
〔歴
史
随
想
〕

「大
阪
学
」
に
つ
い
て
考
え
る

大
阪
文
化
の
多
彩
さ

恩
師
宮
本
又
次
先
生
の
著
作
の
な
か
に
、
「大
阪
万
華
鏡
』
（ブ

レ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
発
行

。
昭
和
六
十
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
な
に
わ

塾
叢
書
」
の

一
冊
で
あ
り
、
大
阪
府
の

「
な
に
わ
塾
」
で
の
塾
生
を

対
象
に
し
て
、
大
阪
の
歴
史
と
文
化
を
語

っ
た
も
の
で
、
そ
の
講
座

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
は
原
田
敏
丸
氏

（当
時
、
大
阪
大
学
経
済
学

部
教
授
）
で
あ

っ
た
。

宮
本
先
生
は
平
成
三
年
二
月
に
逝
去
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
労
作
は

晩
年
に
比
較
的
近
い
時
期
の
作
品
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
書

物
に
、
先
生
は

『大
阪
万
華
鏡
』
と
い
う
書
名
を
ご
自
身
で
付
け
ら

作

道

洋

太

郎

れ
た
。

先
生
の
最
後
の
著
作
と
な

っ
た

「随
想
大
阪
繁
盛
録
』
（文
献
出

版
。
平
成
二
年
）
の

「あ
と
が
き
」
を
見
る
と
、
万
華
鏡
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
、
さ
き
に
刊
行
し
た

「な
に
わ
塾
叢
書
」
の
書
名

に
万
華
鏡
を
そ
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
意
図
の
よ
う
な
も
の
が
う
か
が

わ
れ
る
。

「大
阪
の
姿
は
、
高
度
成
長
の
波
で
音
の
懐
か
し
い
面
影
は
次
第

に
姿
を
消
し
、
日
々
に
変
貌
し
て
い
く
。
寂
し
い
気
に
も
な
る
し

勿
体
な
い
思
い
も
す
る
が
、
所
詮
は
時
の
推
移
と
思
わ
な
く
て
は

な
る
ま
い
。
万
物
は
成
長
、
破
壊
、
矛
盾
と
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が

万
華
鏡
の
中
の
ガ
ラ
ス
屑
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
に
連
な
り
、
ま
た
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離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
変
幻
き
わ
ま
り
な
い
図
模
様
を
呈
す
。
戦

前
の
大
阪
に
生
き
た
も
の
の
使
命
と
し
て
、
少
し
で
も
次
の
世
代

に
書
き
残
し
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

」

こ
の

「あ
と
が
き
」
は
、
平
成
二
年
二
月
に
書
か
れ
た
。
そ
れ
は

八
十
四
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
宮
本
先
生
が
、
そ
の
前
月
に
執
筆
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
著
作
に
は
大
阪
町
人
社
会
の
盛
衰
が
活
写
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
根
底
に
流
れ
る
大
坂
町
人
文
化
の
豊
か
さ
や
深
さ

か
ら
、
万
華
鏡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
き
ら
め
く
世
界
と
の
共
通
点
に

注
目
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
き
ら
め
く

世
界
が
、
「
な
に
わ
塾
叢
書
」
で
は

『大
阪
万
華
鏡
』
と
い
う
ネ
ー

ミ
ン
グ
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。

大
阪
学
の
世
界

い
ま
先
行
き
不
透
明
な
混
沌
と
し
た
世
の
中
が
続
く
な
か
で
、
江

戸
時
代
の
生
活
や
文
化
が
改
め
て
見
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

「江
戸
学
」
と
か

「大
阪
学
」
な
ど
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
も
、
新

し
い
視
点
か
ら
江
戸
時
代
を
再
発
見
し
、
そ
こ
か
ら
伝
統
的
な
な
に

わ
大
阪
の
活
力
を
捉
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

ムノ
。宮

本
先
生
は
随
分
以
前
か
ら

「大
阪
学
」
に
着
目
さ
れ
、
『関
西

文
明
と
風
土
』
（至
誠
堂

。
昭
和
四
十
六
年
）
の
中
で
、
大
阪
学
の
パ

ラ
ダ
イ
ム

（枠
組
み
）
を
提
示
し
て
い
る
。
同
書
は
四
つ
の
部
門
に

分
か
れ
、
１

「関
西
文
明
論
」、
Ⅱ

「大
阪
の
生
活
と
商
法
」
、
Ⅲ

「大
阪
商
人
と
東
京
商
人
」、
Ⅳ

「風
土
と
経
済
社
会
」
か
ら
成

っ

て
い
る
。

宮
本
先
生
は
同
書
の

「序
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、
私
ど
も
が
大

阪
学
に
接
近
す
る
た
め
の
有
効
適
切
な
手
が
か
り
を
与
え
て
下
さ
っ

て
い
る
。

「
Ｉ
は
そ
れ
な
り
に
江
戸
と
の
対
比
に
お
け
る
上
方
の
文
明
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
と
思
う
し
、
Ⅱ

・
Ⅲ
は
長
年
に
わ
た
る
私
の

上
方
研
究
、
『大
阪
学
』
究
明
の
い
わ
ば
落
穂
集
と
し
て
な
に
ほ

ど
か
の
意
義
は
あ
ろ
う
。
ま
た
Ⅳ
は
、
問
題
を
上
方
に
限
定
せ

ず
、
日
本
列
島
全
般
の
風
土
性
を
、
歴
史
性
と
の
交
錯
に
お
い
て

考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
恩
師
黒
正
巌
先
生
は
す
ぐ
れ

た
経
済
史
家
で
あ

っ
た
が
、
ま
た
経
済
地
理
学
に
お
い
て
も
先
駆

的
な
業
績
を
残
さ
れ
て
い
る
。
風
土
性

へ
の
関
心
は
、
か
ね
て
黒

正
博
士
の
高
教
の
も
と
に
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
関
西

文
明
の
特
色
を
関
東
と
の
対
照
に
お
い
て
解
明
す
る
作
業
は
執
拗

に
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

」

こ
の
よ
う
に
述
べ
、
大
阪
学
を
文
明
論
の
視
点
を
導
入
し
て
、
同
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書
で
は
多
彩
な
大
阪
文
化
の
特
質
を
風
土
性
と
歴
史
性
と
の
関
連
に

お
い
て
捉
え
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
見
方
や
考
え
方
が
黒
正
巌
先

生
か
ら
の
教
示
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
宮
本
先
生
の
大
阪
学
が
黒
正
先
生
の
広
域
志
向
的
な
非

常
に
学
際
的
な
研
究
に
学
問
的
基
盤
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
大
阪

学
の
生
い
立
ち
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

黒
正
先
生
は
現
在
の
大
阪
経
済
大
学
の
創
立
者
で
、
日
本
経
済
史

研
究
所
の
創
設
者
で
も
あ
る
。
明
治
二
十
八
年
に
岡
山
県
で
生
ま

れ
、
京
都
大
学
農
学
部
教
授
と
な
り
、
宮
本
先
生
は
非
常
に
学
問
的

影
響
を
受
け
た
。
宮
本
先
生
の

「黒
正
先
生
の
学
風
と
人
物
」
重
小

正
巌
先
生
を
偲
ぶ
会
編

『黒
正
巌
先
生
』
昭
和
五
十
五
年
）
を
読
む
と
、

非
常
に
麗
し
い
師
弟
関
係
に
感
動
を
覚
え
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な

っ

て
く
る
。

黒
正
先
生
は
百
姓

一
揆
の
研
究
で
前
人
未
踏
の
研
究
領
域
を
開
拓

し
、
偉
大
な
業
績
を
残
さ
れ
た
。
宮
本
先
生
は
、
前
記
の
回
想
記
で

「
こ
れ
は
先
生
の
生
涯
を
貫
く
研
究
と
し
て
学
界
の
至
宝
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
故
郷
の
備
前
岡
山
の
地
域

史
研
究
に
も
力
を
注
ぎ
、
現
在
の
地
域
史
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
ら
れ

た
先
見
性
も
い
ま
光
り
輝
い
て
い
る
。
古
代
か
ら
の
豊
か
な
歴
史
を

持
つ
吉
備
文
化
や
、
海
洋
性
文
化
の
特
色
が
あ
る
瀬
戸
内
文
化
か
ら

も
影
響
を
受
け
た
黒
正
先
生
の
視
座
か
ら
宮
本
先
生
は
若
き
日
に
多

く
の
教
示
を
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

黒
正
先
生
は
さ
ら
に
、
マ
ッ
ク
ス

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

『
一
般
社
会

経
済
史
要
論
』
を
邦
訳
し
、
ま
た
ア
ド
ル
フ

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
工
業

立
地
論
の

『孤
立
国
』
の
理
論
を
導
入
し
て
、
昭
和
初
年
に
い
ち
早

く
社
会
科
学
の
研
究
に
新
し
い
方
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
な

ど
、
日
本
経
済
史
の
開
拓
者
と
し
て
本
庄
栄
治
郎
先
生
、
菅
野
和
太

郎
先
生
ら
と
と
も
に
不
滅
の
研
究
業
績
を
残
さ
れ
た
。
黒
正
先
生
は

昭
和
二
十
四
年
に
岡
山
大
学
の
学
長
現
職
で
五
十
四
歳
の
時
に
逝
去

さ
れ
た
が
、
そ
の
学
統
は
京
都
歴
史
学
派
の
中
に
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
。

私
が
大
学
院
に
入
っ
た
頃
、
宮
本
先
生
か
ら
黒
正
先
生
の
学
風
を

し
ば
し
ば
語

っ
て
下
さ
る
時
が
あ

っ
た
が
、
今
か
ら
考
え
る
と
、
そ

れ
は
宮
本
先
生
の
い
わ
れ
る

「大
阪
万
華
鏡
」
の
ル
ー
ツ
を
教
え
て

い
た
だ
い
た
最
初
の
機
会
で
も
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。

大
阪
学
の
課
題
と
方
法

大
阪
学
と
い
う
テ
ー
マ
で
総
括
さ
れ
て
い
る
話
題
は
き
わ
め
て
多
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彩
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
豊
富
で
あ
る
。
大
谷
晃

一
氏
の

「大
阪

学
』
（新
潮
文
庫

・
平
成
九
年
）、
『続
大
阪
学
』
（同
年
）
や
、
『大
阪

学

世
相
編
』
（経
営
書
院

。
平
成
十
年
）、
「大
阪
学
　
文
学
編
』

（編
集
≡
房
ノ
ア
・
同
年
）
な
ど
を
み
て
も
、
記
述
の
対
象
は
生
活

。

文
化

。
学
芸

。
経
済

。
経
営
な
ど
多
方
面
に
及
ん
で
お
り
、
大
阪
人

の
人
間
像
が
そ
の
奥
深
い
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
、
共
感
を
覚
え
る
と

こ
ろ
が
頗
る
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、
大
阪
学
の
課
題
は
多
彩
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時

に
そ
の
研
究
方
法
も
き
わ
め
て
学
際
的
で
あ
り
、
生
活
史

。
社
会

史

。
文
化
史

・
経
済
史
な
ど
、
複
眼
の
視
点
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
し
た
が

っ
て
、
大
阪
学
の
研
究
対
象
や
方
法
は
広
範

多
岐
に
わ
た
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
い
く
ら
か
観
点
を
変

え
て
、
ミ
ク
ロ
な
見
方
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
捉
え
方
が
具
体

化
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
こ
し
話
が
飛
躍
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
か
ね
て
か
ら
、
大

阪
学
の
特
質
は
懐
徳
堂
や
適
塾
に
み
ら
れ
る
大
阪
の
実
学
の
伝
統
に

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
実
学
と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
実
用
的
で
卑
近
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
や
す
い

が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
生
活
や
考
え
方
の
変
革
や
革
新
を
志
向
し
た
積

極
的
な
意
味
合

い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
見
た
方
が
適
当
で
あ
ろ

う
。
懐
徳
堂
や
適
塾
の
実
学
志
向
性
が
今
で
も
よ
く
語
ら
れ
て
い
る

の
は
、
こ
う
し
た
独
創
性
や
革
新
性
を
含
ん
だ
生
活
や
学
問
の
理
念

に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
大
阪
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ

イ
ム

（枠
組
み
）
の
変
革
を
こ
れ
ま
で
に
も
転
換
期
に
お
い
て
実
現

し
て
き
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ

っ
た
。
い
ま
大
阪
学
が
問
わ

れ
て
い
る
の
も
、
実
学
志
向
の
先
見
性
、
革
新
性
、
創
造
性
、
開
拓

者
精
神
な
ど
の
再
発
見
を
強
く
求
め
る
声
が
高
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

大
阪
学
と
懐
徳
堂

懐
徳
堂
は
享
保
九
年

（
一
七
一
一四
）、
「懐
徳
堂
五
同
志
」
と
呼
ば

れ
た
五
人
の
大
坂
町
人
た
ち
が
中
心
と
な

っ
て
設
立
さ
れ
た
町
人
塾

で
あ

っ
た
。
そ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
の
は
、
醤
油
醸
造
業
者

の
道
明
寺
屋
吉
左
衛
門

（富
永
芳
春
）、
舟
板
間
屋
の
備
前
屋
吉
兵

衛

釜
口
田
可
久
）、
貸
家
業
の
三
星
屋
武
右
衛
門

（中
村
良
斎
）、
江

戸
積
み
木
綿
問
屋
の
舟
橋
屋
四
郎
右
衛
門

（長
崎
克
之
）、
鴻
池
家

三
代
当
主
宗
利
の
養
子
で
両
替
商
の
鴻
池
屋
又
四
郎

（山
中
宗
古
）

の
五
人
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
富
裕
な
町
人
で
、
懐
徳
堂
の
パ
ト
ロ

ン
の
役
割
を
果
た
し
た
。
講
舎
は
大
坂
船
場
の
尼
崎
町

一
丁
目

（現

在
、
中
央
区
今
橋
四
丁
目
、
日
本
生
命
本
社
の
場
所
）
に
開
設
し
、
初

代
学
主
に
は
浅
見
綱
斎
の
高
弟
と
し
て
知
ら
れ
た
三
宅
石
庵
を
迎
え
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入
れ
、
そ
の
門
下
の
中
井

整

蹴
が
学
問
所
預
り
人
と
な
り
、
創
設

期
に
お
け
る
懐
徳
堂
の
基
礎
づ
く
り
に
非
常
な
尽
力
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
。

三
宅
石
庵
の
学
風
は
、
「
そ
の
首
は
朱
子
、
尾
は
陽
明
に
し
て
、

声
は
仁
斎
に
似
た
り
」
と
言
わ
れ
、
「懐
徳
堂
の
鶴
学
問
」
と
も
評

さ
れ
た
。
「鶴
」
と
い
う
の
は
頭
が
猿
、
胴
は
狸
、
尻
尾
は
蛇
、
手

足
が
虎
、
声
は
虎

鵜
に
似

て
い
る
と
い
う
正
体
不
明
の
怪
獣
で

あ
っ
た
。
首
は
朱
子
学
、
尾
は
陽
明
学
、
声
が
京
都
古
義
学
派
の
創

始
者
伊
藤
仁
斎
の
よ
う
で
、
諸
説
を
あ
わ
せ
て
折
衷
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。

懐
徳
堂
で
は
、
四
書
五
経
を
教
え
た
が
、
石
庵
は

『中
庸
』
の
解

釈
に
お
い
て
す
ぐ
れ
、
広
く
学
ん
で
こ
れ
を
自
由
に
批
判
し
、
か
つ

中
正
を
得
る
こ
と
が
自
由
討
究
の
学
問
的
精
神
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
懐
徳
堂
に
お
け
る
学
問
の
特
質
が

う
か
が
わ
れ
、
学
問
と
し
て
の
整
合
性
よ
り
も
、
そ
の
実
践
性
を
む

し
ろ
重
視
し
、
町
人
向
け
の
教
養
的
儒
学
を
創
造
し
た
。
そ
の
点
、

江
戸
幕
府
の
学
問
所
で
あ

っ
た
江
戸
湯
島
の
昌
平
晏
と
は
性
格
を
い

ち
じ
る
し
く
異
に
し
て
お
り
、
懐
徳
堂
の
学
問
は
虚
心
坦
懐
で
、
町

人
教
育
の
本
旨
に
そ
う
も
の
で
あ

っ
た
。

懐
徳
堂
が
創
設
さ
れ
た
享
保
期

（
一
七

一
六
～
三
工Ｃ

は
、
幕
藩

体
制
の
大
き
な
転
換
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
元

禄
ブ
ー
ム
の
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
イ
ン
フ
レ
基
調
か
ら
デ
フ
レ
基
調

に
転
じ
、
商
家
経
営
も

″攻
め
の
経
営
″
か
ら

″守
り
の
経
営
″

ヘ

と
戦
略
転
換
を
お
こ
な
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

商
家
で
は
、
家
業
経
営
の
ル
ー
ル
を
明
文
化
し
た

「家
訓
」
を
制

定
し
、
大
坂
町
人
が
生
活
信
条
と
し
て
き
た
始
末

・
才
覚

・
算
用
の

精
神
の
徹
底
を
図
り
、
家
業
永
続
の
基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
に
つ
と

め
た
。
懐
徳
堂
の
学
問
は
、
こ
う
し
た
転
換
期
を
乗
り
切
る
た
め
の

経
営
哲
学
の
発
見
に
貢
献
し
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

懐
徳
堂
に
お
け
る
実
学
は
、
こ
う
し
た
変
革
期
に
素
早
く
対
応

し
、
新
し
い
進
路
を
構
築
す
る
た
め
の
基
本
的
認
識
を
お
こ
な
う
こ

と
を
課
題
と
し
て
、
儒
者
グ
ル
ー
プ
や
大
坂
町
人
五
同
志
た
ち
が
協

力
し
て
取
り
組
ん
だ
学
問
的
成
果
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

つゝノ。

懐
徳
堂
学
派
の
人
び
と

大
阪
学
に
つ
い
て
語
り
、
懐
徳
堂
の
話
に
い
さ
さ
か
立
ち
入
り
過

ぎ
た
感
じ
が
す
る
が
、
私
は
大
阪
学
の
由
来
や
今
後
の
課
題
を
考
え

る
場
合
、
こ
の
懐
徳
堂
に
み
る
学
問
の
伝
統
に
は
大
阪
の
歴
史
的
特

質
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
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い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
今
す
こ
し
懐
徳
堂
の
話
を

続
け
た
い
。

懐
徳
堂
で
は
、
初
代
学
主
三
宅
石
庵
の
没
後
、
高
弟
の
中
井
整
庵

が
二
代
学
主
と
な
り
、

つ
い
で
石
庵
の
子
春
楼
が
三
代
学
主
と
し
て

そ
の
跡
を
継
い
だ
。
そ
の
後
、
贅
庵
の
長
男
竹
山
が
四
代
学
主
と
な

り
、
弟
の
履
軒
が
陰
か
ら
竹
山
を
助
け
た
。
こ
の
竹
山

。
履
軒
の
時

代
に
は
懐
徳
堂
の
名
声
が
広
く
全
国
的
に
知
れ
わ
た
り
、
懐
徳
堂
の

黄
金
時
代
を
迎
え
た
。

そ
の
頃
、
懐
徳
堂
に
学
ん
だ
人
び
と
の
中
か
ら
、
『出
定
後
語
』

『翁
の
文
』
な
ど
を
著
わ
し
た
富
永
仲
基
、
『夢
之
代
』
『宰
我

の

っ儀
ぃ』

な
ど
の
著
作
で
知
ら
れ
る
山
片
幡
桃
、
ど
一貨
図
彙
』
『茶
器

名
物
図
彙
』
な
ど
多
く
の
す
ぐ
れ
た
書
物
を
著
わ
し
た
鴻
池
屋
伊
助

（草
間
直
方
）
な
ど
、
著
名
な
町
人
学
者
を
多
数
輩
出
し
た
。

富
永
仲
基
は
、
「懐
徳
堂
五
同
志
」
の
有
力
者
で
あ

っ
た
富
永
芳

春
の
三
男
に
生
ま
れ
た
が
、
の
ち
に

「吾
は
儒
の
子
に
非
ず
、
道
の

子
に
非
ず
、
亦
仏
の
子
に
非
ず
」
と
言
い
、
儒
教

・
神
道

。
仏
教
を

批
判
し
、
こ
の
三
つ
の
道
の
ほ
か
に

「誠
の
道
」
の
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
仲
基
は
懐
徳
堂
に
お
け
る
教
学
の
権

威
を
相
対
化
し
、
自
由
討
究
の
批
判
的
立
場
を
主
張
し
た
。
そ
の
た

め
恩
師
の
三
宅
石
庵
か
ら
は
破
門
さ
れ
た
く
ら
い
で
あ

っ
た
が
、
懐

徳
堂
の
生
ん
だ
天
才
で
あ

っ
た
。

最
近
、
加
藤
周

一
氏
が

『富
永
仲
基
異
聞
―
―
消
え
た
版
木
』

（か
も
が
わ
出
版

。
平
成
十
年
）
を
公
刊
し
、
そ
れ
が
戯
曲
化
さ
れ
て

前
進
座
で
上
演
さ
れ
、
今
に
生
き
る
懐
徳
堂
の
知
的
な
世
界
や
独
創

性
の
あ
る
大
阪
町
人
社
会
の
伝
統
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
だ
記

憶
に
新
し
い
も
の
が
あ
る
。
私
は
偶
々
東
京
池
袋
で
そ
の
芝
居
を
観

劇
す
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
劇
場
で
の
雰
囲
気
の
中
か
ら
大
阪

学
の
本
質
的
な
も
の
が
身
近
か
に
感
じ
取
ら
れ
た
よ
う
に
思
っ
た
。

そ
の
本
質
と
は
、
自
由
な
独
創
性
と
革
新
性
と
で
も
い
う
べ
き
市
民

社
会
的
な
大
坂
の
原
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
仲
基
は
正
徳
五
年

（
一

七

一
五
）
に
生
ま
れ
、
延
享
三
年

（
一
七
四
六
）
に
死
去
し
た
が
、

そ
の
長
く
は
な
か
っ
た
二
十

一
年
の
生
涯
に
は
、
大
阪
学
の
真
髄
が

深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

山
片
幡
桃
は
寛
延
元
年

（
一
七
四
八
）、
播
州
印
南
郡
神
爪
村

（現

在
、
兵
庫
県
高
砂
一じ

の
農
家
の
次
男
に
生
ま
れ
た
。
十
二
歳
の
時
、

北
浜
の
両
替
商
升
屋

（山
片
家
）
平
右
衛
門
に
奉
公
し
、
経
営
危
機

に
お
ち
い
っ
て
い
た
主
家
の
経
営
を
建
て
直
し
、
の
ち
に
別
家
を
許

さ
れ
て
升
屋
小
右
衛
門
を
名
乗

っ
た
。
経
世
家
と
し
て
知
ら
れ
る
海

保
青
陵
が
、
幡
桃
の
経
営
手
腕
や
学
識
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
、
幡
桃
の
偉
大
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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懐
徳
堂
で
は
、
竹
山

・
履
軒
に
師
事
し
、
中
井
門
下
の
諸
葛
孔
明

と
い
わ
れ
た
く
ら
い
の
傑
物
で
あ

っ
た
。
主
著
の

『夢
之
代
』
で

は
、
天
文

・
地
理

・
歴
史

・
制
度

。
経
済

・
無
鬼
な
ど
に
つ
い
て
述

べ
、
地
動
説
を
主
張
し
、
霊
魂
不
滅
論
を
否
定
し
て
無
鬼
論
の
よ
う

な
唯
物
論
的
傾
向
を
示
し
た
。
ま
た
該
博
な
世
界
地
理
の
知
識
を
持

ち
、
欧
州
諸
国
の
動
向
を
さ
ぐ
り
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
化
の

危
機
を
い
ち
早
く
訴
え
て
い
た
。

富
永
仲
基

・
山
片
幡
桃
と
と
も
に
、
懐
徳
堂
の
生
ん
だ
草
間
直
方

は
宝
暦
三
年

（
一
七
五
一こ
、
山
城
国
京
綾
小
路
鳥
丸
の
枡
屋
唯
右

衛
門
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
鴻
池
家
に
奉
公
し
た
。
の
ち
に
鴻
池
家

の
別
家
で
あ
る
草
間
家
の
女
婿
と
な
り
、
鴻
池
屋
伊
助
を
称
え
、
豪

商
鴻
池
善
右
衛
門
の
片
腕
と
し
て
活
躍
し
た
。

直
方
は
家
業
経
営
と
な
ら
ん
で
寛
政
年
間
か
ら
著
作
活
動
を
開
始

し
た
。
そ
の
代
表
作
と
な
っ
た
の
が

『三
貨
図
彙
』
四
十
四
冊
で

あ

っ
た
。
こ
の
書
物
は
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
貨
幣
史

・
金
融

史

。
物
価
史

・
貿
易
史

・
度
量
衡
史
な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
る
貴
重

な
労
作
で
あ
る
。

そ
れ
は
家
業
の
両
替
商
経
営
と
も
密
接
に
関
連
し
た
も
の
で
あ

り
、
両
替
業
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
学
術
的
業
績
で
あ

っ

た
。

直
方
は
ま
た
隠
居
後
、
学
術
研
究
の
か
た
わ
ら
風
流
茶
事
で
余
生

を
楽
し
み
、
『茶
器
名
物
図
彙
』
九
十
五
巻
を
著
わ
し
た
。
同
図
彙

は
近
世
茶
道
史
の
名
著
と
い
わ
れ
る
。

適
塾

の
開
設

と
学
風

懐
徳
堂
と
な
ら
ん
で
、
大
阪
大
学
に
お
け
る
学
問
の
源
流
と
み
ら

れ
て
い
る
適
塾
は
、
天
保
九
年

（
一
公
一一八
）
に
緒
方
洪
庵
に
よ
っ

て
開
設
さ
れ
た
。

洪
庵
は
文
化
七
年

（
一
八

一
〇
）、
備
中
足
守
藩
の
家
臣
佐
伯
惟

因
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
十
五
歳
の
時
、
父
に
従

っ
て
大
坂
に
移

り
住
ん
だ
。
そ
れ
は
父
が
足
守
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷
の
留
守
居
役
と
し

て
赴
任
し
た
か
ら
で
あ

っ
た
。

そ
の
翌
年
の
文
政
九
年

（
一
八
一
一工Ｃ
、
洪
庵
は
蘭
学
医
者
の
中

天
済
の
思
々
斎
塾
に
入
門
し
た
。
そ
の
時
、
佐
伯
姓
か
ら
緒
方
姓
と

な

っ
た
。
緒
方
家
は
佐
伯
家
の
祖
先
に
あ
た

っ
て
い
た
。

中
天
済
は
、
懐
徳
堂
の
中
井
竹
山

・
履
軒
兄
弟
と
関
係
の
深
か
っ

た
麻
田
剛
立
門
下
の
間

重
富
か
ら
後
援
を
得
た
橋
本
宗
吉
の
門
人

に
あ
た
り
、
そ
の
点
か
ら
み
る
と
、
適
塾
の
学
問
は
間
接
的
な
が

ら
、
懐
徳
堂
の
学
問
の
ひ
ろ
い
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

洪
庵
は
、
天
済
の
指
導
で
、
江
戸
に
出
て
坪
井
信
道
塾
で
学
び
、
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さ
ら
に
長
崎
で
修
業
を
重
ね
、
天
保
九
年

（
一
公
一一八
）
に
大
坂
に

帰
り
、
瓦
町
で
蘭
学
塾

（洋
学
塾
）
を
開
き
、
医
業
を
お
こ
な
っ

た
。
こ
の
年
、
天
済
の
門
人
で
先
輩
に
あ
た
る
億
川
百
記
の
長
女
八

重
と
結
婚
し
た
。
こ
の
塾
を
適
々
斎
塾
、
略
し
て
適
塾
と
呼
ん
だ
。

こ
の
家
塾
を
瓦
町
か
ら
現
存
す
る
北
浜
の
建
物
に
移
転
し
た
の
は
弘

化
二
年

（
一
八
四
五
）
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
、
大
坂
町
人
か
ら
援
助

を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

洪
庵
は
、
『病
学
通
論
』
『扶
氏
経
験
遺
訓
』
『虎
狼
痢
治
準
』
の

主
著
二
部
作
の
ほ
か
、
多
く
の
著
書
や
訳
書
が
あ
り
、
そ
の
業
績
は

多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『扶
氏
医
戒
之
略
』
は
ド
イ
ツ

の
名
医
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ド
の
書
物

『医
戒
の
大
要
』
を
抄
訳
し
て
、

こ
れ
を
十
二
章
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
医
師
の
生
活
信
条
や
行
動
基

準
を
簡
潔
に
述
べ
、
適
塾
に
学
ぶ
人
び
と
の
処
世
訓
と
も
し
た
。

そ
の
邦
訳
に
際
し
て
、
洪
庵
は
直
訳
よ
り
も
意
訳
を
重
視
し
、
読

む
人
の
側
に
た
っ
て
説
得
力
の
あ
る
訳
文
に
な
る
よ
う
心
掛
け
た
。

そ
れ
は
西
洋
医
学
の
理
論
体
系
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
現
実

へ
の

適
用
を
重
要
視
し
た
洪
庵
の
実
学
思
想
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の

『扶
氏
医
戒
之
略
』
の
邦
訳
文
に
つ
い
て
は
、
緒
方
富
雄
氏

が

『蘭
学
の
こ
ろ
』
（昭
和
十
九
年
）
の
中
で
、
原
文
の
逐
語
訳
と
の

対
比
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
さ
き
に
私
は

「緒
方
洪

庵
の
学
風
と
大
坂
の
経
営
風
土
」
亀
適
塾
』
第

一
六
号
、
昭
和
五
十
八

年
）
の
中
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
結
論
を
の

み
書
き
添
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

私
は
そ
の
小
論
の
中
で
、
『扶
氏
医
戒
之
略
』
の
邦
訳
の
背
後
に

は
、
洪
庵
が
医
師
の
行
動
基
準
の
確
立
を
目
指
し
た
革
新
的
な
意
図

が
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
よ
う
に
思

っ
た
。
そ
れ
は
適
塾
の
創

設
が
、
最
後
の
幕
政
改
革
が
断
行
さ
れ
た
天
保
期
で
あ
り
、
近
世
か

ら
近
代

へ
の
大
転
換
期
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
に
も
対
応
し
て
い

る
。
洪
庵
は
蘭
学

。
医
学
教
育
を
通
じ
て
、
「当
今
必
用
の
西
洋
学

者
」
の
育
成
に
全
情
熱
を
傾
注
し
た
。
塾
生
の
中
か
ら
、
福
沢
諭

吉
、
大
村
益
次
郎
、
橋
本
左
内
、
佐
野
常
民
、
長
与
専
斎
、
高
松
凌

雲
、
大
鳥
圭
介
、
武
田
斐
二
郎
、
花
房
義
質
、
池
田
謙
斎
ら
、
日
本

の
近
代
化
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
人
び
と
を
多
数
輩
出
し
た
。

こ
う
し
た
革
新
者
を
大
坂
船
場
の
学
塾
で
育
成
し
た
背
景
に
は
、

洪
庵
の
実
証
性
と
合
理
性
と
に
裏
付
け
ら
れ
た
実
学
志
向
の
医
学
体

系
が
あ

っ
た
。
江
戸
前
期
に
お
け
る
武
士
道
の
確
立
、
江
戸
中
期
の

町
人
道
の
形
成
と
な
ら
ん
で
、
江
戸
後
期
に
み
ら
れ
た
医
師
道
の
生

成
に
は
、
江
戸
時
代
を
多
彩
な
る
も
の
と
し
た
、
日
に
は
見
え
な
い

な
に
わ
大
阪
の
マ
グ

マ
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
取
ら

れ
る
よ
う
に
思
う
。



大
阪
学
は
現
在
、
か
な
り
多
義
的
な
概
念
を
含
む
も
の
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
稿
で
は
懐
徳
堂
や
適
塾
を
め
ぐ
る

大
阪
の
経
済
風
土
や
精
神
風
土
に
そ
の
典
型
を
見
る
、
と
い
う
よ
う

な
結
論
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
は
多
様
な
内
容

を
持
つ
大
阪
学
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
の
関
連
か
ら
軌
道
修
正
が
必
要
で

あ
ろ
う
が
、
紙
幅
も
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
次
の
機
会
に
ゆ

ず
り
た
い
。
ま
た
、
大
阪
学
と
前
記
の
大
阪
万
華
鏡
の
関
わ
り
合
い

に
つ
い
て
も
、
い
ま
少
し
別
の
機
会
に
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
え
て

・み
る
こ
と
に
し
た
い
。

（さ
く
ど
う
　
よ
う
た
ろ
う
ｏ
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）
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