た
。

ま
た
き
よ
り
筆
の
す
さ
ひ
に
見
ゆ
る
か
な
硯
の
海
の
た
ま
拾
ふ
子
は

と
詠
ん
で
渡
し
た
。
今
度
は
外
祖
母
の
優
子
が
つ
ぎ
の
一
首
を
返
し
た
。

若
き
日
の
天
因

天
囚
が
四
歳
、
弟
時
輔
が

（
は
ぐ
）
み
人
並
に
生
立
せ
玉
ひ
け
り
（
後
略
）

五

祗



若
き
日
の
天
因

天
囚
は
豊
山
の
敦
え
を
う
け
て
婦
る
と
、
祖
母
の
前
で
復
習
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
よ
く
覺
え
て
蹄
っ
た
時
は
、
祖
母
は
こ
れ
を
ほ

め
た
た
え
、
忘
れ
て
い
る
時
は
、
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
敦
え
こ
ん
だ
。
祖
母
は
昔
の
物
語
本
や
草
紙
の
類
を
好
ん
で
讀
ん
で
い
た
の

で
、
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
よ
う
な
日
に
は
孫
た
ち
を
集
め
て
、
曾
我
兄
弟
の
物
語
り
を
し
た
り
、
ま
た
師
走
と
も
な
れ
ば
四
十
七
士
の

話
を
し
て
き
か
せ
た
。
ま
た
時
に
は
、
諸
國
の
名
所
闘
綸
を
と
り
だ
し
、
こ
こ
は
た
れ
そ
れ
が
功
名
を
立
て
た
古
跡
で
あ
る
と
か
、
た
れ

そ
れ
が
名
歌
を
よ
み
の
こ
し
た
名
所
で
あ
る
と
か
、

幼
き
天
囚
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
祖
母
か
ら
得
た
文
學
知
識
は
極
め
て
日
然
に
成
長
し
た
。
祖
母
の
感
化
力
は
大
き
か
っ
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
幼
な
友
逹
で
豊
山
同
門
の
河
内
證
蔵
（
の
ち
の
陸
軍
中
将
）
は
天
囚
の
少
年
時
代
を
語
っ
て
「
幼
よ
り
頴
敏
學
業
群
を
抜

き
」
と
評
し
て
い
る
が
、
ま
こ
と
誹
童
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。

「
十
三
歳
童
詩
」
と
い
う
天
囚
の
つ
ぎ
の
詩
は
、
末
来
の
碩
學
を
約
束
す
る
芽
生
え
で
あ
ろ
う
。

惨
惚
秋
林
月
影
移

慇
懃
勤
客
三
盃
酒

明
治
十
三
年
、
天
囚
は
十
五
歳
に
な
っ
た
。
東
京
に
上
り
、
學
間
の
成
就
を
願
い
、
母
の
許
し
を
乞
う
た
。
母
と
外
祖
母
の
深
い
慈
愛

の
許
に
育
っ
た
彼
が
遠
く
隔
た
る
都
へ
の
一
人
旅
の
こ
と
で
あ
る
。
母
の
心
に
も
迷
う
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
が
子
の
學

オ
を
信
じ
、
そ
の
将
来
を
考
え
る
時
、
い
つ
ま
で
も
一
離
島
に
埋
も
れ
さ
せ
る
に
忍
び
ず
、
快
く
天
囚
の
願
い
を
許
し
た
。
「
母
君
の
ゆ

る
し
を
得
て
故
郷
を
立
出
で
、
物
學
に
と
て
東
の
都
に
上
」
（
「
老
姻
物
語
」
）
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

東
京
に
出
た
も
の
の
、
少
年
の
心
に
は
故
郷
に
残
し
た
母
や
祖
母
の
こ
と
が
忘
れ
か
ね
た
。
「
空
の
雁
の
偲
言
に
恙
ま
し
ま
さ
ぬ
を
知

り
、
水
室
の
跡
の
悌
を
し
の
ぶ
の
み
、
折
ふ
し
草
々
の
物
語
文
を
幡
き
て
は
過
し
夜
半
の
物
語
り
を
思
出
で
て
故
郷
に
婦
り
し
思
を
な
し

都

に

上

る

一
曲
陽
闊
惜
別
離

小
亭
剪
燈
費
吟
思

い
ち
い
ち
綸
を
指
さ
し
て
説
明
し
た
。

」、
i

ノ



に
愛
し
、
わ
が
子
の
よ
う
に
取
り
あ
つ
か
っ
て
く
れ
た
。
成
齋
に
よ
っ
て
天
囚
は
詩
文
の
力
を
大
い
に

た
天
囚
に
す
す
め
て
昌
平
傑
の
碩
學
と
し
て
知
ら
れ
た
島
田
鎮
村
の
門
に
も
學
ば
せ
た
。
篇
村
は
そ
の
こ
ろ
下
谷
長
者
町
に
雙
桂
精
舎
と

い
う
塾
を
ひ
ら
き
、
経
學
を
講
じ
て
い
た
。
天
囚
が
宋
儒
の
説
に
心
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
塾
に
通
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

天
囚
の
身
た
け
は
、
す
で
に
五
尺
八
寸
を
超
え
、
肉
付
き
も
よ
く
、
色
は
あ
さ
累
＜
眉
は
太
く
、
薩
晰
隼
人
を
代
表
す
る
偉
丈
夫
に
な

っ
て
い
た
。
手
織
の
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
さ
つ
ま
絣
を
肩
ゆ
き
短
く
着
て
、
短
い
小
倉
袴
を
は
い
て
、
の
そ
り
の
そ
り
と
講
義
の
席
に
は
い
っ

て
行
く
姿
は
異
彩
を
は
な
っ
て
い
た
。
天
囚
の
生
涯
の
學
友
で
あ
っ
た
瀧
川

一
日
同
舎
生
郷
里
よ
り
碑
文
の
起
草
を
頼
ま
れ
た
れ
ど
も
、
先
生
に
願
ふ
も
畏
多
け
れ
ば
誰
人
か
筆
を
執
る
も
の
ぞ
と
い
ふ
。
彼
の
身

長
の
一
書
生
（
註
ー
天
囚
）
我
作
ら
ん
と
数
日
な
ら
ず
し
て
作
り
来
る
。
布
磁
齊
整
文
字
箇
錬
、

異
そ
の
郷
里
と
姓
名
を
問
ふ
に
、
種
子
島
の
産
西
村
時
彦
と
答
ふ
。
こ
れ
余
が
碩
園
博
士
を
識
り
し
初
め
な
り
。

明
治
十
五
年
九
月
、
東
京
大
學
文
學
部
に
古
典
講
習
科
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
天
囚
は
我
が
意
を
得
た
り
と
ば
か
り
こ
れ
に

飛
び
つ
い
た
。
し
か
も
貧
書
生
に
は
願
っ
た
り
の
官
費
生
を
募
集
し
て
い
た
。
十
六
年
に
天
囚
は
、
こ
の
選
抜
試
験
を
う
け
て
合
格
し

た
。
三
十
年
後
の
大
正
四
年
八
月
、
加
藤
弘
之
博
士
（
天
囚
入
學
質
時
の
東
大
継
理
）
の
八
十
歳
の
賀
の
祝
宴
が
上
野
常
盤
花
壇
で
開
か
れ

た
時
、
大
阪
か
ら
上
京
し
た
天
囚
が
「
古
典
科
師
友
点
恙
記
」
を
草
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
古
典
講
習
科
の
必
要
と
自
分
が
同
科
を
選

維
新
以
降
、
長
を
取
り
短
を
補
ふ
の
説
起
り
、
敦
學
兵
刑
よ
り
以
て
技
紙
の
末
に
至
る
ま
で
、

な
り
。
然
れ
ど
も
、

若
き
日
の

波
を
推
し
、

瀾
を
助
く
れ
ば
、

往
い
て
而
し
て
反
ら
ず

3

七

明
治
十
五
年
の
交
に
毀
（
い
た
）
り
、

海
内
靡
然
と

一
切
西
法
を
崇
尚
す
。

こ
れ
固
よ
り
可

ん
だ
理
由
を
述
べ
た
つ
ぎ
の
一
節
が
あ
る
。

自
ら
大
家
の
規
模
あ
り
。

余

文
を
残
し
て
い
る
。

ill 

（
の
ち
に
第
二
高
等
學
枚
敦
授
）

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
追
憶

こ
と
が
で
き
た
。
成
齋
は
ま

上
京
し
た
天
囚
は
、
ま
ず
父
城
之
助
と
親
交
の
あ
っ
た
童
野
成
齋
の
許
に
身
を
寄
せ
た
つ
成
齋
は
天
囚
の
人
と
な
り
と
、
オ
と
を
と
も

た
り
」

（
同
上
）
と
も
述
べ
て
い
る
。



若
き
日
の
天
因

し
て
洋
風
を
模
倣
し
、
紺
俗
を
抵
排
し
、
願
典
漠
轡
、
猶
且
つ
棄
て
て
而
し
て
講
ぜ
ず
。
ま
さ
に
併
せ
て
彼
の
短
を
取
っ
て
而
し
て
ま

た
我
の
長
を
舎
（
す
）
て
、
そ
の
弊
言
ふ
に
勝
へ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
と
す
。
今
梱
密
顧
問
官
男
爵
加
藤
博
士
、
時
に
東
京
大
學
の
継
理

た
り
。
深
く
世
を
慨
し
、
朝
に
奏
し
て
、
特
に
古
典
科
を
大
學
に
設
く
。
四
年
一
期
、
諸
生
を
募
り
、
以
て
國
典
漠
書
を
講
ぜ
し
む
。

前
後
雨
期
、
入
學
者
一
百
餘
人
、
四
方
向
往
、
蕉
學
復
興
、
而
し
て
機
連
ま
た
随
つ
て
一
愛
す
。

大
學
の
文
學
部
が
誹
田
の
一
ツ
橋
に
あ
り
、
官
費
の
學
生
は
、
す
べ
て
そ
の
寄
宿
舎
に
は
い
る
規
定
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
ろ
の

天
囚
は
至
極
誹
妙
に
燒
芋
と
番
茶
ぐ
ら
い
で
放
談
高
吟
し
て
お
さ
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
校
舎
が
本
郷
の
加
賀
藩
屋
敷
跡
に
移
っ
て
か

ら
は
、
學
生
は
各
自
で
下
宿
住
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
囚
も
解
放
感
か
ら
か
性
来
の
大
酒
癖
が
頭
を
も
た
げ
、
放
蕩
時
代
が
は
じ

天
囚
は
本
郷
森
川
町
に
下
宿
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
、
流
連
し
て
時
を
忘
れ
て
い
る
間
に
、
下
宿
が
類
燒
し
、
蔵
書
や
着
物
、
夜
具

は
も
と
よ
り
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
秘
蔵
し
て
い
た
亡
父
の
遺
稿
ま
で
灰
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
さ
す
が
豪
放
の
天
囚
も
色

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
え
こ
の
火
事
の
一
件
が
重
野
成
齋
の
耳
に
は
い
り
、
日
ご
ろ
の
不
行
跡
が
す
っ
か
り
ば
れ
た
の
で
、
昔
か

た
ぎ
の
成
齋
は
烈
火
の
如
く
怒
り
、
天
囚
を
勘
嘗
分
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
出
入
り
を
差
し
止
め
て
し
ま
っ
た
。

天
囚
と
同
じ
一
ツ
橋
の
寄
宿
舎
で
寝
食
を
と
も
に
し
た
岡
田
正
之
（
の
ち
に
文
學
博
士
、
學
習
院
教
授
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
追
憶
し
て
い

君
と
一
ツ
橋
の
東
京
大
學
寄
宿
舎
に
同
舎
し
て
ゐ
た
時
分
に
、
君
は
侯
朝
宗
の
文
章
を
好
み
、

き
て
狼
々
と
牡
海
堂
集
の
文
を
讀
み
聴
か
さ
れ
た
こ
と
が
毎
度
あ
っ
た
。
其
面
影
は
今
（
註
ー
大
正
十
三
年
）
に
歴
々
と
し
て
耳
目
に
残

っ
て
ゐ
る
。
侯
朝
宗
は
姦
落
不
覇
の
豪
傑
風
で
、
年
少
氣
鋭
の
餘
り
に
、
整
妓
を
携
へ
文
酒
を
恣
に
し
て
ゐ
た
學
者
で
あ
っ
た
。
君
が

る。 ま
っ
た
。

集
、
「
廿
一
大
先
覺
記
者
僻
」
に
よ
る
）

の
上
で
得
意
に
手
を
拍
ち
膝
を
叩

（
後
略
）

（
原
文
は
漢
文
、
碩
園
先
生
文

J¥ 



こ。
キー
っ 心

酔
し
、

（
前
篇
）
が
出
版
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
年
五
月
で
あ
る
。

是
が
屑
屋
の
籠
を
生
み
出
し
た
次
第
で
あ
る
と
思
っ
て
ゐ
た
。
（
承
刊
「
屑
犀
の
籠
」

燒
け
出
さ
れ
た
天
囚
は
、
蓬
来
町
に
新
た
に
下
宿
を
求
め
た
。
こ
こ
に
は
、

九

い
っ
そ
う
胤
暴
な
酒
飲
み
苫
生
が
た
む
ろ
し
て
い
た
の

で
、
天
囚
は
た
ち
ま
ち
飲
み
仲
間
の
中
心
人
物
に
お
さ
ま
っ
た

C

天
囚
の
素
行
は
、
い
つ
と
は
な
く
郷
里
種
子
島
に
歿
し
て
き
た
母
の
耳

に
他
わ
っ
た
。
母
は
ひ
た
む
き
な
愛
情
を
こ
め
て
、
わ
が
，

r天
囚
を
諭
し
戒
め
る
手
紙
を
寄
越
し
た
。
も
と
も
と
孝
心
厚
し
と
い
わ
れ
た

天
囚
で
あ
る
が
、
年
少
氣
鋭
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
ほ
と
ば
し
る
に
ま
か
せ
た
激
情
は
抑
え
る
術
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
天
囚
は
こ

の
構
の
手
紙
だ
け
は
大
切
に
保
存
し
、
天
囚
大
成
の
後
、
博
文
堂
主
人
原
田
庄
左
衛
門
（
「
屑
屋
の
籠
」
出
版
者
）
に
托
し
て
そ
の
表
装
を
頼

折
角
、
頼
み
の
網
を
得
て
入
學
し
た
古
典
講
料
科
で
は
あ
っ
た
が
西
洋
崇
拝
の
時
潮
に
抗
し
が
た
く
、
廃
止
の
連
命
に
さ
ら
さ
れ
、

十
年
に
は
、
ま
ず
官
喪
制
度
が
廃
止
、
天
囚
は
や
む
な
く
巾
途
退
學
を
し
た
。
天
囚
の
放
浪
生
活
は
は
じ
ま
っ
た
。

処
女
作
「
屑
屋
の
籠
」

こ
れ
よ
り
先
き
、

天
囚
の
虞
女
作
と
い
わ
れ
る
諷
刺
小
説
「
屑
屋
の
籠
」

天
囚
が
ま
だ
東
京
大
學
に
籍
を
腐
き
、
本
郷
森
川
町
に
下
宿
し
て
い
る
こ
ろ
、
都
封
門
（
註
ー
消
の
武
進
の
人
、
古
文
に
た
く
み
)
の
文
臨
に

「
占
門
文
紗
」
と
題
す
る
本
を
吉
川
半
七
古
店
か
ら
出
版
し
た
こ
と
が
あ
り
、
つ
ぎ
に
大
成
館
か
ら
十
八
史
略
の
補
注
三
巻
を

出
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
瀧
川
村
山
の
追
憶
に
よ
る
）
し
か
し
目
分
の
創
作
と
し
て
世
に
問
う
た
の
は
「
屑
屋
の
籠
」
が
は
じ
め
て
で
あ

そ
の
こ
ろ
天
囚
は
、
日
本
橋
蠣
殻
町
に
住
ん
で
い
た
が
、
日
常
の
生
活
ぶ
り
は
、
自
ら
筆
に
し
た
「
天
囚
居
士
小
得
」

ん
だ
。 序

文
よ
り
）

府
ぎ
日
の
天
因

放
浪
時
代
に
於
け
る
生
活
は
全
く
侯
朝
宗
の
型
で
、

（
「
屑
屋
の
寵
」
後



も
の
が
あ
っ
た
。

「
よ
ろ
し
い
、
買
い
ま
し
よ
う
」
商
談
は
一
瞬
に
し
て
ま
と
ま
っ
た
。
天
囚
は
「
そ
れ
じ
ゃ
、
い
く
ら
で
買
っ
て
く
れ

る
」
と
璽
ね
て
問
う
の
で
、
原
田
は
「
大
奮
殺
し
て
一
枚
一
闘
づ
つ
で
：
・
・
:
」
と
答
え
る
と
、
天
囚
は
大
よ
ろ
こ
び

は
原
稿
を
と
り
出
し
、

た
ま
た
ま
、
彼
の
友
人
が
居
所
を
つ
き
と
め
る
と
、
酒
代
を
懐
に
し
、
人
力
車
を
も
っ
て
迎
え
に
行
く
。
そ
の
時
の
天
囚
は
す
っ
か
り

酔
い
く
ず
れ
て
、
人
の
見
さ
か
い
も
つ
か
な
い
。
友
人
は
彼
を
な
だ
め
す
か
し
て
車
に
乗
せ
て
宿
に
連
れ
婦
り
、

に
筆
と
硯
と
を
典
え
る
。
天
囚
の
酔
い
も
次
第
に
さ
め
、
あ
た
り
を
見
ま
わ
し
、
ど
っ
か
と
す
わ
り
、
本
心
を
と
り
も
ど
し
て
筆
を
執
ろ

と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
千
萬
言
の
文
字
が
原
稿
用
紙
を
う
ず
め
る
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
「
屑
屋
の
籠
」
は
生
ま
れ
た
が
、
ど
こ

へ
行
っ
て
も
こ
の
作
品
を
問
題
に
し
て
く
れ
る
出
版
者
は
い
な
か
っ
た
。

あ
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
原
稿
を
怯
に
し
た
天
囚
は
、

帽
子
も
か
ぶ
ら
ず
、
軍
衣
に
兵
兒
帯
姿
の
天
囚
と
友
人
鈴
木
天
眼
の
二
人
を
じ
ろ
り
と
見
た
原
田
は
怪
し
む
ば
か
り
だ
っ
た
。
と
、
天
囚

日
も
い
つ
づ
け
す
る
。

符
ぎ
日
の
天
因

に
「
あ
り
が

一
室
に
閉
じ
こ
め
、
彼

協
）
に
何
り
な
く
記
さ
れ
て
い
る
。
西
国
時
の
天
囚
に
と
っ
て
は
玉
侯
の
位
も
奴
（
や
っ
こ
）
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
富
貴
も
彼
に
と
っ
て
は

敵
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
貧
乏
古
生
天
囚
が
六
尺
の
腔
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
天
に
う
そ
ぶ
く
口
均
然
た
る
姿
で
あ
っ
た
。
あ
る
者
は
彼
を
氣

迩
い
扱
い
に
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
は
奇
妙
な
病
い
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
ろ
に
興
が
わ
く
と
、
終

11
で
も
机
の
前
に
欺
坐

し
、
動
く
こ
と
な
く
文
章
を
作
っ
て
築
し
み
、
世
の
中
に
食
色
の
あ
る
を
忘
れ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
彼
の
氣
に
逆
ろ
う
こ
と
が
起
る
と
、
風
が
動
き
騒
ぐ
が
如
く
、
心
は
ゆ
ら
ぎ
、
熱
火
を
抱
く
が
如
く
に
燃
え
さ
か

っ
て
く
る
。
こ
う
な
る
と
彼
の
魂
は
彼
の
肉
髄
か
ら
脱
け
出
し
、
日
由
に
さ
ま
よ
い
出
て
し
ま
う
の
だ
。
日
分
で
も
日
分
の
存
在
を
忘

の
だ
っ
た
。

れ
、
ふ
ら
り
と
家
を
飛
び
出
し
、
町
を
う
ろ
つ
き
、
酒
飲
み
仲
間
を
連
れ
出
し
、
心
ゆ
く
ま
で
酒
に
し
た
り
，
心
の
わ
だ
か
ま
り
を
解
く

い
、
氣
分
が
直
ぐ
な
お
れ
ば
、
家
に
蹄
っ
て
お
ち
つ
く
が
、
氣
が
お
さ
ま
ら
な
い
と
婦
る
を
忘
れ
て
十
日
は
お
ろ
か
二
十

11
本
橋
久
松
町
の
博
文
堂
主
人
原
田
庄
左
衛
門
の
店
に
は
い
っ
て
行
っ
た
。

「
こ
れ
を
買
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
切
り
出
し
た
。
無
名
．
の
直
口
生
の
原
稿
だ
が
、
原
田
は
妙
に
天
囚
に
ひ
か
れ
る

1
0
 



府
ぎ
日
の
天
因

欺
視
す
る
こ
と
が
で
来
な
か
っ
た
。

ら
、
天
囚
の
思
想
も
大
い
に
違
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

常
時
す
で
に
文
名
の
高
か
っ
た
東
廂
散
史
（
註
ー
柴
四
郎
、
「
佳
人
之
奇
遇
」
の
作
者
）
や
原
田
な
ど
が
、
も
し
天
囚
に
英
文
の
力
が
あ
っ
た

な
ら
、
鬼
に
金
棒
だ
ろ
う
と
語
し
合
い
、
天
囚
に
勧
め
、
榊
原
鐵
硯
の
夫
人
が
英
語
に
堪
能
な
の
で
、
夫
人
の
許
へ
天
囚
を
懺
い
て
も
ら

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

―
つ
に
は
夫
人
に
天
囚
の
行
状
監
督
の
意
味
も
あ
っ
た
。
さ
て
夫
人
が
英
語
の
誤
本
を
一
回
讃
む
と
、
天
囚
は
何
の

苦
も
な
く
こ
れ
を
覺
え
る
の
で
夫
人
は
、
改
め
て
天
囚
の
品
憶
力
に
お
ど
ろ
い
た
。
天
囚
は
「
漠
文
は
む
ず
か
し
い
が
英
語
な
ん
て
雑
作

．
の
な
い
も
の
だ
」
と
そ
れ
以
上
熱
心
に
う
と
し
な
か
っ
た
。
も
し
こ
の
時
、
天
囚
が
英
文
を
熱
心
に
學
び
、
英
碁
を
訊
破
し
た
な

二
十
二
歳
の
天
囚
は
、
こ
の
よ
う
な
豪
放
ぶ
り
を
疫
揮
し
な
が
ら
、
嘗
時
の
社
會
、
世
相
を
認
し
な
が
ら
皮
肉
な
筆
で
批
判
し
た
。
天

囚
は
酒
々
と
押
し
よ
せ
る
欧
化
主
義
の
文
明
と
國
粋
的
な
保
守
思
想
が
混
然
と
し
て
雑
居
す
る
社
會
を
眼
の
前
に
し
て
封
照
的
な
世
相
を

新
文
明
を
謳
歌
す
る
も
の
、

の
籠
」
は
あ
る
屑
屋
の
一
室
に
集
ま
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
屑
物
を
代
鼎
者
と
し
て
、
過
去
の
身
の
上
を
か
こ
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、

こ
れ
に
反
駁
す
る
日
本
主
義
者
も
あ
る
と
い
っ
た
趣
向
で
あ
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
馬
琴
の
「
質
屋
庫
」
に

ヒ
ン
ト
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
序
文
の
一
節
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
品
さ
れ
て
い
る
。

一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂
と
申
す
通
り
人
は
皆
氣
に
喰
は
ぬ
拝
の
多
き
中
に
も
拙
者
の
虫
は
甚
だ
殺
に
く
い
奴
に
て
折
々
見
る
作
聞
く

れ
逆
鱗
イ
ヤ
虫
の
好
な
い
廿
が
あ
る
底
で
瑣
は
む
し
や
む
し
や
氣
は
く
し
や
く
し
や
賑
な
く
筆
と
硯
に
相
談
し
て
小
言
を
並
へ
立
し
が

日
分
も
岡
目
連
の
中
に
あ
れ
ば
矢
張
り
偏
執
の
岡
目
を
免
れ
ず
（
中
略
）
或
は
馬
琴
の
燒
直
し
と
誹
る
べ
く
或
は
知
っ
た
振
の
奴
だ
と

罵
る
べ
く
或
は
戌
薄
で
唄
固
説
で
論
理
を
知
ら
ぬ
と
批
難
す
べ
く
或
は
小
説
腔
に
合
は
ぬ
と
呼
す
べ
く
外
面
の
み
に
て
其
梢
紳
の
微
妙

を
認
し
出
さ
ず
と
嘲
け
る
べ
し
一
々
御
尤
千
萬
一
言
の
申
繹
な
し
（
後
略
）

用
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

と
う
」
と
證
を
い
っ
た

3

十
行

の
原
稿
一
闘
は
魯
国
時
と
し
て
は
大
き
な
似
値
で
あ
っ
た
。

「
天
囚
」
の
琥
も
こ
の
時
は
じ
め
て



こ
そ
こ
そ
と
女
郎
買
い
遊
び
を
す
る
中
味
の
空
っ
ぽ
の
魯
生
、

「
屑
屋
の
籠
」
の
全
貌
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
れ
も
出
来
な
い
の
で
、
天
囚
の
「
悩
盟
闊
雷
生
飯
質
」
と
も
思
わ
れ
る
「
眼
鏡
の
法
螺
、
綺

袖
の
辮
駁
」
を
拾
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

書
生
の
種
類
分
つ
て
五
と
す
曰
く
ぬ
ら
く
ら
渾
曰
生
日
く
の
み
占
生
曰
く
金
魚
古
生
曰
く
乞
食
占
生
曰
く
純
粋
古
生
是
也
閥
元
よ
り
金

を
取
り
親
の
す
ね
の
み
か
ぢ
り
晶
し
之
を
以
て
遊
蕩
に
資
す
朝
夕
渦
や
の
二
階
に
戯
れ
奥
山
の
楊
弓
場
に
座
り
込
み
イ
ヨ
ウ
エ
ラ
イ
隊

長
大
中
り
な
ん
ど
鶴
の
一
盤
軍
官
が
戦
場
に
出
て
敵
の
大
将
と
引
組
み
て
首
ね
ぢ
き
り
し
う
れ
し
さ
も
斯
く
や
あ
ら
ん
と
云
ふ
面
相
金

あ
だ
ぐ
ち

泊
付
の
大
馬
鹿
ど
の
蹄
り
は
芳
原
ひ
や
か
し
ぞ
め
き
鼻
が
低
い
の
髪
が
抜
け
た
の
お
だ
ふ
く
と
か
ォ
ー
ル
ド
メ
ン
と
か
冗
口
だ
ら
だ
ら

か
た
し
け
な
く

恭
も
書
生
の
名
挑
を
冠
す
る
者
が
賤
業
祉
會
を
相
手
と
し
ソ
ウ
か
と
云
つ
て
返
り
は
せ
ず
其
お
だ
ふ
く
や
か
ぼ
ち
や
が
許
に
け
ふ

も
流
連
（
中
略
）
宿
や
の
二
階
の
事
冥
寝
ざ
め
ブ
ッ
ク
を
セ
ブ
ン
に
オ
ー
合
貼
と
又
も
登
る
は
湯
島
天
紳
魚
十
が
許
に
大
一
坐
都
々
逸
端

こ

わ

へ

、

ろ

と

り

と

り

き

せ

る

歌
役
者
の
候
盤
蒻
者
の
氣
諒
を
取
々
に
口
す
ぼ
め
つ
鼻
う
ご
め
か
し
姻
管
持
つ
に
も
一
寸
身
振
限
州
は
ヨ
ウ
ガ
ス
ナ
音
材
や
に
カ
ヂ
JV

と
か
吾
こ
そ
天
下
の
色
男
金
五
も
丹
二
も
そ
っ
ち
の
け
と
言
は
ぬ
計
の
身
な
り
格
好
謙
味
澤
山
い
け
す
か
な
い
女
の
ほ
れ
ぬ
が
無
理
か

こ
れ
が
ぬ
ら
く
ら
書
生
で
、

「
の
み
書
生
」
と
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
學
校
を
轄
々
と
し
て
歩
き
、
き
き
か
じ
り
の
生
意
氣
督
生
、

魚
蓋
生
」
は
こ
ざ
っ
ぱ
り
着
飾
り
、
話
す
こ
と
も
「
祉
會
の
公
利
國
家
の
財
政
は
」
と
か
目
ら
を
高
く
評
似
さ
せ
よ
う
と
企
み
、

ま
ず
、
や
た
ら
空
想
に
ば
か
り
上
る
。

純
粋
書
生
の
資
格
を
説
ん
に
即
ち
余
（
註
ー
筒
袖
）

「
乞
食
贔
生
」
は
見
す
ぽ
ら
し
い
風
態
で
玄
闊
先
に
机
一
っ
、
粛
物
は
讀

「
純
粋
雷
生
」
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

が
如
き
者
を
云
ふ
椛
貴
に
媚
び
ず
貧
賤
に
瞬
ら
ず
分
を
守
り
て
己
を
勉
め
股
に
萬

巻
の
書
あ
り
と
雖
口
舌
を
借
り
て
虚
名
を
求
め
ず
腕
に
千
釣
の
力
あ
り
と
雖
ど
も
文
字
を
以
て
浮
利
を
貪
ら
ず
其
志
は
鍛
ひ
に
鍛
ひ
し

ざ

ざ

よ

く

鐵
の
如
く
其
心
は
若
き
に
砦
き
し
玉
の
如
く
其
氣
は
絞
々
烈
々
と
し
て
秋
霜
白
日
の
如
く
其
節
は
説
々
疑
々
と
し
て
白
山
富
岳
の
東
海

北
陸
の
望
た
る
が
如
く
其
オ
は
則
ち
の
器
覇
者
の
師
以
て
諸
侯
を
九
合
す
へ
く
以
て
天
下
を
一
べ
き
な
り
然
る
に
余
の
今
肘

い
ナ
と
藝
者
の
胴
で
は
茶
を
沸
か
す
。
（
後
略
）

若
き
日
の
天
因

で
は

「
金



育
、
宗
教
、
風
俗
、
手
嘗
り
次
第
に
書
き
、
思
ふ
存
分
に
論
じ
、
時
に
は
幽
国
路
の
大
臣
を
罵
り
、
時
に
は
黛
人
の
弊
風
弾
劾
し
、
時
に

は
書
生
の
放
言
高
論
を
戒
め
、
時
に
は
富
豪
鉗
商
の
太
平
に
狙
れ
た
こ
と
を
攻
撃
し
、
姉
徳
の
説
や
、
士
氣
衰
類
の
歎
息
も
あ
り
、
極

め
て
痛
切
に
、
極
め
て
平
易
に
、
通
俗
的
に
、
其
の
状
態
を
寓
し
つ
つ
、
論
議
諷
刺
し
て
あ
る
か
ら
、
正
し
く
明
治
二
十
年
前
後
の
世

相
史
と
も
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。

で
あ
る
。

若
ぎ
日
の
天
因

（
後
略
）

年
以
後
の
摯
賓
時
代
の
主
義
は
愛
り
が
な
い
。

屑
屋
の
籠
は
諷
刺
的
の
小
説
で
、
嘗
時
の
祉
會
に
於
け
る
各
方
面
に
向
つ
て
諷
誡
殿
刺
の
箪
を
遥
く
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

君
が
中
年
以
後
に
於
け
る
謹
厳
の
質
質
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
、
矢
張
此
の
梢
帥
此
の
至
誠
此

君
が
世
態
人
情
を
寓
せ
る
間
に
横
溢
せ
る
こ
と
は
、
道
義
的
梢
軸
で
あ
る
、

き
上
げ
、
翌
二
十
一
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
。

「
屑
屋
の
籠
」
の
前
編
は
非
常
な
好
評
を
拍
し
、
天
囚
の
文
名
は
一
時
に
あ
が
っ
た
。
ひ
き
つ
づ
き
こ
の
年
の
秋
、
後
篇
の
原
稿
を
害

こ
れ
ま
た
大
愛
な
評
判
と
な
り
、
明
治
二
十
六
年
四
月
に
は
合
本
増
補
三
版
が
出
て
お

り
、
天
囚
歿
後
大
正
十
三
年
十
月
に
重
刊
四
版
を
、
十
一
月
に
は
五
版
が
出
て
い
る
。
董
刊
の
際
に
學
友
岡
田
正
之
博
士
の
序
文
に
つ
ぎ

の
一
節
が
あ
る
が
、
天
囚
の
洞
察
力
の
鋭
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
て
富
み
榮
へ
ん
よ
り
義
を
取
て
屑
籠
に
在
ら
ん
の
み
（
後
略
）

一
片
の
軟
々
た
る
至
誠
で
あ
る
、

政
治
、

敦

に
外
な
ら
な
い
。
放
浪
時
代
と
中

日
本
臣
民
と
い
ふ
自
覺

の
中
に
沈
倫
す
る
所
以
の
者
は
凡
夫
其
故
を
知
ら
ざ
る
べ
し
孟
子
日
＜
磁
器
あ
り
と
雖
ど
も
時
を
待
つ
に
如
か
す
時
乎
時
至
ら
ず
不




