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簡
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U

〈
懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
⇔
〉

八
五

い
論
文
；
田
中
侃
刀
「
中
井
竹
山
と
「
東
征
稿
」
」

大
学
教
養
論
集
』

51
・
昭
和
四
十
四
年
）

本
論
文
は
、
中
井
竹
山
の
横
詩
集
「
東
征
稲
」
の
日
本
淡
文
学
史
上
に

お
け
る
意
義
を
認
め
、
論
者
自
身
の
実
地
調
査
と
細
井
平
洲
の
評
語
と
に

基
づ
き
つ
つ
、
多
数
の
佳
作
を
紹
介
し
、
そ
の
内
容
を
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
。「

東
征
稿
」
は
、
竹
山
の
江
戸
へ
の
旅
の
途
上
に
お
け
る
感
慨
よ
り
な

る
各
詩
篇
が
、
日
記
風
に
ま
と
め
ら
れ
詩
集
の
体
裁
を
成
し
た
も
の
で
あ

り
、
帰
途
の
有
様
を
散
文
で
綴
っ
た
「
西
上
記
」
と
合
せ
て
、
『
東
西
遊

記
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
東
征
稿
」
に
お
け
る
竹
山
の

旅
は
、
決
し
て
公
務
に
束
縛
さ
れ
た
窮
屈
な
旅
で
は
な
く
、
当
時
の
文
人

の
尚
古
趣
味
的
な
旅
行
と
何
ら
異
な
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
楽
し
い
旅
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
裏
付
け
と
も
な
る
「
東
征
稿
」
の
特
色
の
一

っ
と
し
て
は
、
題
詞
や
註
に
散
見
さ
れ
る
竹
山
の
文
学
・
歴
史
・
地
理
な

ど
に
関
す
る
該
博
な
知
識
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
も
、
林
羅
山
「
丙

辰
紀
行
」
な
ど
と
比
べ
何
ら
遜
色
が
な
い
。
こ
の
文
学
や
歴
史
な
ど
に
対

す
る
造
詣
の
深
さ
が
、
余
情
あ
り
時
と
し
て
軽
妙
な
竹
山
の
詩
の
骨
格
を

形
成
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
ま
た
、
「
東
征
稿
」
は
、
意
図

的
に
楷
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
竹
山
自
身
の
旅
が
自
ら
そ
の
体
裁
を

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
俳
諧
の
如
き
展
開
を
有
し
て
い

る
点
で
、
極
め
て
魅
力
的
な
漠
詩
集
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
明
治



懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
口

⑮
論
文
二
乎
重
道
「
懐
徳
堂
学
の
発
展
(

I

)

」

教
育
大
学
紀
要
』

3・

昭
和
四
十
四
年
）

本
論
文
は
、
教
育
機
関
と
し
て
の
慨
徳
堂
の
意
義
を
十
分
に
評
価
し
た

上
で
、
懐
徳
堂
に
関
連
し
た
各
思
想
家
に
懐
徳
堂
学
と
で
も
称
す
べ
き
一

貫
し
た
学
風
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
、
そ
の
成
立
と
発
展
と
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
た
心
の
で
あ
る
。
日
懐
徳
堂
学
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
学

績
、
⇔
恢
徳
堂
雹
院
の
成
立
と
そ
の
盛
衰
、
国
初
期
懐
徳
堂
の
学
風
、
四

富
永
仲
基
の
学
間
と
思
想
、
以
上
四
節
よ
り
成
る
。

り

西

村

天

囚

を

最

重

要

の

参

考

文

献

と

し

て

評

価

す

る

（
『
宮
城

竹
山
は
、
狙
裸
が
華
音
に
通
ず
る
こ
と
を
文
章
の
第
一
義
と
し
た
こ
と

に
反
対
の
意
志
を
示
し
て
い
る
。
一
時
隆
盛
を
極
め
た
古
文
辞
学
派
も
竹

山
の
時
代
に
至
る
ま
で
に
は
衰
退
の
兆
し
を
見
せ
始
め
て
い
た
。
古
文
辞

学
派
は
、
和
臭
を
鎌
い
中
華
の
言
語
に
よ
り
自
ら
を
制
約
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
が
中
国
文
学
の
模
倣
者
・
亜
流
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

時
、
必
然
的
に
崩
壊
す
る
危
険
性
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
竹
山
の
活

躍
し
た
時
代
は
正
し
く
反
古
文
辞
学
の
風
潮
が
昂
揚
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代

で
あ
っ
た
。
竹
山
は
時
代
の
趨
勢
を
受
け
て
日
本
文
化
に
融
合
す
る
日
本

人
の
漠
詩
文
を
指
向
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
「
東
征
稿
」
の
詩

篇
も
、
古
文
辞
学
派
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
完
璧
と
は
言
い
雉
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
日
本
近
世
の
漠
文
学
史
上
に
そ
れ
を
置
い
て
見
た
時
、

竹
山
の
「
東
征
稿
」
は
正
に
日
本
人
の
漠
詩
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
、
幸
田
成
友
編
『
大
阪
市
史
』
巻
一
、
岩
橋
小
弥
太
「
慨
徳
堂
害

院
」
な
ど
、
堂
学
に
関
す
る
先
人
の
業
績
を
多
数
紹
介
す
る
。

⇔
懐
徳
堂
の
成
立
と
そ
の
盛
衰
と
に
つ
い
て
、
主
に
三
宅
家
と
中
井

家
・
学
主
と
預
人
と
の
関
係
を
通
し
て
考
察
を
加
え
る
。
三
宅
家
の
持
つ

町
人
的
な
自
由
・
妥
協
・
好
事
の
学
風
は
、
官
許
学
問
所
と
な
っ
た
懐
徳

堂
の
官
学
的
な
性
格
と
は
合
致
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
権
威
主
義
的
な
竹

山
の
独
裁
に
転
換
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
衰
退
の
原
因
と

し
て
は
、
傑
出
し
た
指
尊
者
の
不
在
を
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
加
え
て
財
政
の
破
綻
・
学
主
寒
泉
と
預
人
桐
園
と
の
関
係
な
ど
を

も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

国
懐
徳
堂
の
学
風
は
、
石
庵
・
梵
庵
・
春
楼
の
初
期
創
学
時
代
、
竹

山
•
履
軒
．
碩
果
の
中
期
隆
昌
時
代
、
寒
泉
・
桐
園
の
後
期
漸
衰
時
代
に

三
分
し
得
る
。
初
期
の
学
風
の
特
色
と
し
て
は
、
実
践
主
義
と
教
旋
主
義

と
の
二
点
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
石
庵
は
、
学
問
は
孝
悌
を
中
心
と

す
る
人
倫
道
徳
の
実
践
で
あ
る
と
考
え
た
。
甍
庵
に
お
い
て
も
、
実
践
主

義
が
道
徳
か
ら
経
世
へ
と
拡
大
し
実
学
主
義
的
色
彩
を
帯
び
て
来
る
と
い

う
変
化
は
あ
る
が
、
そ
の
主
眼
は
な
お
常
識
的
な
実
徳
主
義
に
あ
っ
た
。

こ
の
道
徳
的
な
実
践
主
義
は
、
町
人
の
実
利
・
実
用
の
精
神
を
満
た
す
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
石
庵
ら
は
、
漠
学
の
み
の
素
狸
に
止
ら
ず
、
謡
曲
・

書
・
俳
諧
な
ど
幅
広
い
教
狸
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
こ
の
教
蓑
主
義
は
、

町
人
の
自
由
・
享
楽
の
精
神
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
風
に

基
づ
く
実
利
•
平
明
・
自
由
を
重
ん
ず
る
懐
徳
堂
の
教
化
精
神
は
、
町
人

の
学
問
的
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
に
大
な
る
効
果
を
納
め
た
の
で
あ
る
。

四
初
期
恢
徳
堂
を
代
表
す
る
学
者
と
し
て
は
、
富
永
仲
基
と
五
井
蘭
州

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
蘭
州
が
梵
庵
の
特
権
的
な
官
学
主
義
を
継
承
し
て
い

八
六



る
の
に
対
し
、
仲
基
ほ
石
庵
の
町
人
的
な
私
学
主
義
を
継
承
し
て
い
る
。

石
庵
の
自
由
討
究
・
一
説
に
固
執
し
な
い
柔
軟
な
学
風
を
継
承
し
た
仲
基

は
、
儒
教
か
ら
仏
神
へ
と
そ
の
研
究
を
進
め
、
儒
仏
神
を
批
判
し
つ
つ
そ

の
中
よ
り
一
二
教
を
一
貫
す
る
独
自
の
思
想
を
描
築
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の

思
想
の
骨
髄
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
が
『
頷
の
文
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
通

し
て
仲
基
が
主
張
し
た
も
の
は
、
誠
の
道
の
観
念
で
あ
っ
た
。
儒
仏
神
の

三
教
に
は
、
現
実
生
活
に
は
決
し
て
適
合
し
な
い
不
純
物
が
混
入
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
誠
の
道
は
、
現
実
生
活
を
肯
定
す
る
所
に
成
立
し

人
間
生
活
の
調
和
を
第
一
義
と
す
る
筒
直
平
明
な
教
道
な
の
で
あ
る
。
仲

基
の
誠
の
道
は
、
必
ず
し
も
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
三
教
に

対
し
加
上
法
と
い
う
容
観
的
な
隈
史
実
証
主
義
的
研
究
方
法
で
鋭
利
な
批

判
を
展
開
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
不
朽
の
功
績
が
存
す
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

⑱
論
文
品
千
重
道
「
懐
徳
堂
学
の
発
展
(
I
I
)
」

教
育
大
学
紀
要
』
5
•

昭
和
四
十
六
年
）

本
論
文
は
、
「
懐
徳
堂
学
の
発
展

(
I
)」
の
続
篇
で
あ
る
。
箇
五
井
蘭

州
の
学
問
と
思
想
、
因
中
期
懐
徳
堂
の
学
風
と
中
井
竹
山
、
紺
中
井
履
軒

の
学
問
と
思
想
、
以
上
三
節
よ
り
成
る
。

⑮
五
井
蘭
州
は
、
父
持
軒
の
学
問
を
継
承
し
つ
つ
、
か
つ
石
庵
の
思
想

を
も
暗
黙
裏
に
継
承
し
て
い
る
。
石
庵
が
諸
学
折
衷
の
傾
向
を
有
し
て
い

た
の
と
は
異
な
り
、
持
軒
は
朱
子
学
尊
信
の
態
度
を
崩
す
こ
と
が
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
石
庵
に
お
い
て
は
諸
学
派
を
止
揚
し
原
義
を
把
握
せ
ん
と

懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
⇔

（
『
宮
城

八
七

す
る
自
由
な
批
判
主
義
と
な
っ
て
現
れ
、
持
軒
に
お
い
て
ほ
宋
学
を
通
じ

て
矛
盾
を
修
正
せ
ん
と
す
る
修
正
主
義
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
持
軒
の

学
を
継
承
し
た
蘭
州
が
朱
子
学
に
学
問
的
根
拠
を
求
め
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
懐
徳
堂
の
曖
昧
な
学
風
は
刷
新
さ
れ

学
風
の
基
礎
は
朱
子
学
に
固
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
石
庵
の
道
徳

実
践
主
義
を
継
承
し
た
蘭
州
は
、
人
倫
の
道
た
る
儒
教
と
異
教
と
の
関
係

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
護
教
的
な
異
端
批
判
論
を
展
開
し
た
。
そ
の
特

色
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
あ
く
ま
で
宋
儒
の
理
説
に
立
脚
す
る
と
は
言

え
、
西
洋
の
科
学
思
想
を
思
わ
せ
る
が
如
き
合
理
主
義
的
精
神
を
禅
入
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
懐
徳
堂
の
現
実
的
な
学
風
は
合
理
主

義
と
い
う
根
拠
を
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
蘭
州
の
有
し
て
い
た
実
学
思

想
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
や
が
て
竹
山
•
履
軒
の
手
に
よ
っ
て
経
済

論
と
し
て
大
成
さ
れ
る
蘭
州
の
実
学
的
傾
向
は
、
従
来
の
堂
学
に
お
け
る

個
人
中
心
の
実
践
主
義
を
発
展
さ
せ
、
社
会
経
済
と
の
接
触
面
を
開
拓
し

た
の
で
あ
る
。

因
中
期
懐
徳
堂
を
代
表
す
る
学
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
中
井
竹
山
と

中
井
履
軒
と
で
あ
る
。
履
軒
が
隠
逸
的
な
性
格
で
研
経
尊
重
の
学
風
を
有

し
て
い
た
の
に
対
し
、
竹
山
は
世
俗
的
な
性
格
で
そ
の
学
風
も
甚
だ
実
学

的
で
あ
っ
た
。
竹
山
の
学
問
の
特
色
は
、
異
端
攻
駁
と
そ
の
実
学
思
想
と

に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
竹
山
が
異
端
と
し
て
徹
底
的
に
攻
撃
を
加
え
た
も

の
は
、
仏
教
と
説
園
学
と
で
あ
る
。
竹
山
の
排
仏
論
は
、
仏
教
の
邪
説
が

民
心
を
惑
乱
さ
せ
社
会
争
乱
の
因
と
な
る
点
、
及
び
仏
寺
経
営
に
莫
大
な

費
用
を
要
し
国
力
消
耗
の
因
と
な
る
点
な
ど
の
社
会
的
弊
害
に
力
点
を
置

き
つ
つ
、
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
政
策
論
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
狙

裸
攻
駁
に
お
い
て
は
、
蘭
州
の
攻
駁
が
経
学
に
集
中
し
た
の
と
は
異
な



懐
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献
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り
、
経
学
・
詩
文
・
正
名
の
三
方
面
か
ら
祖
裸
学
の
大
害
を
天
下
に
叱
呼

し
た
と
い
う
点
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
攻
駁
は
、
お
お
か
た

宋
学
に
依
拠
し
て
い
る
。
竹
山
の
宋
学
の
特
色
は
、
程
朱
の
根
本
思
想
を

離
脱
す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
経
説
の
本
旨
を
発
明
す

る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
想
と
経
解

と
の
分
立
論
に
は
、
経
説
の
自
由
討
究
を
徹
底
す
れ
ば
や
が
て
一
種
の
思

想
的
立
場
が
生
じ
程
朱
を
離
脱
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
が
あ
っ
た
と

言
え
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
よ
り
沈
潜
的
な
履
軒
の
経
解
に
お
い
て
明
ら

か
と
な
る
の
で
あ
る
。
竹
山
の
実
学
思
想
の
性
格
は
、
封
建
社
会
と
町

人
勢
力
の
勃
興
と
に
つ
い
て
の
見
解
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
明
瞭
と
な

る
。
竹
山
は
、
徳
川
封
建
制
を
最
善
の
政
治
形
態
と
考
え
、
現
実
肯
定
の

立
場
か
ら
の
封
建
制
へ
の
帰
順
を
指
向
し
て
い
た
。
町
人
の
富
カ
・
商
工

業
の
必
要
性
を
認
め
る
実
利
論
・
自
由
商
業
論
な
ど
は
全
て
、
封
建
制
の

枠
組
を
離
脱
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

紺
履
軒
の
学
問
の
中
心
は
研
経
で
あ
る
。
と
り
わ
け
精
力
を
注
い
だ
の

は
経
史
の
研
究
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
『
七
経
逢
原
』
な
ど
の

害
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
研
経
の
特
質
は
、
孔
孟
の
本
旨
を
探
究
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
た
め
、
程
朱
の
学
説
で
あ
っ
て
も
時
と
し
て
そ
れ
を
排

除
す
る
姿
勢
を
有
し
て
い
た
点
に
あ
る
。
研
経
は
注
釈
を
墨
守
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
経
典
の
本
義
を
発
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
履
軒
の
治

経
は
ま
ず
経
典
批
判
よ
り
始
ま
る
。
そ
の
結
果
、
『
論
語
』
『
孟
子
』
『
中

庸
』
を
尊
崇
し
、
『
易
・
十
翼
』
や
『
春
秋
』
を
孔
子
の
筆
に
非
ず
と
断

ず
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
内
容
を
把
握
す
る
際
に
は
、
随
文
取
意
の
原
則

に
よ
り
、
後
儒
の
附
会
と
思
わ
れ
る
も
の
は
尽
く
こ
れ
を
排
除
す
る
と
い

う
考
証
学
的
姿
勢
を
示
し
た
。
宋
明
学
の
批
判
と
孔
孟
の
古
意
発
揚
が
考

証
学
の
成
立
を
侯
っ
て
完
成
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
履

軒
の
古
注
学
は
、
宋
注
の
注
釈
学
的
な
不
備
を
内
面
的
に
立
証
し
、
古
文

辞
学
と
考
証
学
と
の
問
隙
を
埋
め
る
意
義
と
位
地
と
を
有
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
履
軒
の
異
端
排
斥
論
の
特
色
と
し
て
は
、
内
面
的
な
老
子
批
判
、

老
子
・
道
教
の
両
異
説
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
史
学
思
想
に

お
い
て
は
、
史
学
に
お
け
る
実
証
性
を
追
求
し
た
こ
と
、
斥
覇
論
を
唱
道

し
た
こ
と
に
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
実
学
思
想
に
お
け
る
特

色
と
し
て
は
、
竹
山
が
現
実
肯
定
の
立
場
か
ら
封
建
制
の
範
囲
内
で
は
あ

る
が
町
人
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
履
軒
は
一
種
素
朴
な
農

村
共
産
制
を
理
想
と
し
て
い
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

竹
山
と
股
軒
と
は
懐
徳
堂
最
大
の
思
想
家
で
あ
り
学
者
で
あ
っ
た
。
竹

山
の
実
学
と
履
軒
の
経
説
と
は
共
に
当
代
に
卓
越
し
、
両
者
は
堂
学
の
指

瑯
者
た
る
に
止
ら
ず
当
代
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
っ
た
。
懐
徳
堂
の
隆

盛
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
恢
徳
堂
の
中
心
思
想
た
る
宋
学
は
、
考
証
学

や
蘭
学
の
実
証
主
義
・
合
理
主
義
的
傾
向
に
圧
迫
を
受
け
て
成
立
し
た
修

正
主
義
的
な
宋
学
で
あ
っ
た
。
恢
徳
堂
の
宋
学
が
一
歩
進
展
す
る
こ
と
を

望
む
な
ら
、
竹
山
•
履
軒
の
修
正
主
義
を
更
に
克
服
し
て
い
く
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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