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神
田
喜
一
郎
博
士
は
『
懐
徳
』
二
十
二
号
（
昭
和
二
十
六
年
発

行
）
の
「
懐
徳
堂
の
文
芸
」
で
、
経
術
と
文
章
と
を
並
び
尊
ん
だ

こ
と
が
懐
徳
堂
の
学
問
の
特
色
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
書
道
を
重
ん

じ
た
こ
と
が
当
時
の
漠
学
塾
と
し
て
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

た

く

み

す

こ

ぷ

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
三
宅
石
庵
は
書
に
エ
に
し
て
頗

る
顔
法
に
通
じ
、
五
井
蘭
洲
・
中
井
梵
庵
、
い
ず
れ
も
斯
道
に
造

詣
深
く
、
ま
た
、
竹
山
が
書
を
よ
く
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
、
そ
の
書
学
に
つ
い
て
は
、
彼
の
著
述
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
、
と
続
け
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
稿
で
は
、
竹
山
の
著

述
、
お
よ
び
そ
の
他
の
懐
徳
堂
資
料
か
ら
懐
徳
堂
の
書
学
の
一
班

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

竹
山
は
、
「
我
が
党
の
書
法
は
万
年
先
生
の
書
に
は
じ
ま
り
、

蘭
洲
・
春
楼
二
先
生
の
相
亜
い
で
起
こ
る
に
至
っ
て
、
そ
の
伝
寝

懐
徳
堂
の
書
学

懐

徳

堂

の

書

学

く
広
ま
る
」
（
『
莫
陰
集
』
巻
八
「
書
藤
子
常
臨
書
東
披
酔
翁
亭
記
後
」
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
万
年
先
生
、
即
ち
三
宅
石
庵
を
懐
徳
堂

の
学
問
上
の
祖
で
あ
る
と
同
時
に
、
書
の
上
で
も
祖
師
と
み
な
し

て
い
た
。
『
奨
陰
集
』
に
は
、
石
庵
の
書
の
題
跛
が
多
く
見
ら
れ
、

石
庵
の
書
に
対
す
る
竹
山
の
評
価
が
う
か
が
え
る
。

よ
じ

先
生
書
法
の
妙
、
雄
渾
奇
抜
、
高
く
唐
宋
に
攀
り
て
明
季
を
牌

み

f
，

ぇ

ぐ

院
す
。
其
の
一
点
一
画
咸
な
人
の
意
表
に
出
づ
。
怒
痴
石
を
挟

た
れ

り
膀
蛇
草
に
入
る
の
勢
あ
り
、
執
か
能
＜
肢
及
せ
ん
。
十
襲
宝

愛
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
（
巻
八
「
書
万
年
先
生
遺
墨
後
」
）

ひ
ろ

先
生
書
法
の
妙
、
虞
顔
に
攀
り
蘇
黄
に
揖
う
。
世
の
明
季
諸
家

し
し
ゅ
く

を
戸
祝
す
る
者
、
実
に
企
望
を
絶
つ
所
な
り
。
（
巻
八
「
書
万
年

先
生
墨
跡
余
白
）

い
ず
れ
も
、
石
庵
を
唐
宋
の
書
家
に
配
し
て
論
ず
べ
き
も
の
と

し
、
明
末
の
風
と
は
段
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い

岸

田

四
九

知

子



三
宅
石
庵
「
万
年
先
生
緩
歩
帖
」
と
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痕
徳
堂
の
宙
学

る
。
こ
の
論
評
は
、
五
井
剥
洲
の

石
庵
の
書
に
対
す
る
次
の
評
を
受

け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

た
と

万
年
先
生
の
因
は
、
こ
れ
を
辟

う
れ
ば
、
老
梅
槌
牙
と
し
て

霜
雷
を
冒
し
、
奇
香
を
発
し
て

ょ

蛸
壁
舷
巌
の
問
に
椅
る
が
ご
と

し
。
蓋
し
こ
れ
を
魏
晋
庖
宋
諸

家
の
翠
よ
り
取
り
て
、
こ
れ
を

出
し
、
明
季
書
家
に
染
指
す
る

み

者
を
し
て
こ
れ
を
親
せ
し
め

ば
、
乃
ち
睦
若
し
て
喪
昭
せ
ざ

ほ

と

ま

れ

る
者
幾
ん
ど
希
な
ら
ん
。

（「万

年
先
生
級
歩
帖
」
識
語
）

蘭
洲
も
竹
山
も
、
当
時
の
「
明
季

す
す

の
糟
粕
を
啜
る
」
（
「
出
藤
子
常
臨

祖
東
披
酔
倹
亭
記
後
」
）
よ

う
な

風
潮
に
対
し
て
は
厳
し
い
目
を
向

け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

石
庵
の
也
に
つ
い
て
の
一
般
的

な
評
と
し
て
『
先
哲
叢
談
』
の
次

の
文
章
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

石
庵
は
因
に
エ
み
に
し
て
頗
る
顔
法
を
得
。
隻
字
も
人
争
っ
て

こ
れ
を
求
む
。
而
し
て
、
汽
質
朴
素
、
そ
の
書
す
る
所
、
未
だ

笞
て
款
印
せ
ず
。

今
に
残
る
石
庵
の
忠
を
み
る
と
、
途
勁
で
古
拙
の
趣
き
が
あ
り
、

確
か
に
「
老
梅
槌
牙
」
と
は
言
い
得
た
評
で
あ
る
。

石
庵
竹
山
は
、
に
始
ま
る
懐
徳
帝
去
の
書
風
を
受
け
継
ぎ
広
め
た

の
は
蘭
洲
と
石
庵
の
子
の
春
楼
だ
と
い
う
が
、
そ
の
実
、
春
楼
の

書
に
つ
い
て
は
余
り
評
価
し
て
い
な
い
。
「
虚
法
は
そ
の
考
万
年

先
生
に
承
け
、
家
学
を
墜
と
さ
ず
。
世
以
て
米
海
岳
父
子
に
比
ぷ

と
云
う
」
（
r
奨
陰
集
」
巻
八
「
春
楼
密
幅
祓
」
）
と
述
べ
て
い
る
も
の

の、

賛
辞
は
少
な
く
、
石
庵
に
対
す
る
態
度
と
は
大
き
な
達
い
が

あ
る
。
因
評
も
前
述
の
「
租
藤
子
常
臨
書
東
披
酔
翁
亭
記
後
」

中

に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

余
笞
て
春
楼
先
生
臨
す
る
所
の
（
蔽
東
披
酔
翁
亭
記
の
）
一
木

か

ま

か

を
観
る
に
、
神
逸
の
気
を
籍
り
、
手
に
信
せ
て
辛
を
下
せ
ば
、

自
然
に
合
作
す
。

確
か
に
、
春
楼
の
楷
書
に
は
艇
っ
た
徳
力
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

石
庵
に
比
ぺ
て
力
不
足
で
あ
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
。

一
方
の
曲
洲
こ
そ
、
事
実
上
の
竹
山
の
屯
只
の
師
で
あ
り
、
そ
の

後
の
懐
徳
堂
の
書
風
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
い
え
よ

五
〇



懐
徳
堂
の
書
学

竹
山
自
身
は
忠
を
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
き
た
の
で
あ
る
う
か
。

う
。
竹
山
は
、
蘭
洲
の
書
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。は

な
は

山
谷
嘗
て
日
く
、
翰
林
蘇
子
腟
、
書
法
娼
秀
、
墨
の
太
だ
盟
か

な
る
を
用
う
る
と
雖
も
、
而
も
詢
に
余
り
有
り
。
今
に
於
い
て

天
下
第

一
為
り
と
。
先
生
、
常
に
麻
子
の
筆
意
を
愛
す
。
斯
の

あ
ず

幅
蓋
し
此
に
与
か
る
の
類
な
り
。

(
r
奨
陰
集
』
巻
八
「
魯
閲
洲
先

生
鳶
飛
魚
蹄
四
大
字
横
披
後
」
）

蘭
洲
先
生
害
法
逍
勁
、
高
く
唐
宋
に
蔀
る
。
そ
の
断
箭
残
堵
と

雖
も
、

人
争
っ
て
こ
れ
を
宝
と
す
。

鼎
園
田
居
詩
祓
」
）

（
同
「
蘭
洲
先
生
害
陶
淵
明

蘇
東
披
の
筆
意
を
愛
し
、
そ
の
四
は
「
逍
勁
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
．現
存
す
る
蘭
洲
の
筆
跡
は
い
ず
れ
も
骨
格
の
堅
固
な
、
い
わ

ば
授
勁
な
書
で
、
黄
山
谷
の
言
う
「
墨
の
太
だ
盤
か
な
る
」
と
は

趣
き
を
異
に
す
る
。

五
井
閲
洲
「
冽
庵
先
生
双
幅
」
の
一
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「
貞
蔵
に
答
え
て
字
学
を
論
ず
」
（
『
竹
山
国
字
脳
』
）
に
は
「
愚

わ
か

ハ
モ
ト
ヨ
リ
書
オ
ナ
ッ
、
叉
少
キ
ョ
リ
ソ
ノ
余
事
ク
ル
ヲ
知
リ
テ

慈
ヲ
留
メ
ズ
、
ク
ダ
儒
生
相
応
二
見
苦
ッ
カ
ラ
ヌ
ホ
ド
ニ
ト
求
メ

シ
ノ
ミ
」
と
あ
る
。
儒
学
者
と
し
て
の
分
別
を
明
ら
か
に
し
た
言

で
あ
る
が
、

「儒
生
相
応
二
見
苦
ッ
カ
ラ
ヌ
ホ
ド
ニ
」
な
る
に

は
、
や
は
り
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
学
習
研
鑽
を
必
要
と
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

竹
山
と
股
軒
の
兄
弟
は
幼
少
の
こ
ろ
、
冬
に
は
毎
朝
未
明
に
起

き
て
、

一
人
は
手
桶
を
提
げ
、

一
人
は
竹
仕
う
き
を
担
い
で
、
淀

屋
橋
に
行
き
、
手
桶
を
硯
に
竹
ほ
う
き
を
筆
に
な
ぞ
ら
え
て
、
か

て
ん
せ
い

わ
る
が
わ
る
大
字
を
錬
習
し
た
と
い
う
話
が
中
井
天
生
の
也

I

い
た

『
懐
徳
堂
先
哲
遺
事
』
に
残
っ
て
い
る
。
こ
の
話
は
竹
山
の
外
孫

の
並
河
寒
泉
が
語
っ
た
も
の
を
中
井
天
生
が
記
録
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
欧
阻
脩
が
幼
い
頃
、
荻
の
枝
で
地
に
字
を
書
い
て
学
ん
だ

と
い
う
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
竹
山
兄
弟
の
父
、
聾
庵
は
懐
徳

堂
創
設
期
の
学
校
預
り
人
で
、
そ
の
後
、
第
二
代
学
主
を
務
め
た

か
ら
、
竹
山
た
ち
は
幼
い
頃
か
ら
懐
徳
堂
に
学
び
、
恐
ら
く
そ
こ

に
住
ん
で
い
た
期
間
も
長
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
懐
徳
堂
の
あ
っ

た
尼
ケ
崎
町

一
丁
目
（
現
在
の
大
阪
市
東
区
今
橋
四
丁
目
）
は
淀

屋
橋
を
渡
っ
た
す
ぐ
南
に
位
樅
し
て
い
る
。
事
実
か
否
か
は
別
と

し
て
も
、
こ
う
い
う
逸
話
の
舞
台
と
し
て
淀
屋
橋
は
格
好
の
も
の



懐
徳
堂
の
困
学

と
い
え
よ
う
。

「
貞
蔵
に
答
え
て
字
学
を
論
ず
」
に
は
「
愚
少
歳
蘭
洲
先
生
ノ

害
ヲ
学
ビ
ク
ル
時
」
と
あ
る
か
ら
、
蘭
洲
に
直
接
手
ほ
ど
き
を
受

け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
、
弟
の
履
軒
も
蘭
洲
に
学
ん
だ
で
あ

ろ
う
。
蘭
洲
が
草
書
で
唐
詩
を
書
い
た
折
本
が
残
っ
て
い
る
が
、

表
紙
に

「
釈
徳
蔵
、
延
享
五
年
」
と
密
か
れ
て
あ
り
、
蘭
洲
が
こ

の
年
十
八
歳
の
履
軒
に
書
き
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

「
蘭
洲
習
字
帖
」
と
い
う
も
の
も
残
っ
て
い
る
。
蘭
洲
は
捩
徳
堂

で
経
害
ば
か
り
で
な
く
漢
詩
文
を
も
諧
義
し
た
が
、

書
を
教
え
た

と
い
う
こ
と
は
記
録
に
も
な
い
し
、
渡
学
塾
と
し
て
な
か
っ
た
と

す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
が
、特
に
年
少
の
門
弟
に
は
、
こ
う
し

て
習
字
帖
を
書
き
与
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

「
貞
蔵
に
答
え
て
字
学
を
論
ず
」
に
は
さ
ら
に

「
愚
少
歳
蘭
洲

先
生
ノ
忠
ヲ
学
ビ
ク
ル
時
一
日
先
生
命
ジ
テ
枝
山
ノ
文
賦
帖
ヲ
臨

セ
シ
ム
、
時
月
ヲ
租
デ
カ
ヲ
得
ル
ヲ
覚
ュ
、
ソ
ノ
後
米
南
宮
ヲ
学

ま
す
鸞
す

ビ
、
又
猪
遂
良
ノ
枯
樹
賦
ヲ
学
ソ
デ
益
カ
ヲ
得
ク
リ
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
て
、
竹
山
が
蘭
洲
の
指
涵
で
祝
允
明
（
枝
山
）
に
で
あ

っ
た
経
緯
が
わ
か
る
。
竹
山
が

「
祝
枝
山
の
書
を
学
ぶ
」
と
自
ら

表
紙
に
題
し
た
折
本
が
現
存
し
て
い
る
。

「
貞
蔵
に
答
え
て
字
学
を
論
ず
」
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

字
学
ノ
要
ハ
唐
宋
諸
大
家
ヲ
準
的
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
、
或
ハ
姑
ク

ル足朋
ベソノ

ジャ大
‘ ‘家
コ近ニ
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当文梯
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コ
レ
ヲ
学
プ
人
往
々
卑
弱
二
陥
ル
、
ト
テ
モ
ナ
ラ
パ
子
昂

ヲ
学
プ
ペ
シ
、
又

一
等
高
秀
ナ
リ
、
明
ノ
大
家
ニ
テ
ハ
祝
枝
山

t
さ

ニ
シ
ク
ハ
ナ
カ
ル
ペ
シ
、
文
卜
祝
卜
愚
イ
ヅ
レ
カ
ソ
ノ
愈
ル
ヲ

知
ズ
、
然
ル
ニ
祝
ハ
学
ピ
得
テ
気
骨
雄
抜
ナ
ル
ヲ
覚
ュ
‘

文
徴
明
（
衡
山
）
は
当
世
の
は
や
り
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
大
家
で

も

う

ふ

す

ご

う

は
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
趙
孟
頬
（
子
昂
）
が
一
等
す
ぐ
れ
て
い

る
、
明
で
は
祝
が
す
ぐ
れ
、
こ
れ
を
学
ぶ
と
気
骨
雄
抜
な
る
を
覚

え
る
と
述
べ
る
。
江
戸
時
代
後
半
に
は
、
元
明
の
雷
が
流
行
し
、

趙
孟
頬

・
祝
允
明

・
文
徴
明

・
裔
其
昌
の
法
帖
が
多
く
刊
行
さ

れ
、
特
に
文
徴
明
が
流
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
竹
山
の
言
も
そ
れ

を
物
語
っ
て
い
る
。
股
軒
の
草
書
は
、
祝
允
明
の
狂
草
を
思
わ
せ

る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
害
風
の
手
引
き
を
し
、
ま
た
大
き
な

影
密
を
与
え
た
の
は
閑
洲
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

竹
山
の
子
弟
に
対
す
る
書
法
教
育
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
蘭
洲

は
習
字
帖
を
残
し
て
い
る
が
、
竹
山
も
ま
た
、
年
少
者
向
け
の
習

字
手
本
を
残
し
て
い
る
。
竹
山
の
著
に

『
蒙
蓑
篇
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
筒
単
な
読
本
と
し
て
読
ま
せ
た
も
の
で
、
子
と
し
て
修
蓑
す

べ
き
こ
と
を
担
き
、
明
治
末
年
に
活
字
に
組
ま
れ
て
刊
行
さ
れ
て

い
る
が
、
原
本
は
習
字
手
本
と
し
て
害
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
懐

徳
堂
に
学
ん
だ
升
屋
（
山
片
家
）
の
蔵
害
が
現
在
、
愛
日
文
庫
と

モ

懐
徳
堂
の
書
学

五

憾
紅
0

月
盆
具

ク
た
旭
名
菊
字
〖
、
句

中井蕉図行甚手本

し
て
大
阪
市
の
愛
日
小
学
校
に
伝
わ
る
が
、
こ
の
中
に
も
、
竹
山

直
筆
の
『
蒙
養
茄
』
が

一
本
伝
わ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
何
本
も

か
い
て
、
弟
子
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
、
半
紙
に

日
常
的
な
言
葉
を
芭
い
た
手
本
も
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
井

家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
自
分
の
子
供
た
ち
の
た
め
に
魯
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
身
の
回
り
の
物
の
名
前
や
、

『
春
秋
』
等
か

ら
取
っ
た
言
葉
が
密
か
れ
て
あ
る
が
、
干
支
や
「
岡
村
鈴
木
」
と

い
う
の
も
あ
っ
て
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
竹
山
の
子
の
蕉
園
の
霊
体

が
父
に
よ
く
似
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
家
庭
教
育
の
せ
い
も
あ

ろ
う
。
中
井
家
に
は
股
軒
の
仮
名
手
本
や
蕉
園
の
楷
書

・
行
魯

・

草
仮
名
の
手
本
が
伝
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
家
庭
内
で
の
習

字
手
本
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
珍
し
い
と
い
え
よ
う
。

も
う
少
し
年
長
の
者
に
対
し
て
は
、
竹
山
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
学

習
法
を
指
涵
し
て
い
る
。



「
送
巡
竹
碑
」
五
井
蘭
洲
罰

・
中
井
履
軒
双
鉤
浜
巫

懐
徳
堂
の
書
学

凡
ソ
古
帖
ヲ
学
プ
ハ
必
術
ア
リ
、
密
椙
卜
臨
姦
ノ
ニ
ッ
ニ
ア

リ
、

（
中
略
）
サ
テ
又
初
ョ
リ

ー
相

一
臨
ッ
テ
、
時
日
ヲ
カ
サ

ネ
、
十
余
帖
ヲ
成
ペ
ッ
、
（
中
略
）
サ
テ
又
他
帖
ニ
カ
ヘ
テ
又

右
ノ
如
ク
ス
ペ
ッ
、
ソ
ノ
他
帖
ハ
衡
山
ニ
モ
ア
レ
、
子
昂
ニ
モ

さ
か
の
ぼ
り

ア
レ
、
又
訴
テ
蘇
、
黄
、
米
、
察
ノ
帖
、
顔
魯
公
、
欧
陽
率

更
、
柳
公
権
ノ
楷
魯
ナ
ド
、
別
ッ
テ
宜
ツ
、
魯
体
モ
真
行
草
卜

リ
マ
ゼ
テ
学
ン
デ
ョ
ッ
、
（
中
略
）
ク
ト
ヒ
ニ
王
ヲ
学
プ
ト

モ
、
ソ
ノ
一
法
二
拘
泥
ス
ペ
カ
ラ
ズ
、
ク
ト
ヒ

ー
大
家
ノ
法
ヲ

ヨ
ク
覚
へ
、
真
二
迫
ル
ヤ
ウ
ニ
カ
キ
ク
ル
ト
テ
モ
ソ
レ
ノ
ミ
ニ

止
マ
リ
タ
ラ
バ、

欧
陽
公
ノ
イ
ヮ
ュ
ル
害
奴
ニ
テ
、
何
ノ

ヤ
ク

ニ
立
ズ
（
「
答
貞
蔵
論
字
学
」
）

こ
こ
に
言
う
こ
と
は
別
段
新
し
い
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
、

懐
徳
堂
で
「
送
巡
碑
」
が
よ
く
作
ら
れ
た
こ
と
と
、

「
響
楊
」
と

「
臨
拳
」
を
重
視
す
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
浚
｝

巡
碑
」
と
は
双
鉤
坦
星
の
技
法
を
い
い
、
「
ハ
ャ
イ
ツ
ズ
リ
」
と

も
い
う
と
中
井
天
生
の
『
捩
徳
堂
先
賢
遣
事
』
に
あ
る
。
双
鉤
に

と
っ
た
後
、
ふ
つ
う
は
輪
郭
の
中
を
墨
で
う
め
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
文
字
あ
る
い
は
絵
を
白
く
残
し
て
外
を
墨
で
う
め
る
も
の

で
、

一
見
、
品
本
の
よ
う
に
見
え
る
、
大
変
手
の
こ
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
昼
で
う
め
る
際
、
双
鉤
の
線
よ
り
中
に
筆
が
行
か
ぬ
よ
う

大
変
神
経
を
使
う
た
め
、
逍
巡
の
名
が
あ
る
ら
し
い
と
天
生
は
記

し
て
い

る
。
中
井

一
族
は
こ
の
「
逸
巡
碑
」
を
好
み
、
特
に
殷
軒

が
得
怠
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
と
し

て
は
、
石
庵
の
密
を
殷
軒
が
双
鉤
坦
巫
し
た
「
万
年
先
生
緩
歩

帖
」
「
万
年
先
生
罪
賜
帖
」
、
蘭
洲
が
描
い
た
竹
の
絵
を
駁
軒
が
双

鉤
棋
墨
し
た

「
逹
巡
竹
碑
」
ま
た
、
股
軒
が
書
い
た
「
解
師
伐

哀
」
を
そ
の
子
の
柚
園
が
双
鉤
填
坐
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
ま

た
、
棋
墨
は
せ
ず
に
双
鉤
だ
け
取
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
、
展
軒
の

場
合
は
自
ら
の
由
を
双
鉤
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

恢
徳
堂
で
は
古
茫
名
跡
を
上
梓
し
て
頒
布
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
例
え
ば

「道
風
困
秋
萩
帖
」
は
、
大
阪
南
部
の
清
光
院
に
あ

る
小
野
道
風
の
密
を
一―
―
宅
春
楼
が
寛
延
三
年
に
知
友
と
と
も
に
双

鉤
に
と
り
、
こ
れ
を
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。
捩
徳
堂
文
出
の
ほ

か
愛
日
文
庫
に
も
こ
の

「道
風
魯
秋
萩
帖
」
が
残
っ
て
い
る
。
愛

日
文
邸
本
に
は
、
天
明
五
年
（

一
七
八
五
）
の
竹
山
の
識
語
が
つ

い
て
い
て
、
竹
山
か
ら
直
々
、
高
弟
の
山
片
平
右
衛
門
に
賠
ら
れ

五
四



た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
春
楼
の
手
に
な
る
も
の
と
し

て
「
道
風
書
道
澄
寺
鋭
銘
」
が
あ
り
、
梵
庵
と
蘭
洲
の
跛
が
付
い

て
い
る
。
察
襄
の
「
万
安
橋
碑
」
を
竹
山
が
自
ら
刀
を
執
り
、
そ

れ
を
拓
本
に
し
た
も
の
も
残
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
懐
徳
堂
の

学
主
の
密
を
板
行
し
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
、
門
弟
た
ち
に
頒
布

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
竹
山
に
学
ん
だ
四
国
小
松
の

蔀
儒
が
、
懐
徳
堂
か
ら
持
ち
帰
っ
た
「
朱
子
墨
本
」
（
俄
徳
堂
蔵

版
）
が
、
今
、
当
地
の
公
民
館
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
製
作
は
へ
名
筆
の
顕
彰
と
学
問
上
の
啓
蒙
の
意
味
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

nt』
に
お
け
る
啓
蒙
の
役
割
も
果
た
し
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

殷
軒
と
街
に
つ
い
て
、
天
生
の
『
懐
徳
堂
先
哲
造
事
』
に
次
の

よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。
怯
徳
堂
と
懇
窓
で
あ
っ
た
京
都
の
公
家
の

高
辻
菅
公
が
光
格
天
皇
か
ら

「朕
は
竹
山
の
因
は

一
幅
持
っ
て
い

る
が
履
軒
の
は
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
。
聞
け
ば
股
軒
は
余
り
害
を

祖
か
ん
そ
う
じ
ゃ
の
う
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
の
が
、
辰
軒
の
耳

恢
徳
堂
の
古
学

中
井
殷
軒
「
食
寄
詩
幅
」

五
五

に
入
り
、

「
天
子
も
さ
や
う
に
仰
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
尚
尚
書
き
や

せ
ん
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
履
軒
は
楚
辞
風
の
古
い
詩
が
好
み

で
、
そ
う
し
た
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
竹
山
に
比
ぺ
て
詩
の
数

は
少
な
く
、
ま
た
、
人
の
た
め
に
忠
く
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
の

で
、
彼
の
書
は
多
く
流
布
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
年
始
や
節

句
の
回
礼
用
の

「中
井
徳
二
」
と
因
い
た
自
兜
の
名
勅
は
一
枚
七

百
文
で
．
好
事
家
の
あ
い
だ
で
交
換
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
『
捩
徳

堂
先
哲
遣
事
』
に
あ
る
。
求
め
ら
れ
て
書
く
の
は
好
ま
な
か
っ

た
も
の
の
、
元
来
は
大
変
築
ま
め
な
人
で
、

気
が
向
く
と
、
奉

公
人
の
諮
状
の
代
徳
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
懐
徳
堂
文
匝
「
奉
公

人
諮
状
」）
。
蒋
磁
を
好
ん
だ
こ
と
も
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

股
軒
は
築
刻
も
多
く
し
て
い
て
、
印
章
の
仕
と
ん
ど
は
自
作
し

て
い
る
。
恢
徳
堂
の
学
主
と
し
て
の
表
任
が
あ
っ
た
竹
山
と
違

い
、
屈
軒
は
自
分
自
身
の
世
界
に
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
、
本
来
の
器
用
さ
を
発
揮
し
た
趣
味
的
な
書
や
絵
、
詩
文
、
印

章
や
陶
芸
品
を
作
っ
て
い
る
。

当
時
の
僻
学
者
は
、
学
問
の
上
で
、
朱
子
を
は
じ
め
と
す
る
宋

代
の
学
者
を
尊
崇
す
る
だ
け
で
な
く、

生
活
の
上
で
も
、
宋
以
後

の
文
人
学
者
の
あ
り
方
を
規
範
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
懐
徳
堂

の
諧
堂
の
な
げ
し
の
上
に
は
宋
代
の
六
人
の
学
者
の
姿
を
描
い
た

画
像
（
「
六
君
子
図
」
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
は
、
害



懐
堂
徳
の
書
学

物
を
読
み
、
囲
碁
を
楽
し
み
、
池
の
蓮
を
愛
で
る
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
生
活
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
井

家
に
伝
わ
る
遣
品
の
中
に
は
琴
や
笙
も
あ
る
。
欧
陽
脩
が
六
一
居

士
と
名
乗
っ
た
、
そ
の
六
つ
の
も
の
の
―
つ
に
琴
が
あ
っ
た
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
明
窓
浄
机
な
る
書
斎
で
、
個
人
生

活
を
楽
し
む
風
が
、
と
く
に
履
軒
に
顕
著
で
あ
る
。
彼
は
、
書
の

研
銀
を
積
む
よ
り
双
鉤
填
墨
や
築
刻
、
陶
芸
な
ど
の
製
作
を
よ
り

好
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
関
心
の
強
か
っ
た
天
文
学
に
関
す
る
模
型

を
作
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
、
学
問
上
の
実
証
主
義
的
立
場
と
同

時
に
、
彼
の
趣
好
そ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
竹
山
•
履
軒
以
下
天
生
に
い
た
る
中
井
家
の

印
章
の
ほ
と
ん
ど
が
現
存
し
て
い
る
。
竹
山
の
印
の
中
に
は
、
築

刻
家
と
し
て
文
人
と
し
て
知
ら
れ
た
高
芙
蓉
（
掴
皮
）
や
、
混
沌

社
同
人
の
葛
子
琴
、
そ
れ
に
前
川
虚
舟
、
曽
之
唯
ら
の
作
が
含
ま

れ
て
い
て
、
竹
山
の
交
友
の
広
さ
や
、
当
時
の
懐
徳
堂
の
文
化
的

環
境
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
非
常
に
多
く
の
印

章
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
大
変
珍
し
い
。
竹
山
•
履
軒
の
私
印
に

は
動
物
、
特
に
象
の
か
た
ち
を
し
た
も
の
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、

そ
の
由
来
を
調
べ
て
み
る
の
も
お
も
し
ろ
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

（
こ
の
稿
は
昭
和
六
十
一
年
八
月
三
日
の
書
論
研
究
会
大
会
に
お
け
る

発
表
に
基
づ
き
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
）

五
六




