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懐
徳
堂
々
友
会
の
本
年
春
の
見
学
会
は
、
若
狭
の
小
浜
附
近

の
寺
々
と
神
社
を
ま
わ
っ
た
。
四
月
二
十
九
日
天
皇
誕
生
日
で
、

講
師
は
い
つ
も
御
世
話
に
な
っ
て
い
る
、
宇
野
茂
樹
先
生
で
あ

る
。
参
加
す
る
も
の
四
十
五
名
、
楽
し
い
旅
で
あ
っ
た
。
こ
の

旅
を
語
る
前
に
少
し
、
若
狭
と
い
う
土
地
が
、
文
化
的
に
み
て
、

ど
ん
な
所
だ
っ
た
か
を
語
っ
て
お
こ
う
。

若
狭
と
い
え
ば
、
す
ぐ
頭
に
浮
ん
で
く
る
の
が
、
奈
良
二
月
堂

の
「
お
水
取
り
」
で
あ
る
。
こ
の
「
お
水
取
り
」
は
、
二
月
堂
の

御
本
尊
十
一
面
観
音
さ
ま
へ
の
罪
過
懺
悔
の
行
法
で
あ
る
が
、
こ

の
と
き
本
堂
の
石
段
下
に
あ
る
平
素
は
涸
れ
て
い
る
若
狭
井
か
ら
、

清
ら
か
な
水
が
湧
い
て
出
る
。
こ
の
水
を
仏
前
の
お
香
水
と
し
て

供
え
る
の
だ
が
、
こ
の
水
が
若
狭
の
国
か
ら
こ
の
時
に
限
っ
て
、

は
る
ば
る
地
下
を
く
ぐ
っ
て
送
ら
れ
て
く
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
世
に
も
不
思
議
な
か
み
わ
ざ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
は

こ
ん
な
伝
説
が
あ
る
。

若
狭
の
国
の
仏
た
ち

若

狭

の

国

の

仏

た

ち

四

む
か
し
若
狭
の
国
に
、
遠
敷
（
お
に
ゆ
う
）
明
神
と
い
う
神
さ

ま
が
い
た
。
実
忠
和
尚
と
い
う
僧
が
、
二
月
堂
で
修
二
会
の
行
法

を
行
う
と
き
、
全
国
の
神
々
の
名
を
読
み
あ
げ
て
、
そ
の
神
々
を

二
月
堂
に
集
め
た
が
、
こ
の
遠
敷
明
神
だ
け
が
や
っ
て
来
な
い
。

川
で
釣
を
し
て
い
て
、
そ
れ
に
夢
中
で
、
つ
い
招
集
に
お
く
れ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
神
々
か
ら
と
が
め
ら
れ
、
な
じ
ら
れ
た
の
で
、

遠
敷
明
神
は
恐
縮
し
て
あ
や
ま
り
、
そ
の
お
わ
び
に
二
月
堂
の
ほ

と
り
へ
、
お
香
水
の
水
を
遠
く
若
狭
か
ら
送
る
こ
と
を
誓
っ
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
二
月
堂
で
行
法
が
行
わ
れ
る
夜
半
に

は
、
堂
の
下
の
大
岩
が
二
つ
に
割
れ
て
、
二
羽
の
鵜
（
う
）
が
飛

び
出
し
、
清
水
が
湧
き
出
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

二
月
堂
の
若
狭
井
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
、
こ
の
と
き
は
若
狭

の
国
の
遠
敷
明
神
の
社
前
の
川
水
が
止
っ
て
し
ま
う
と
伝
え
ら
れ

て

い

る

。

〉

こ
の
不
思
議
な
話
を
、
た
だ
の
伝
説
と
し
て
み
る
よ
り
も
、
も

う
少
し
考
え
て
、
遠
い
古
代
に
遡
り
、
伝
説
の
根
源
を
求
め
て
み

野

々

村

富

良



明
通
寺

若
狭
＄
国

若
狭
の
国
の
仏
た
ち

る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

古
代
大
陸
文
化
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
経
路
は
、
い
く
つ
か

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
―
つ
の
経
路
が
、
こ
の
物
語
り
の
う
ち
に

秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

古
代
大
陸
文
化
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
経
路
の
―
つ
に
、
若

狭
地
方
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
海
を
渡
っ
て

く
る
ル
ー
ト
で
、
若
狭
地
方
に
上
陸
し
た
大
陸
文
化
が
こ
こ
に
一

つ
の
文
化
圏
を
育
て
、
さ
ら
に
そ
れ
が
琵
琶
湖
の
西
部
を
通
っ
て
、

大
和
地
方
に
入
っ
て
き
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
の
大
和

の
土
地
に
入
っ
て
き
た
経
路
を
、
伝
説
の
形
を
と
っ
て
、
二
月
堂

「
お
水
取
り
」
の
若
狭
の
水
に
象
徴
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
。

若
狭
の
小
浜
附
近
に
、
由
緒
あ
る
古
い
寺
や
神
社
、
ま
た
仏
像

な
ど
、
多
く
の
重
文
級
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
地

域
に
―
つ
の
立
派
な
文
化
が
栄
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
た
び
、
こ
の
興
味
深
い
地
域
を
宇
野
先
生
御
指
尊
の
も
と
に
、

懇
切
な
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
借
り
切
り
バ
ス
で
次
々
に
回
っ
た

の
だ
が
、
こ
の
見
学
会
は
い
つ
ま
で
も
楽
し
い
思
い
出
と
な
っ
て

残
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

国
鉄
湖
西
線
、
近
江
今
津
駅
に
十
時
集
合
し
て
、
こ
こ
を
出
発
、

西
へ
水
坂
峠
を
越
え
た
。
峠
に
ヤ
マ
プ
キ
が
咲
い
て
い
て
、
黄
金

い
ろ
の
花
が
次
ぎ
つ
ぎ
に
車
窓
す
れ
す
れ
に
の
ぞ
く
。
峠
を
下
る

四



と
雨
も
上
っ
て
、
薄
日
が
さ
し
て
き
た
。
山
里
の
木
々
の
芽
ぶ
き

が
明
る
い
緑
に
映
え
て
美
し
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
桜
も
満

開
で
あ
っ
た
。

最
初
に
訪
れ
た
の
は
、
小
浜
の
東
方
に
あ
る
真
言
宗
の
明
通
寺

で
あ
る
。
紀
元
八
〇
六
年
に
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
創
建
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
夏
に
は
カ
ジ
カ
が
鳴
く
と
い
う
緑
の
木
々
に
お

お
わ
れ
た
美
し
い
渓
流
、
松
永
川
が
下
に
流
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

か
か
っ
た
朱
塗
の
擬
宝
珠
の
橋
を
渡
る
と
、
左
手
の
向
う
に
大
き

な
杉
木
立
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
四
十
数
段
の
石
段
が
見
え
、
上

に
立
派
な
二
層
の
仁
王
門
が
あ
る
。
石
段
を
登
り
こ
の
仁
王
門
を

く
ぐ
る
と
左
手
に
鐘
楼
が
あ
り
、
さ
ら
に
石
段
を
少
し
登
る
と
右

手
に
本
坊
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
手
に
薬
師
堂
と
呼
ば
れ
て
い
る
本

堂
が
見
え
る
。

本
堂
は
五
間
に
六
間
の
入
母
屋
造
り
檜
皮
葺
（
ひ
は
だ
ぶ
き
）

で
、
鎌
倉
中
期
の
国
宝
で
あ
る
。
宇
野
先
生
の
説
明
に
よ
る
と
、

前
の
向
拝
は
室
町
時
代
か
桃
山
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

参
道
の
正
面
つ
き
当
り
、
二
十
数
段
の
石
段
の
上
に
は
、
檜
皮

葺
き
の
軒
の
深
い
屋
根
を
も
っ
た
三
重
の
塔
が
、
ど
っ
し
り
と
し

た
安
定
感
を
も
っ
て
、
杉
の
木
立
の
中
に
そ
び
え
て
い
る
。
こ
れ

も
鎌
倉
中
期
の
も
の
で
国
宝
で
あ
る
。
二
十
五
坊
が
建
立
さ
れ
て

栄
え
た
往
時
の
隆
盛
さ
は
見
ら
れ
な
い
が
、
堂
塔
山
門
の
遣
構
か

ら
、
の
面
影
が
し
の
ば
れ
て
く
る
。

若
狭
の
国
の
仏
た
ち

四

本
堂
の
内
陣
を
拝
観
し
た
が
、
寺
僧
は
寺
の
由
来
を
語
り
、
御

本
尊
や
脇
侍
な
ど
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
こ
の
寺
の
御
本
尊
は
薬
師
如
来
さ
ま
で
、
檜
材
一
本
造
り
の

藤
原
中
期
の
作
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
円
満
な
や
さ
し
い
お
姿
で
、

御
座
像
の
お
身
た
け
は
一
メ
ー
ト
ル
四
四
余
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

脇
侍
は
向
っ
て
右
が
降
三
世
明
王
、
左
が
深
沙
大
将
で
、
こ
の
ご

三
体
と
も
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
お
り
ま
す
…
…
」
と
、
静
か
な

名
調
子
で
続
け
て
い
く
。

降
三
世
明
王
も
檜
材
一
木
造
り
で
、
あ
た
り
を
威
圧
す
る
す
る

ど
い
三
面
の
顔
と
、
左
右
に
四
本
ず
つ
の
手
を
も
っ
て
い
る
。
前

の
手
二
本
で
印
を
結
び
、
他
の
手
は
剣
や
弓
矢
槍
な
ど
の
武
器
を

持
ち
、
足
下
に
は
大
自
在
天
と
そ
の
妃
、
烏
摩
后
を
踏
み
つ
け
て

い
る
。深

沙
大
将
は
、
こ
れ
ま
た
怪
異
な
容
姿
で
、
頭
に
ド
ク
ロ
を
載

き
、
腹
に
童
女
の
顔
を
付
け
、
左
手
に
毒
蛇
を
に
ぎ
り
、
右
手
に

三
つ
又
の
ホ
コ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
深
沙
大
将
は
、
三
蔵
法
師

が
イ
ン
ド
ヘ
経
文
を
取
り
に
行
っ
た
と
き
、
沙
漠
の
中
に
現
れ
て
、

法
師
を
守
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
隆
三
世
明
王
も
深
沙

大
将
も
と
も
に
ニ
メ
ー
ト
ル
五

0
も
あ
る
巨
像
で
、
そ
の
前
に
座

れ
ば
威
圧
さ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
邪
気
を
払
い
、
悪
心
欲

心
を
脱
却
さ
せ
る
よ
う
に
修
行
僧
を
見
守
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

中
食
を
と
ら
せ
て
も
ら
っ
た
本
坊
の
持
仏
堂
に
も
、
重
要
文
化



若
狭
の
国
の
仏
た
ち

財
に
な
っ
て
い
る
不
動
明
王
の
等
身
大
の
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
檜
一
本
造
り
で
乎
安
末
期
の
作
で
あ
る
。
こ
の
不
動

明
王
は
、
以
前
に
安
置
さ
れ
て
い
た
寺
が
焼
け
た
り
な
ど
し
て
、

三
転
し
て
、
明
治
二
四
年
に
こ
こ
に
移
さ
れ
た
の
で
、
ほ
ん
と
に

火
の
中
を
く
ぐ
っ
て
来
ら
れ
た
不
動
さ
ん
で
あ
る
。

こ
の
明
通
寺
を
訪
れ
る
だ
け
で
も
、
国
宝
、
重
文
に
な
っ
て
い

る
文
化
財
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
小
浜
の
周
辺
が
往
時
い
か
に
文
化
的
に
栄
え
て
い

た
か
を
、
よ
く
語
っ
て
い
る
。

明
通
寺
を
出
て
、
遠
敷
川
を
渡
り
、
若
狭
姫
神
社
の
前
を
通
っ

て
、
若
狭
彦
神
社
へ
参
っ
た
。
彦
神
社
は
遠
敷
明
神
が
祭
神
で
、

神
域
全
体
が
簡
素
な
た
た
ず
ま
い
で
静
寂
。
本
殿
の
前
に
は
拝
殿

は
な
く
、
地
面
に
石
を
礎
石
の
よ
う
に
六
個
二
列
に
並
べ
た
一
画

が
あ
る
だ
け
。
こ
こ
が
祭
り
を
す
る
と
き
の
拝
殿
の
代
り
に
な
る
。

若
狭
姫
神
社
へ
は
参
拝
す
る
時
間
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
祭
神
は

神
子
姫
で
あ
る
と
聞
い
た
。
神
と
宮
司
の
間
に
た
っ
て
、
神
さ
ま

の
降
臨
を
願
う
役
目
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
神
社
は
、
奈
良
二
月
堂
の
「
お
水
取
り
」
に

ゆ
か
り
の
あ
る
神
で
、
遠
敷
川
上
流
の
鵜
の
瀬
と
い
う
と
こ
ろ
の

水
が
、
奈
良
二
月
堂
の
下
ま
で
い
く
、
と
い
う
話
は
前
述
の
よ
う

な
次
第
で
あ
る
が
、
「
二
月
堂
縁
起
」
に
よ
る
と
、
二
月
堂
の
下

の
岩
が
割
れ
た
と
き
、
黒
白
の
二
羽
の
鵜
が
こ
の
割
れ
目
か
ら
飛

び
出
し
て
、
そ
の
あ
と
か
ら
甘
泉
が
湧
き
出
し
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
鵜
の
瀬
の
鵜
が
、
若
狭
か
ら
奈
良
ま
で
地
下
溝
を
掘
り
進
ん

で
、
水
を
引
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
話
を
う
ま
く

童
話
に
と
り
入
れ
た
な
ら
、
さ
ぞ
か
し
面
白
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
小
浜
に
近
い
多
田
の
お
薬
師
さ
ん
を
訪
れ
た
。

お
薬
師
さ
ん
は
多
田
寺
の
御
本
尊
、
薬
師
如
来
で
あ
っ
て
、
貞

観
時
代
の
も
の
。
重
文
で
あ
る
。
手
に
薬
壺
を
持
た
な
い
で
、
印

を
結
ん
で
い
る
古
い
形
の
立
像
で
あ
る
。
出
雲
の
一
畑
薬
師
、
奈

良
の
薬
師
寺
の
薬
師
と
共
に
、
日
本
三
薬
師
と
い
わ
れ
て
参
詣
者

は
絶
え
な
い
。
左
右
の
脇
侍
仏
は
、
寺
で
は
日
光
、
月
光
の
菩
薩

と
い
っ
て
い
る
が
、
実
は
十
一
面
観
音
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。

共
に
重
文
で
、
喫
路
（
よ
う
ら
く
）
、
装
身
具
も
一
木
よ
り
割
出

し
て
い
る
。
こ
の
右
像
は
貞
観
、
左
像
は
天
平
時
代
の
も
の
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
三
仏
像
は
秘
仏
で
あ
る
が
、
拝
観
を
許

さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
貞
観
時
代
の
四
天
王
立
像
、
藤
原
時
代

の
弥
陀
座
像
三
体
、
聖
観
音
立
像
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
多
田
寺
は
奈
良
時
代
に
勝
行
上
人
が
開
い
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
て
、
古
く
は
坂
上
田
村
麻
呂
、
源
満
仲
が
祈
願
し
た
寺
と
い

わ
れ
て
い
る
。
満
仲
は
こ
の
地
の
多
田
を
姓
と
し
て
、
多
田
の
満

仲
と
い
っ
た
。
こ
の
満
仲
の
子
が
頼
光
で
あ
っ
て
、
大
江
山
の
酒

呑
（
し
ゅ
て
ん
）
童
子
を
退
治
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
多

田
寺
の
住
職
よ
り
、
山
伏
の
法
を
授
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

四
四



こ
の
寺
は
若
狭
修
験
道
の
根
本
道
場
な
の
で
あ
る
。

多
田
寺
か
ら
さ
ら
に
野
代
に
あ
る
妙
楽
寺
へ
回
っ
た
。
寺
の
境

内
は
広
く
景
観
は
美
し
い
。
林
間
の
仁
王
門
を
入
る
と
、
鎌
倉
時

代
の
方
五
間
、
寄
棟
造
り
檜
皮
葺
の
本
堂
が
向
う
に
見
え
る
。
重

文
で
あ
る
。
寺
の
縁
起
に
よ
る
と
、
弘
法
大
師
が
諸
国
巡
歴
の
と

き
、
多
田
岳
の
山
中
で
光
明
を
発
す
も
の
を
見
ら
れ
、
近
か
づ
く

と
そ
れ
が
千
手
観
音
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
観
音
像
は
、
養
老
三
年
に
僧
行
基
が
彫
っ
て
、
こ
の
山
の

岩
屋
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
師
は
伽
藍
（
が
ら
ん
）

を
建
立
し
て
、
こ
こ
に
移
さ
れ
た
。
こ
れ
が
妙
楽
寺
の
そ
も
そ
も

の
は
じ
ま
り
で
、
天
明
の
こ
ろ
ま
で
は
八
坊
を
有
し
て
殷
盛
を
き

わ
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
千
手
観
音
は
、
お
顔
が
三
面
に
な
っ
て
い
る
温
雅
な
立
像

で
、
藤
原
時
代
作
の
重
文
で
あ
る
。
寺
の
坊
さ
ん
は
観
音
さ
ま
に

つ
い
て
の
話
を
、
一
般
に
分
り
や
す
く
説
い
て
く
れ
た
。

「
観
音
さ
ま
は
観
世
音
の
こ
と
で
、
世
の
中
の
も
ろ
も
ろ
の
音

を
観
て
ご
ざ
る
の
で
す
。
万
物
は
す
べ
て
音
を
出
し
て
い
る
も
の

で
す
。
人
の
喜
び
、
悲
し
み
、
怒
り
も
み
な
音
で
す
ね
。
観
音
さ

ま
の
千
の
手
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
奉
仕
の
手
で
あ
り
、
ま
た

救
い
の
手
で
ご
ざ
い
ま
す
…
…
」
と
語
り
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
と

仏
さ
ま
に
つ
い
て
の
話
か
ら
、
宇
宙
の
生
命
観
に
ま
で
、
拝
観
者

の
だ
れ
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
説
か
れ
た
。
こ
の
法
話
は
こ
の

若
狭
の
国
の
仏
た
ち

四
五

旅
の
よ
い
土
産
と
な
っ
た
。

寺
に
は
千
手
観
音
の
ほ
か
に
、
多
少
風
化
し
て
い
る
が
、
藤
原

時
代
の
聖
観
音
立
像
が
あ
り
（
県
重
文
）
、
ま
た
外
陣
拝
殿
に
は
、

慶
長
年
間
の
絵
馬
三
面
や
猿
捩
の
図
、
寛
文
二
年
の
四
条
河
原
の

歌
舞
伎
絵
馬
図
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
っ
て
、
江
戸
初
期
の
庶
民
的
絵

画
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
本
堂
の
前
に
鐘
楼
が
あ
り
、
堂
の
横

に
は
地
蔵
半
珈
像
の
地
蔵
堂
が
あ
る
。

小
浜
の
市
街
を
通
り
ぬ
け
て
、
北
川
を
渡
っ
て
こ
の
日
最
後
の

羽
賀
寺
を
訪
れ
た
。
こ
の
寺
は
行
基
菩
薩
の
創
建
と
い
わ
れ
、
か

つ
て
は
堂
塔
の
完
備
し
た
寺
だ
っ
た
が
、
今
は
小
高
い
山
林
の
中

に
本
堂
だ
け
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
で
も
本
堂
へ
の
参
道

の
両
側
に
は
八
重
桜
が
渦
開
で
、
さ
び
れ
た
寺
を
は
な
や
か
な
も

の
に
し
て
い
た
。
入
母
屋
檜
皮
葺
の
本
堂
は
、
室
町
時
代
の
建
造

で
重
文
で
あ
る
。
御
本
尊
の
十
一
面
観
音
立
像
は
藤
原
時
代
の
名

作
だ
が
、
い
ま
だ
に
色
彩
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
衣
文
が
あ

ざ
や
か
で
、
官
能
的
な
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
る
。
藤
原
期
の
温
雅

な
千
手
観
音
、
藤
原
末
期
の
毘
沙
門
天
立
像
と
共
に
重
文
で
あ
る
。

ほ
か
に
木
造
寄
せ
木
造
り
の
ず
ん
ぐ
り
し
た
地
蔵
座
像
が
内
陣
の

端
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
強
く
印
象
に
残
っ
た
。
木
地
の
ま
ま
の
重

最
感
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
。
本
堂
前
の
石
灯
籠
は
大
体
が
南
北
朝

時
代
の
も
の
で
、
一
見
に
値
い
す
る
。

若
狭
の
旅
は
景
観
も
よ
い
が
、
ど
う
し
て
も
古
寺
め
ぐ
り
、
仏



若
狭
の
国
の
仏
た
ち

像
め
ぐ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
近
畿
で
は
奈
良
、
京
都
に
次
い
で

近
江
路
と
共
に
仏
教
遣
跡
の
土
地
で
あ
る
。
日
本
の
文
化
の
歴
史

を
語
る
に
は
、
一
度
は
こ
の
土
地
を
訪
れ
る
要
が
あ
る
と
思
う
。

（
お
わ
り
）

四
六




