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『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
は
、
復
刊
第
四
十
三
号
以
来
、
毎
年
一
回
、

特
集
テ
ー
マ
を
定
め
て
の
編
集
と
な
り
、
こ
う
し
た
形
態
で
の
刊
行
は
、

既
に
本
号
で
四
号
目
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。「
近
現
代
の
神
道
・
日
本
文
化
」

「
維
新
と
伝
統
」
等
、
こ
れ
ま
で
の
特
集
テ
ー
マ
は
、
い
ず
れ
も
近
世
・

近
代
に
関
わ
る
歴
史
と
文
化
の
在
り
様
を
、
幅
広
く
問
い
直
そ
う
と
す
る

問
題
意
識
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

あ
た
か
も
本
年
（
平
成
二
十
一
年
）
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
か
ら

百
二
十
年
、
首
都
が
東
京
へ
と
奠
都
さ
れ
て
か
ら
百
四
十
年
の
節
目
の
年

に
当
た
る
。
明
治
天
皇
の
東
京
行
幸
と
「
首
都
移
転
」、
明
治
天
皇
に
よ

る
近
代
日
本
国
家
の
「
国
の
掟
」
発
布
こ
そ
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
近
代
日
本

形
成
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
号
に
お
い
て
は
、

前
号
ま
で
の
特
集
テ
ー
マ
を
継
承
し
つ
つ
、
特
集（
1
）の
テ
ー
マ
を
「
日

本
の
法
制
度
・
法
文
化
」、
特
集
（
2
）
の
テ
ー
マ
を
「
東
京
奠
都
百
四

十
年
」
と
定
め
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
意
義
を
問
い
直
す
こ
と
と
し
た
。

　

特
集
（
1
）「
日
本
の
法
制
度
・
法
文
化
」
に
お
い
て
は
、
焦
点
の
帝

国
憲
法
は
も
と
よ
り
、
そ
の
背
景
・
裾
野
を
形
作
る
わ
が
国
の
法
制
度
・

法
文
化
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
七
篇
の
論
稿
が
寄
せ
ら
れ
た
。
い
ず
れ

も
貴
重
な
労
作
で
あ
り
、
と
り
わ
け
欧
米
の
法
文
化
の
急
速
な
流
入
の
只

中
、
わ
が
国
「
固
有
法
」
の
何
た
る
か
を
慎
重
に
吟
味
し
た
先
人
の
姿
が

印
象
に
残
る
。
そ
う
し
た
模
索
の
背
景
に
は
、
か
の
「
不
改
常
典
」
以
来

の
、
わ
が
国
制
へ
の
探
求
の
積
み
重
ね
が
控
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

特
集
（
1
）
と
併
せ
て
、
今
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
本
学
会
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
日
本
の
法
制
度
と
神
道
文
化
」
の
講
演
・
討
議
を
収
録
し
た
。
こ

れ
は
現
代
の
神
道
史
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
両
碩
学
が
、
神
道
史
を
棒

の
ご
と
く
貫
く
「
何
も
の
か
」
の
本
質
を
巡
っ
て
、
胸
襟
を
開
い
て
語
り

合
っ
た
稀
有
な
記
録
で
あ
る
。
特
集
論
文
と
と
も
に
ぜ
ひ
味
読
願
い
た
い
。

　

特
集
（
2
）「
東
京
奠
都
百
四
十
年
」
に
お
い
て
は
、
東
京
奠
都
及
び

そ
の
周
辺
の
課
題
を
巡
る
三
篇
の
論
文
を
掲
載
し
た
。
い
ず
れ
の
論
稿
も
、

東
京
奠
都
・
東
京
行
幸
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
江
戸
文
化
と
は
ま
た
異
な
っ

た
独
自
の
東
京
文
化
―
近
代
の
皇
室
を
背
景
と
し
た
都
市
文
化
・
近
郊
文

化
が
培
わ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
窺
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

特
集
テ
ー
マ
以
外
の
題
材
を
扱
っ
た
論
文
と
し
て
は
、
四
篇
の
論
稿
を

掲
載
し
た
。
う
ち
三
篇
が
若
手
研
究
者
の
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
と
こ
ろ
若
手
に
ふ
さ
わ
し
い
野
心
的
・
挑
戦
的
な
論
文
を
久
し
く
見

か
け
な
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
は
、
当
方
の
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。

　

巻
末
掲
載
の
三
篇
の
史
料
紹
介
も
ま
た
、
近
代
史
の
秘
め
ら
れ
た
動
向

を
示
す
貴
重
な
資
料
を
公
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
史
料
も
興
味
深
い
が
、

と
り
わ
け
堀
口
修
氏
に
よ
る
東
郷
平
八
郎
日
記
の
紹
介
は
、「
素
顔
の
東

郷
」
を
知
る
上
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
意
義
深
い
史
料
紹
介
と
言
え
よ

う
。
さ
ら
に
は
三
篇
の
随
想
、
九
篇
の
書
評
・
紹
介
も
、
そ
れ
ぞ
れ
明
治

文
化
研
究
・
神
道
文
化
研
究
の
「
現
在
」
を
示
す
興
味
深
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
伝
え
て
い
る
。

　

前
号
同
様
、
本
号
も
ま
た
、
執
筆
者
各
位
の
熱
心
な
御
寄
稿
を
得
て
、

は
ち
切
れ
ん
ば
か
り
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
誇
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

ボ
リ
ュ
ー
ム
値
達
成
の
み
が
自
己
目
的
化
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
内
容
が
伴
っ
て
こ
そ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
過
剰
に
苦
し
む
編
集
子

の
自
戒
の
言
葉
で
も
あ
る
。
質
量
と
も
に
兼
ね
備
え
た
本
会
紀
要
の
成
果

が
、
明
治
文
化
研
究
の
数
々
の
新
知
見
を
提
供
す
る
と
共
に
、
神
道
文
化

研
究
の
新
た
な
展
望
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
こ
と
を
祈
念
し
た
い
。

（
國
学
院
大
学
神
道
文
化
学
部
教
授
）

あ
と
が
き




