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徳
堂
関
係
研
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献
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国

〈
懺
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
国
〉

⑬
論
文
こ
梅
湊
昇
「
懐
徳
堂
に
お
け
る
儒
学
と
町
人
」

（
『
大
阪
春
秋
』

31
・
昭
和
五
十
七
年
）

本
論
文
は
、
懐
徳
堂
が
享
保
期
に
成
立
し
た
歴
史
的
可
能
性
と
必
然
性

と
を
考
察
し
、
さ
ら
に
恢
徳
堂
の
諧
義
内
容
と
そ
の
学
問
意
識
の
性
格
を

探
る
と
と
も
に
、
当
時
の
儒
学
と
町
人
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
全
五
節
よ
り
成
る
。

日
徳
川
氏
が
儲
教
を
採
用
し
た
の
は
、
そ
の
抑
商
主
義
的
傾
向
が
、
封

建
制
度
と
適
合
し
、
か
つ
そ
の
道
徳
的
階
級
制
維
持
が
、
封
建
制
度
の
運

用
に
最
適
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
盛
行
し
た
朱
子
学
・
狙

裸
学
も
、
相
異
な
る
点
は
あ
っ
た
が
、
儒
教
本
来
の
抑
商
的
性
格
を
顕
著

に
示
す
点
で
は
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
商
人
階
級
と
は
相
容
れ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
儒
学
が
こ
う
し
た
傾
向
を
固
持
し
続
け
て
い
た
な
ら

ば
、
懐
徳
堂
が
町
人
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
歴
史
的
可
能
性
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

⇔
荻
生
狙
裸
は
露
骨
な
抑
商
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
反
面
こ
の
こ
と

は
、
彼
が
そ
れ
だ
け
商
人
や
貨
財
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
と

も
言
え
る
。
祖
裸
学
派
の
流
れ
を
く
む
護
園
学
派
は
、
そ
れ
を
継
承
さ

せ
、
商
人
を
賤
し
め
な
が
ら
も
商
人
の
存
在
を
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
そ
の

生
業
の
道
徳
的
基
礎
を
論
ず
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
本
来
的
に
武
士
階

級
の
学
問
で
あ
っ
た
儒
学
も
、
時
代
の
推
移
に
従
っ
て
次
第
に
町
人
の
社

会
的
存
在
を
是
認
す
る
よ
う
に
な
り
、
学
問
自
体
も
変
質
し
て
い
き
、
町

人
階
級
の
学
問
た
り
う
る
歴
史
的
可
能
性
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ

た
。
懐
徳
堂
の
成
立
時
期
が
元
禄
を
経
た
享
保
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
学

問
史
上
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

箇
懐
徳
堂
の
創
建
・
運
営
に
関
与
し
た
の
は
、
船
場
を
中
心
と
す
る
上

層
富
裕
商
人
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
文
化
的
教
旋
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
学

問
・
文
化
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
興
味
が
漠

詩
文
に
で
は
な
く
、
儒
学
の
教
学
と
し
て
の
側
面
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
は
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
当
時
の
商
家
に
お
け
る
主
人
と
犀
人
、

主
家
と
別
家
と
の
関
係
は
、
厳
重
な
階
級
的
差
別
を
も
つ
主
従
関
係
に
よ

っ
て
保
た
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
武
士
の
主
従
関
係
、
封
建
的
社

会
秩
序
の
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
儒
学
に
、
そ
の
拠
り
所
を

求
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
享
保
期
の
緊
縮
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
不
況
を
乗
り
切
る
た
め
に
、
商
家
経
営
の
革
新
を
は
か
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
や
、
宝
永
二
年
の
淀
屋
槻
所
事
件
に
よ
っ
て
、
商
人
達
が
家

の
存
続
に
危
機
感
を
も
っ
た
こ
と
も
、
儒
教
の
教
学
面
に
関
心
を
抱
く
に

至
っ
た
要
因
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
諸
事
情
に
加
え
、
大
阪
の
上
層
町

人
の
間
か
ら
、
町
人
み
ず
か
ら
の
教
化
機
関
が
要
求
さ
れ
、
成
立
し
て
く

る
歴
史
的
必
然
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

四
懐
徳
堂
定
約
を
見
る
と
、
講
義
書
は
「
四
書
・
五
経
其
外
道
義
之

書
」
に
限
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
儒
学

の
特
定
の
学
派
に
固
定
す
る
こ
と
な
く
、
日
常
実
践
を
目
ざ
す
学
風
で
あ

る
こ
と
が
、
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同
志
の
会
合
で
は
町
人
の
自
発
的
な

学
習
・
修
旋
が
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
懐
徳

堂
の
学
問
内
容
や
学
問
意
識
に
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
武
士
的
な
側
面
も
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
反
面
、
町
人
的
な
日
用
実

用
の
学
も
目
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
読
書
手
習
な
ど
の
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少
年
の
教
尊
を
許
容
し
、
か
つ
そ
の
為
に
具
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ま
で

定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

⑲
初
代
学
主
三
宅
石
庵
は
、
町
人
に
学
問
の
必
要
性
を
説
き
、
二
代
目

中
井
甍
庵
は
商
行
為
を
賤
し
む
通
説
を
否
定
し
、
商
利
を
そ
の
社
会
性
に

お
い
て
肯
定
し
た
。
さ
ら
に
商
人
の
生
業
を
道
徳
的
に
基
礎
づ
け
、
商
人

の
道
義
に
か
な
っ
た
利
を
奨
励
さ
え
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
彼

等
の
学
問
は
、
町
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る

C

中
井
竹
山
の
学
問

は
武
士
的
な
も
の
を
そ
な
え
て
は
い
た
が
、
一
方
で
は
そ
の
著
書
『
蒙
蓑

篇
』
に
お
い
て
、
商
家
の
主
従
関
係
に
お
け
る
主
人
の
「
慈
悲
」
を
述
べ

る
な
ど
、
き
わ
め
て
町
人
的
な
面
も
具
有
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
を
考
え
れ
ば
、
懐
徳
堂
は
一
面
に
お
い
て
武
士
的
な
学
問
意
識

を
も
ち
な
が
ら
、
他
面
「
大
阪
の
人
心
風
俗
を
正
し
く
し
、
算
盤
蓋
衡
の

目
に
現
れ
ぬ
心
の
勘
定
」
（
西
村
天
囚
）
に
よ
っ
て
、
大
阪
の
繁
栄
を
も

た
ら
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑬

論

文

こ

作

道

洋

太

郎

「

懐

徳

堂

の

経

済

思

想

ー

草

間

直

方
『
三
貨
図
彙
』
に
つ
い
て
ー
」
（
『
大
阪
の
歴
史
』
4
•

昭

和
五
十
六
年
）

本
論
文
は
、
草
間
直
方
の
経
済
思
想
を
、
そ
の
著
書
『
三
貨
図
梨
』
を

中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
懐
徳
堂
学
と
草
間
直
方
、
⇔
草
問
直

方
の
経
済
思
想
、
回
『
三
貨
図
彙
』
の
構
成
、
四
貨
幣
に
関
す
る
見
解
、

⑮
物
価
に
関
す
る
見
解
、
因
度
蓋
衡
・
紙
幣
・
為
替
・
徳
政
・
貿
易
な
ど

に
関
す
る
見
解
、
以
上
六
節
よ
り
成
る
。

日
懐
徳
堂
は
江
戸
湯
島
の
昌
平
羮
と
は
異
な
り
、
町
人
向
け
の
教
蓑
的

懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
伺

-
0
 

儒
学
を
創
造
し
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
懐
徳
堂
の
所

謂
五
同
志
の
一
人
鴻
池
家
の
別
家
に
あ
た
る
草
問
直
方
は
、
明
和
期
（
一

七
六
四

i
七
二
）
の
頃
か
ら
、
懐
徳
堂
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
直
方

は
肥
後
藩
、
播
州
山
崎
藩
等
、
諸
藩
と
の
商
取
引
を
通
じ
、
次
第
に
諸
藩

の
経
済
顧
問
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
経
験
を
ふ

ま
え
て
、
彼
は
寛
政
年
間
か
ら
著
述
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
り
、
『
三
貨

図
彙
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
著
書
を
あ
ら
わ
し
た
。

⇔
江
戸
時
代
の
経
済
学
説
は
、
「
大
抵
は
き
わ
め
て
雑
駁
で
あ
っ
て
秩

序
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
（
本
庄
栄
治
郎
『
日
本
経
済
思
想
史
』
）
。
懐

徳
堂
の
学
問
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
限
界
が
み
ら
れ
る
が
、
従
来
の
「
経

世
済
民
」
や
、
の
ち
の
「
経
国
済
民
」
と
い
っ
た
思
想
と
は
異
な
る
、
実

学
的
な
性
格
も
持
っ
て
い
た
。
直
方
が
師
事
し
た
竹
山
に
も
、
そ
れ
が
あ

て
は
ま
る
。
本
庄
氏
は
ま
た
、
保
守
的
な
本
居
宜
長
か
ら
、
革
新
的
な
本

多
利
明
・
佐
藤
信
渕
へ
の
転
換
点
を
な
す
も
の
と
し
て
、
竹
山
を
捉
え
て

い
る
。
大
阪
の
町
人
学
者
草
間
寵
方
は
、
『
三
貨
図
梨
』
の
よ
う
な
す
ぐ

れ
た
著
作
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
思
想
に
も
や
は
り
、
実
学
的
な
特
徴
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

回
『
三
貨
図
梨
』
は
、
三
貨
に
関
す
る
「
三
貨
之
部
」
と
で
も
名
づ
け

ら
れ
る
ぺ
き
部
分
、
「
物
貨
之
部
」
と
さ
れ
る
部
分
、
度
巌
衡
・
紙
幣
・

為
替
な
ど
に
関
す
る
記
述
の
ほ
か
に
新
井
白
石
•
松
平
定
信
な
ど
の
著
作

か
ら
の
抄
録
を
含
む
「
附
録
之
部
」
、
米
相
場
等
を
扱
っ
た
「
物
価
之
部
」

の
四
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
図
粟
』
は
貨
幣
史
・
物
価
史
な
ど
に
関
す
る
江
戸
時

代
最
高
の
労
作
で
あ
り
、
先
行
す
る
貨
幣
学
の
成
果
を
集
大
成
し
た
も
の

で
あ
る
。
明
治
維
新
後
の
『
大
日
本
貨
幣
史
』
の
修
史
絹
纂
に
お
い
て
、



懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
国

『
図
彙
』
は
そ
の
原
型
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

伺
「
三
貨
之
部
」
に
は
、
日
本
の
古
代
よ
り
近
世
に
か
け
て
の
貨
幣
事

情
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
元
禄
よ
り
元
文
の
間
に
お
け
る
貨
幣
改
鋳
と
、

享
保
十
五
年
の
藩
札
発
行
の
解
禁
令
と
の
関
係
を
論
じ
た
直
方
の
貨
幣
論

に
は
卓
抜
な
も
の
が
あ
り
、
竹
山
に
つ
ら
な
る
懐
徳
堂
の
経
済
思
想
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
政
策
提
言
や
時
勢
論
に
類
し
た
意
見
も

見
ら
れ
、
町
人
学
者
に
よ
る
「
経
国
済
民
」
論
と
も
考
え
ら
れ
る
点
も
見

い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑲
「
物
価
之
部
」
に
は
、
直
方
の
物
価
論
、
貨
幣
金
融
論
を
は
じ
め
、

物
価
や
貨
幣
の
変
遷
な
ど
が
記
さ
れ
、
「
遣
考
之
部
」
に
は
、
文
化
十
―
―
―

年
よ
り
文
政
八
年
ま
で
の
比
価
や
米
価
が
、
補
遣
と
し
て
書
き
加
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
は
、
直
方
の
両
替
商
経
営
と
い
う
、
生
活
体

験
に
即
し
た
実
学
的
な
も
の
が
見
ら
れ
、
単
な
る
「
経
国
済
民
」
論
と
は

違
っ
た
経
済
思
想
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

け
「
附
録
之
部
」
に
は
、
ま
ず
度
最
衡
の
沿
革
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
次
い
で
為
替
や
田
畑
・
家
屋
敷
の
売
買
等
実
際
的
な
諸
問
題
が
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
新
井
白
石
•
松
平
定
信
等
の
著
作
か
ら

抄
録
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
興
味
深
い
の
は
、
太
閤
秀
吉
の
金
権

体
質
を
見
抜
き
、
政
治
の
刷
新
や
検
約
思
想
の
徹
底
を
重
視
し
た
、
小
瀬

甫
庵
の
文
章
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
直
方
は
、
彼
の
文
章
の
な

か
に
、
歴
史
の
教
訓
を
読
み
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
近
、
江
戸
時
代
の
経
済
思
想
が
見
直
さ
れ
、
単
に
思
想
の
領
域
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
わ
が
国
の
経
済
学
や
経
済
政
策
原
理
の
生
成

過
程
を
検
出
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
草
間
直

方
の
よ
う
な
町
人
学
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
懐
徳
堂
の
学

問
や
、
彼
の
家
業
経
営
と
の
関
連
か
ら
再
検
討
を
行
い
、
そ
の
上
で
「
経

世
済
民
」
論
や
「
経
国
済
民
」
論
と
の
相
違
点
、
共
通
点
を
発
掘
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

懐
徳
堂
に
お
け
る
経
済
思
想
の
新
し
い
展
開
が
、
江
戸
中
後
期
に
お
け

る
社
会
経
済
の
変
化
に
い
か
に
対
応
し
た
か
、
さ
ら
に
明
治
維
新
後
の
状

況
の
激
変
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
っ
た
か
は
、
今
後
の
研
究
に
ま
た

ね
ば
な
ら
な
い
。

⑮
論
文
こ
大
月
明
「
中
井
竹
山
に
つ
い
て
」
（
大
阪
市
立
大

学
文
学
部
『
人
文
研
究
』

23
．
昭
和
四
十
七
年
）

本
論
文
は
、
中
井
竹
山
お
よ
び
彼
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
三
宅

石
庵
、
五
井
蘭
洲
の
懐
徳
堂
の
歴
史
に
お
け
る
位
骰
づ
け
を
し
、
さ
ら
に

竹
山
の
思
想
と
当
時
の
社
会
状
勢
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
全
五
節
か
ら
成
る
。

日
幕
末
か
ら
維
新
期
に
お
け
る
竹
山
の
評
価
は
、
彼
の
著
書
『
逸
史
』

等
に
見
ら
れ
る
江
戸
幕
府
礼
讃
の
国
家
観
の
故
に
、
尊
王
思
想
家
の
履
軒

に
比
し
て
低
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
評
価
の
差
は
、
そ
の
思
想
だ
け

で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
消
極
的
な
履
軒
と
、
懐
徳
堂
と
自
己
の

運
命
を
甜
極
的
に
ぶ
つ
け
て
い
っ
た
竹
山
と
の
、
両
者
の
態
度
の
相
違
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⇔
山
木
稲
善
は
そ
の
著
『
中
井
竹
山
伝
』
に
お
い
て
、
竹
山
を
日
本
無

比
の
大
儒
と
称
し
て
い
る
。
伝
記
に
あ
り
が
ち
な
修
飾
過
多
に
は
注
意
を

は
ら
う
必
要
が
あ
る
が
、
彼
は
竹
山
を
、
狙
採
学
に
も
っ
と
も
痛
烈
な
批

判
を
加
え
た
学
者
と
捉
え
、
ま
た
一
風
変
わ
っ
た
行
動
を
示
し
た
人
物
と
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評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

伺
竹
山
は
、
父
の
整
庵
と
親
し
か
っ
た
五
井
蘭
洲
に
師
事
し
た
。
蘭
洲

は
父
で
あ
る
持
軒
の
学
問
を
受
け
、
併
せ
て
和
学
を
研
銀
し
た
。
彼
の
学

問
は
、
青
年
期
の
竹
山
に
は
も
と
よ
り
、
懐
徳
堂
の
学
風
に
も
影
響
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
村
時
彦
氏
は
、
『
懐
徳
堂
考
』
に
お
い
て
蘭
洲
を
、
石
庵
や
甍
庵
以

上
に
高
く
評
価
し
、
道
義
の
書
の
外
に
、
詩
賦
文
章
ま
で
も
恢
徳
堂
で
教

育
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
蘭
洲
の
功
絞
で
あ
り
、
堂
の
学
風
を
一
変
さ

せ
た
と
述
べ
て
い
る
。
武
内
義
雄
氏
、
神
田
喜
一
郎
氏
ら
も
、
竹
山
•
履

軒
に
多
大
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
と
し
て
、
蘭
洲
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
先
学
の
、
蘭
洲
に
対
す
る
評
価
を
否
定
は
し
な
い
が
、
朱
子

学
を
基
盤
と
し
、
そ
こ
に
各
学
説
を
集
中
同
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
石
庵
、

懐
徳
堂
の
創
設
期
に
お
い
て
も
っ
と
も
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
孝
悌
の
徳

目
と
人
間
の
誠
を
強
調
し
た
甍
庵
の
果
し
た
功
績
は
、
多
大
な
も
の
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

蘭
洲
が
、
竹
山
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、
狙
裸
学
等
他
四
派
に

対
す
る
批
判
の
説
も
、
右
の
よ
う
な
懐
徳
堂
の
学
問
の
展
開
を
ふ
ま
え

た
、
朱
子
学
護
持
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
文
学
研
究
の
傾
向

も
、
石
庵
・
甍
庵
の
と
っ
て
い
た
方
針
に
基
づ
き
、
受
諧
者
の
要
望
に
対

応
し
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
回

こ
う
し
た
経
過
の
中
で
、
竹
山
は
教
育
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
竹
山

は
、
石
庵
・
髄
庵
・
蘭
洲
ら
に
よ
る
教
育
と
学
問
の
伝
統
を
、
ま
と
め
あ

げ
た
学
者
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
享
保
期
前
後
を
中
心
と
し
て
、
学
問
の
世
界
で
は
い
く
つ
か
の
変
化

と
新
し
い
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
儒
学
諸
派
の
理
論
討
究
が

盛
ん
に
な
り
、
儒
学
の
社
会
に
与
え
る
影
響
も
増
大
し
、
近
世
儒
学
は
質

最
共
に
発
展
し
た
。
ま
た
、
吉
宗
の
文
教
政
策
と
も
相
ま
っ
て
、
儒
学
は

庶
民
の
教
化
に
も
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
官
許
学
問
所

と
し
て
の
懐
徳
堂
の
出
発
も
、
そ
の
一
環
と
言
え
よ
う
。

竹
山
が
活
躍
し
た
の
は
、
宝
暦
か
ら
寛
政
・
享
和
に
至
る
、
幕
藩
体
制

の
動
揺
が
決
定
的
に
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
竹
山
独
自

の
経
世
的
発
言
や
、
『
逸
史
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
意
識
は
、
こ
う

し
た
時
代
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
竹
山
の
学
問
の
性
格
は
、
単
に

恢
徳
堂
の
歴
史
の
中
だ
け
で
な
く
、
政
治
・
社
会
や
学
問
の
、
全
体
的
な

動
向
の
中
で
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑮
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
停
滞
期
に
入
ろ
う
と
し
て
い
た
大
阪
に
あ
っ

て
、
堂
の
学
問
・
教
育
の
伝
統
を
発
展
さ
せ
、
著
作
を
重
ね
た
竹
山
は
、

時
代
の
展
開
を
背
景
に
、
石
庵
・
監
庵
・
蘭
洲
ら
と
は
、
ま
た
異
な
っ
た

傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
政
治
・
社
会
へ
の
、
蹟
極
的
な
対
応
だ
っ

た

の

で

あ

る

。

（

寺

門

日

出

男

）
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