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「
そ
れ
か
ら
の
定
有
堂
」 

 

そ
の
二
十
四 

小
林
秀
雄
の
学
問 

奈
良 

敏
行
（
笈
の
定
有
） 

根
岸
吉
太
郎
監
督
作
品
の
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
」
を
見
た
。
中
原

中
也
・
長
谷
川
泰
子
・
小
林
秀
雄
の
三
つ
の
才
能
の
交
錯
す
る
ド
ラ

マ
だ
。
青
春
は
「
途
上
」
の
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
自
分
の
欲
動
の

現
れ
を
評
価
す
る
も
の
は
自
分
自
身
で
し
か
な
い
。
そ
の
孤
独
な
時

間
は
重
苦
し
い
も
の
だ
。
こ
の
自
己
撞
着
の
時
間
か
ら
外
部
へ
抜
け

出
す
に
は
自
恃
し
か
な
い
。
依
存
関
係
の
中
で
そ
の
自
恃
が
ぶ
つ
か

り
合
う
と
魂
を
毀
損
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
小
林
秀
雄
だ
け
が
外
部

へ
出
る
事
が
で
き
た
。
評
価
の
矛
先
を
自
己
か
ら
他
者
へ
と
切
り
替

え
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
。
詩
人
は
自
分
に
見
え
る
も
の
に
釘
付

け
に
な
り
、
殉
教
す
る
。
言
葉
を
自
然
と
紐
付
け
ず
、
言
葉
と
言
葉

の
格
闘
と
み
な
し
た
小
林
の
発
見
が
小
林
を
救
う
こ
と
と
な
っ
た
。

ひ
と
は
こ
れ
を
批
評
と
呼
び
、
小
林
は
日
本
の
文
芸
批
評
の
祖
と
な

っ
た
。
こ
の
道
筋
は
大
岡
昇
平
の
『
朝
の
歌
』
に
詳
し
い
。 

映
画
を
見
て
数
日
後
、
わ
た
し
は
県
立
図
書
館
の
開
架
棚
の
通
路

を
貸
出
カ
ウ
ン
タ
ー
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
。
視
界
に
突
然
飛
び

込
ん
で
き
た
も
の
が
あ
っ
た
。
『
小
林
秀
雄
の
悲
哀
』
（
橋
爪
大
三

郎
）
と
い
う
本
だ
。
小
林
秀
雄
の
批
評
は
失
敗
だ
っ
た
と
い
う
内
容

の
本
だ
っ
た
。
最
晩
年
の
「
本
居
宣
長
」
が
失
敗
だ
っ
た
、
そ
も
そ

も
本
居
宣
長
を
「
批
評
」
で
取
り
上
げ
る
こ
と
自
体
が
無
理
な
の

だ
と
い
う
論
旨
だ
っ
た
。 

本
を
読
む
こ
と
が
自
己
救
済
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
自
己
救
済
の

方
法
と
し
て
の
「
批
評
」
を
確
立
し
た
小
林
秀
雄
、
そ
れ
を
全
否
定

す
る
議
論
だ
っ
た
。 

橋
爪
大
三
郎
は
「
小
林
は
、
野
生
の
ま
ま
の
知
性
だ
」
と
い
う
。 

《
学
問
の
方
法
で
も
知
識
で
も
な
い
、
対
象
の
本
質
を
す
な
お
に
掴

み
取
る
、
直
感
こ
そ
が
〈
学
問
〉
の
極
意
だ
よ
。
》 

こ
の
小
林
秀
雄
の
方
法
に
対
し
、
橋
本
大
三
郎
は
次
の
よ
う
に
い

う
。 

《
大
学
院
の
ゼ
ミ
で
あ
れ
ば
、
報
告
は
打
ち
切
り
、
来
週
最
初
か
ら

や
り
直
し
、
と
言
う
し
か
な
い
。
》 

「
野
生
の
知
性
」
に
対
し
て
と
て
も
厳
し
い
言
葉
だ
と
思
っ
た
。「
大

学
院
の
知
性
」
が
重
く
権
威
的
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
。 

そ
ん
な
と
き
橋
本
治
の
『
小
林
秀
雄
の
恵
み
』
と
い
う
本
に
出
会

っ
た
。
中
也
と
小
林
の
青
春
は
表
裏
一
体
の
も
の
だ
っ
た
。
小
林
は

本
を
読
み
、
中
也
は
自
然
の
音
楽
に
耳
を
傾
け
た
。
こ
の
違
い
が
生

死
を
分
け
た
。
小
林
は
本
を
読
む
こ
と
の
楽
し
さ
を
「
学
問
」
と
呼

ん
で
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
始
め
る
。
も
と
も
と
知
の
科

学
主
義
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
の
で
、
「
野
の
学
問
」

と
呼
ば
れ
て
も
し
か
た
が
な
か
っ
た
。
小
林
秀
雄
の
同
時
代
人
は
初

め
て
、
「
本
」
を
読
ん
で
自
分
で
考
え
る
方
法
を
手
に
し
始
め
た
の
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だ
。
小
林
秀
雄
は
「
意
匠
」
（
学
問
）
が
本
質
を
隠
し
て
い
る
と
指

摘
し
て
登
場
し
た
の
だ
。 

橋
本
治
は
小
林
の
孤
独
な
戦
い
の
核
心
を
次
の
よ
う
に
い
う
。
小

林
の
言
葉
だ
。 

《
学
問
し
よ
う
と
す
る
わ
た
し
の
前
に
は
、
そ
の
私
の
内
容
を
理
解

し
よ
う
と
し
な
い
知
的
権
威
が
い
る
》 

橋
本
治
は
「
日
本
の
学
問
は
、
近
世
に
な
っ
て
誕
生
す
る
。
そ
の

始
ま
り
が
『
中
江
藤
樹
』
だ
」
と
い
う
小
林
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
。

知
の
権
威
は
仏
教
だ
っ
た
。
学
問
と
は
「
仏
教
」
だ
っ
た
の
だ
。
そ

こ
に
隙
間
を
作
っ
て
い
く
の
が
野
の
学
び
だ
っ
た
。
本
居
宣
長
は
和

歌
を
好
み
数
多
く
読
ん
だ
が
我
流
で
、
そ
の
こ
と
を
大
事
に
し
た
。

「
彼
の
和
歌
は
、
他
人
と
交
流
し
な
い
和
歌
な
の
で
あ
る
」
と
小
林

は
い
う
。 

こ
れ
ら
の
野
の
学
の
欲
動
を
拾
い
上
げ
る
小
林
の
手
法
を
見
て
、

小
林
の
中
で
は
近
世
の
学
問
が
す
で
に
近
代
の
学
問
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
橋
本
は
お
の
の
く
。 

《
西
行
は
、
応
え
て
く
れ
る
も
の
が
、
な
に
も
な
い
》 

《
西
行
は
、
自
分
の
外
に
、
自
分
に
応
え
て
く
れ
る
も
の
が
何
も
な

い
こ
と
を
発
見
し
た
》 

こ
こ
に
は
近
代
人
の
自
我
が
生
ま
れ
て
い
る
。 

《
学
問
を
す
る
者
に
と
っ
て
〈
独
〉
が
当
然
の
方
法
で
あ
る
。
》 

《
独
創
的
な
考
え
方
を
す
る
彼
等
が
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
世
の
中
か

ら
相
手
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
》 

橋
本
治
は
三
七
歳
ま
で
小
林
秀
雄
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
と
い

う
。
小
林
は
同
時
代
人
と
と
も
に
生
き
一
歩
先
行
し
て
考
え
る
。
小

林
の
仕
事
は
そ
の
同
時
代
に
完
結
し
た
「
古
典
」
だ
。
後
世
が
出
会

う
に
は
、
再
解
釈
が
必
要
だ
ろ
う
。
橋
本
自
身
は
小
林
秀
雄
に
関
心

が
な
い
、
し
か
し
「
小
林
秀
雄
を
必
要
と
し
た
日
本
人
」
と
は
何
か

に
つ
い
て
は
考
え
て
み
た
い
と
い
う
。
そ
こ
に
小
林
秀
雄
の
「
恵

み
」
、
つ
ま
り
知
恵
が
あ
る
の
だ
。 

わ
た
し
は
本
屋
的
人
間
と
し
て
「
本
」
を
読
む
。
本
屋
的
人
間
と

は
「
本
屋
」
よ
り
も
、
本
屋
と
い
う
「
恵
み
」
を
生
き
る
「
人
」
を

考
え
続
け
る
人
間
の
こ
と
だ
。
小
林
秀
雄
の
恵
み
と
は
何
ん
だ
っ
た

の
で
す
か
？ 

と
問
わ
れ
た
ら
、
わ
た
し
は
本
を
読
む
と
い
う
こ
と

は
「
学
問
」
で
は
な
く
、
本
を
読
み
続
け
る
人
が
主
語
の
世
界
だ
と

い
う
教
え
だ
と
答
え
る
。
「
学
ぶ
」
、
独
り
で
本
を
読
む
、
そ
れ
が

青
春
の
閉
塞
か
ら
外
部
へ
出
た
人
の
軌
跡
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。 本

は
人
を
救
う
、
し
か
し
、
人
を
救
う
本
と
い
う
も
の
は
な
い
。 
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