
Title 懐徳堂モニターの試行

Author(s)

Citation 懐徳堂センター報. 2005, 2005, p. 205-213

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/24375

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
2
0
0
5

(
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
文
学
部
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー

二
O
O五
年
二
月
二
八
日
発
行
)

懐
徳
堂
モ
ニ
タ
ー
の
試
行

モ
ニ
タ
ー
(
自

O
E
Z円
)
と
は
、
も
と
も
と
音
質
や
画
像
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
監
視
装

置
の
こ
と
を
言
い
、
そ
こ
か
ら
、
放
送
局
や
企
業
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
番
組
の
内

容
や
製
品
の
品
質
な
ど
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
る
人
の
こ
と
を
も
意
味
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

大
阪
大
学
文
学
研
究
科
と
賊
懐
徳
堂
記
念
会
で
は
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
こ
の
モ
ニ

タ
ー
制
度
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
た
。
懐
徳
堂
の
事
業
や
研
究
に
つ
い
て
、
広
く
意
見
・

感
想
を
い
た
だ
こ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

た
だ
、
ど
の
よ
う
な
方
法
や
規
模
で
、
ま
た
、
ど
の
程
度
の
反
応
が
あ
る
の
か
分
か

ら
な
い
ま
ま
に
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
平
成
十
五
年
度
を
そ
の
試
行
期

間
と
し
、
サ
ン
プ
ル
的
に
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

試
行
モ
ニ
タ
ー
の
対
象
者
は
、
筆
者
が
担
当
し
た
大
阪
大
学
全
学
共
通
教
育
科
目
「
中

国
哲
学
基
礎
」
の
受
講
生
、
お
よ
び
平
成
十
五
年
度
の
「
懐
徳
堂
ア
ー
カ
イ
ブ
講
座
」

の
講
師
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
島
根
大
学
の
竹
田
健
二
氏
の
受
講
生
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
全
二
十
三
通
の
回
答
の
内
、
八
通
を
選
出
し
、
以
下
に
掲
載
す
る
。
(
掲

載
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
の
了
解
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
執
筆
者
の
学
年

は
平
成
十
五
年
度
当
時
で
あ
る
。
)

な
お
、
平
成
十
六
年
度
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
懐
徳
堂
モ
ニ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

本
誌
の
「
体
験
懐
徳
堂
C
D
I
R
O
M
の
制
作
と
懐
徳
堂
モ
ニ
タ
ー
」
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
。

(
文
学
研
究
科
教
授
・
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
専
門
委
員

湯
浅
邦
弘
)

電
子
展
示
で
見
る
懐
徳
堂
文
庫

大
阪
大
学
文
学
部
一
回
生

大
野
真
愛

私
は
自
称
ア
ナ
ロ
グ
人
間
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
携
帯
電
話
は
持
っ
て
い
る
し
、

レ
ポ
ー
ト
提
出
も
パ
ソ
コ
ン
で
打
っ
て
い
る
。
た
だ
姿
勢
と
し
て
、
メ
i
ル
の
文
字
よ

り
も
手
書
き
の
文
字
の
本
が
好
き
で
、
ネ
ッ
ト
配
信
さ
れ
る
小
説
の
続
き
を
読
む
よ
り

も
、
多
少
遅
く
な
っ
て
も
文
庫
本
を
め
く
り
た
い
と
い
う
人
間
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の

電
子
懐
徳
堂
文
庫
も
な
に
や
ら
邪
道
な
気
が
し
て
い
た
。
し
か
し
実
際
ホ

1
ム
ベ

l
ジ

あ
ち
こ
ち
を
覗
い
て
み
る
と
、
こ
れ
が
意
外
に
面
白
い
。
今
回
主
に
見
た
の
は
、
附
属

図
書
館
の
ホ

l
ム
ベ

l
ジ
か
ら
飛
べ
る
、
「
電
子
展
示
で
見
る
懐
徳
堂
文
庫
」
と

「W
E
B
懐
徳
堂
」
で
あ
る
。

私
も
大
阪
大
学
に
入
学
す
る
ま
で
懐
徳
堂
を
知
ら
な
い
人
間
の
一
人
で
あ
っ
た
。
大

坂
と
い
え
ば
緒
方
洪
庵
の
適
塾
が
有
名
で
あ
る
し
、
日
本
史
に
興
味
の
な
い
私
で
も
こ

こ
は
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
閑
静
な
オ
フ
ィ
ス
街
の
一
角
に
あ
り
、
対
照
的
な
風
景
が

お
か
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
し
か
し
懐
徳
堂
は
建
物
の
方
は
空
襲
で
焼
け
て
し

ま
っ
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
分
知
名
度
も
適
塾
よ
り
低
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

授
業
で
は
懐
徳
堂
に
つ
い
て
は
少
し
触
れ
た
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
の
で
、
「
W
E
B

懐
徳
堂
」
の
ベ

l
ジ
を
閲
覧
し
、
改
め
て
こ
れ
が
町
人
出
資
の
設
立
だ
と
い
う
こ
と
に

驚
い
た
。
設
立
者
の
中
に
は
鴻
ノ
池
の
名
前
も
あ
る
。
こ
れ
は
あ
の
財
閥
の
も
と
だ
ろ

う
か
。
昔
の
商
人
の
方
が
現
代
の
企
業
よ
り
も
メ
セ
ナ
に
カ
を
入
れ
て
い
た
と
考
え
る
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と
、
現
代
の
日
本
は
遅
れ
て
い
る
と
思
う
。
と
い
う
よ
り
心
の
持
ち
ょ
う
の
違
い
な
の

だ
ろ
う
か
。
昔
の
大
坂
商
人
は
、
商
売
人
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
利
益
の
み
を
追
求
す

る
の
で
は
な
く
、
徳
を
懐
う
心
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
す
が
文
化
の
あ
る
町
、

大
坂
の
商
人
は
違
う
。
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。

い
よ
い
よ
「
電
子
展
示
で
見
る
懐
徳
堂
文
庫
」
の
ベ

l
ジ
で
資
料
を
閲
覧
し
て
み
る
。え

っ

一
一
、
三
文
書
を
見
て
み
る
が
、
解
読
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
先
へ
進
む
。
そ
し
て
「
越

そ
ろ
う
ひ
っ

坦
弄
筆
」
を
見
つ
け
た
。
銀
杏
祭
で
パ
ネ
ル
展
示
を
見
た
時
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
本

で
あ
る
。
「
バ
ー
チ
ャ
ル
懐
徳
堂
」
よ
り
も
「
天
図
」
よ
り
も
興
味
を
引
い
た
。
杉
田

玄
白
よ
り
も
前
に
、
こ
れ
ほ
ど
精
密
な
臓
器
の
絵
を
描
き
残
し
た
漢
学
者
が
い
た
の
は

す
ご
い
。
と
て
も
解
剖
を
す
る
友
人
の
傍
ら
で
寓
目
し
て
い
た
だ
け
と
は
思
え
な
い
。

図
書
館
で
実
際
見
た
と
き
は
絵
を
見
る
の
に
忙
し
く
て
文
章
ま
で
目
が
い
か
な
か
っ
た

の
だ
が
、
読
ん
で
見
る
と
文
章
も
面
白
い
。
始
め
に
人
体
全
部
の
解
剖
図
や
ら
各
種
臓

器
の
絵
や
ら
が
描
か
れ
て
お
り
、
途
中
か
ら
文
章
に
な
る
の
だ
が
、
い
き
な
り
「
心
は

肉
塊
な
り
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
時
代
に
こ
こ
ま
で
は
っ
き
り
と
言
い
切
っ
て

し
ま
え
る
辺
り
、
さ
す
が
中
井
履
軒
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
肺
に
つ

い
て
は
「
肺
は
肉
塊
に
あ
ら
ず
。
」
と
い
う
文
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
言
葉
の
的
確
さ

と
表
現
の
潔
さ
に
た
だ
た
だ
感
心
し
て
し
ま
っ
た
。
漢
学
者
と
い
え
ど
も
文
字
の
世
界

に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
医
学
な
ど
の
分
野
に
進
出
し
て
ゆ
く
あ
た
り
、
大
坂
人
の
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
ー
と
底
力
を
感
じ
る
。
履
軒
の
よ
う
な
漢
学
者
の
流
れ
を
汲
ん
だ
大
学
に
在
籍

し
て
い
る
と
知
っ
て
、
大
変
嬉
し
く
思
う
。

初
め
は
電
子
化
と
い
う
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し

て
も
ら
え
る
と
、
誰
で
も
手
軽
に
閲
覧
で
き
る
の
が
良
い
と
思
い
直
し
た
。
図
書
館
の

書
庫
に
し
ま
わ
れ
た
ま
ま
で
は
一
生
目
に
す
る
こ
と
も
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
い
つ

し
か
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
ホ

l
ム
ベ

l
ジ
か
ら
新
し
い
学
問
の
形
を

見
た
気
が
す
る
。

懐
徳
堂
に
つ
い
て

大
阪
大
学
法
学
部
一
回
生

高
田
晃
子

私
は
、
正
直
こ
の
大
阪
大
学
へ
入
学
す
る
ま
で
「
懐
徳
堂
」
に
つ
い
て
名
前
は
聞
い

た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
の
何
も
知
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
上
に
興
味
も
さ
ほ
ど
な
か

っ
た
。
し
か
し
「
中
国
哲
学
基
礎
」
の
授
業
中
に
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
の
資
料
な
ど

・
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
い
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
学
ぶ
大
学
の
学
問
の
源
流
に
つ
い
て
少
し

で
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
い
う
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、

懐
徳
堂
モ
ニ
タ
ー
の
話
題
が
出
た
の
で
参
加
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
特
に
そ
の
成
立
・

学
問
内
容
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
中
心
に
以
下
に
述
べ
る
。

ま
ず
、
懐
徳
堂
が
五
同
志
と
呼
ば
れ
る
五
人
の
大
坂
商
人
三
星
屋
武
右
衛
門
、
道
明

寺
屋
吉
左
右
衛
門
、
船
橋
屋
四
郎
左
右
衛
門
、
備
前
屋
吉
兵
衛
、
鴻
池
又
四
郎
が
私
財

を
投
じ
て
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
学
校

の
建
設
者
が
学
者
で
な
く
商
人
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
設
立
費
用
が
幕
府
か
ら

の
も
の
で
な
く
私
財
で
あ
っ
た
こ
と
が
意
外
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
江
戸
時
代

の
大
阪
は
「
大
阪
の
衰
微
は
、
天
下
の
衰
微
」
と
評
さ
れ
、
「
大
阪
は
天
下
の
台
所
」

と
称
さ
れ
る
ほ
ど
に
経
済
的
に
栄
え
て
お
り
、
新
し
い
文
学
や
学
問
を
生
み
出
す
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
持
っ
た
町
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
阪
の
経
済
活
動
を
支
え

る
商
人
達
が
文
学
や
学
問
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
も
さ
ほ
ど
意
外
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
後
に
幕
府
の
公
認
の
学
問
所
と
な
っ
た
も
の
の
、
商
人
が
家

業
の
か
た
わ
ら
自
ら
も
学
ぶ
た
め
設
け
、
そ
れ
を
運
用
す
る
こ
と
で
利
益
を
稼
ぎ
、
自

主
的
に
運
営
す
る
と
い
っ
た
い
わ
ば
半
官
半
民
の
体
制
が
基
本
と
な
っ
た
懐
徳
堂
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
宝
暦
八
年
定
書
の
「
書
生
の
交
わ
り
は
、
貴
賎
貧
富
を
論
ぜ
ず
、
同
輩
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と
な
す
べ
き
事
」
と
い
う
著
名
な
規
定
の
よ
う
に
、
学
問
の
場
に
お
い
て
は
す
べ
て
平

等
で
あ
る
と
い
っ
た
厳
し
い
身
分
制
度
の
当
時
に
あ
っ
て
は
全
く
新
し
い
発
想
を
取
り

入
れ
、
謝
金
に
つ
い
て
も
貧
し
い
も
の
は
紙
一
折
、
筆
一
対
で
も
良
く
、
出
席
に
関
し

て
も
学
生
た
ち
の
家
業
を
考
慮
し
た
う
え
で
中
途
退
席
も
認
め
る
と
い
っ
た
か
な
り
自

由
な
精
神
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
で
斬
新
な
精
神
の

も
と
で
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
く
先
進
的
な
発
想
が
う

み
だ
さ
れ
、
多
く
の
学
問
的
な
成
果
を
残
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
具
体
的
な
学
問
に
関
し
て
述
べ
る
。
懐
徳
堂
初
代
学
主
の
三
宅
石
庵
の
学
風
は

朱
子
学
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
様
々
な
学
問
の
長
所
を
何
で
も
積
極
的
に
取
り
入
れ

ぬ
え

た
折
衷
的
な
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
「
鶴
学
問
」
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
折
衷
的
傾
向
は
、
良
い
意
味
で
懐
徳
堂
の
自
由
で
批
判
精
神
に
満
ち
た
学

風
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
私
は
職
業
で
栄
え
て
い
た
大
阪
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
鶴
学
聞
が

学
生
に
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
商
売
と
い
う
の
は
物
の
良
い

点
悪
い
点
を
見
極
め
る
勘
や
経
験
が
重
要
で
あ
り
、
柔
軟
な
感
覚
で
時
代
変
化
や
社
会

状
況
を
と
ら
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
業
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
商
人
が
活
躍

す
る
大
阪
で
は
町
全
体
と
し
て
比
較
的
自
由
か
っ
、
斬
新
的
な
雰
囲
気
が
あ
り
、
学
問

と
し
て
も
あ
る
も
の
に
固
執
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
様
々
な
学
問
の
良
い
点
は
良
い
点

で
認
め
学
び
、
悪
い
点
は
批
判
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と

考
え
る
か
ら
だ
。
又
、
「
万
年
先
生
論
孟
首
章
講
義
」
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
講
義
で

石
庵
は
商
業
活
動
や
営
利
事
業
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
根
底
に
あ
っ
て
支

え
る
「
人
の
道
」
の
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
統
的
に
は
対
立

す
る
思
想
で
あ
る
「
利
」
と
「
仁
義
」
に
つ
い
て
も
柔
軟
な
思
考
展
開
に
よ
っ
て
両
者

を
統
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
先
ほ
ど
述
べ
た
折
衷
的
鵠
学
問
の
良
さ
が
発

揮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

今
回
大
雑
把
で
は
あ
る
が
懐
徳
堂
の
成
立
や
学
問
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
の
身
近
に

貴
重
な
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
を
少
し
で
は
あ
る
が
拝
見
で
き
た
こ
と
は
貴
重
な
体
験
で

あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
又
、
大
阪
大
学
文
系
学
部
に
こ
れ
ほ
ど
の
歴
史
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
誇
り
で
あ
る
と
感
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大

阪
大
学
の
学
生
で
あ
っ
て
も
懐
徳
堂
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
ら
な
い
学
生
が
多
い
よ
う
に

思
う
。
私
の
友
人
達
に
も
懐
徳
堂
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
と
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

い
う
返
答
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
「
懐

徳
堂
記
念
会
」
の
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
な
ど
は
、
懐
徳
堂
に
つ
い
て
非
常
に
わ
か
り
や
す
い

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
、
他
の
私
の
よ
う
に
懐
徳
堂
に
つ
い
て
の
知
識

を
持
た
な
い
学
生
に
是
非
見
て
も
ら
い
た
い
と
感
じ
た
。

大
坂
風
学
問
の
在
り
方
に
つ
い
て

大
阪
大
学
経
済
学
部
一
回
生

木
内
創
太
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私
は
大
阪
大
学
で
勉
強
を
は
じ
め
て
か
ら
約
半
年
に
な
る
。
そ
の
問
様
々
な
人
々
と

親
し
く
付
き
合
い
、
そ
の
考
え
方
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
生
ま
れ
育
っ
た

土
地
環
境
が
彼
ら
の
価
値
観
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
例
を
た
く
さ
ん
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
私
自
身
に
つ
い
て
も
、
自
分
が
京
都
人
で
あ
る
こ
と
を
深
く
意
識
し
た
事

は
無
い
の
だ
が
、
友
人
と
会
話
す
る
中
で
私
が
い
か
に
も
京
都
に
住
ん
で
い
る
人
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
指
摘
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
学
問
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
そ
の
地
方
独
自
の
も
の
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
懐
徳
堂
が
大
坂
の
町
に
誕
生
し
て
よ
り
約
二
百
八
十
年
、
大

坂
の
町
と
そ
こ
に
住
む
人
々
は
慎
徳
堂
の
精
神
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私

は
こ
の
こ
と
を
確
か
め
た
く
思
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
関
係
資
料
、
及
び
講
義
中



に
頂
い
た
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
の
懐
徳
堂
の
学
則
に
関
す
る
部
分
を
詳
し
く
見
て
み
た
。

手
始
め
に
懐
徳
堂
の
玄
関
に
か
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
壁
書
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、

懐
徳
堂
の
精
神
が
あ
り
あ
り
と
に
じ
み
出
て
い
る
。
そ
の
一
に
、
学
問
は
忠
孝
を
尽
く

し
職
業
を
務
む
る
等
の
上
に
之
有
る
、
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
常
生
活
か
ら
離
れ
自
分

勝
手
な
学
問
の
世
界
に
没
頭
し
て
し
ま
う
こ
と
を
戒
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
ず

自
分
の
仕
事
を
し
っ
か
り
し
て
生
計
を
た
て
肉
親
を
中
心
と
す
る
身
の
回
り
の
人
々
と

う
ま
く
付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
肝
心
で
あ
り
、
そ
の
後
に
各
々
の
究
め
る
べ
き
学
問

の
世
界
が
存
在
す
る
、
と
筆
頭
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、
書
物
持

た
ざ
る
も
の
も
聴
聞
苦
し
か
る
ま
じ
く
候
う
事
と
あ
る
。
こ
れ
は
貧
富
に
関
わ
ら
ず
学

問
を
す
る
気
が
有
る
者
な
ら
誰
で
も
参
加
で
き
る
と
い
う
懐
徳
堂
の
自
由
な
気
風
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
叶
わ
ざ
る
用
事
出
来
候
わ
ば
講
釈
半
ば
に
し
て
退
出
之
有
る

べ
く
候
う
と
し
て
、
た
と
え
学
問
の
最
中
で
あ
っ
て
も
日
常
生
活
上
に
お
い
て
優
先
す

べ
き
用
事
が
生
じ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
優
先
さ
せ
る
よ
う
定
め
て
あ
る
。
こ
れ
は
い
か

に
も
実
利
を
重
ん
じ
、
そ
れ
ゆ
え
時
間
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
大
坂
商
人
の
精
神

が
表
れ
て
い
る
よ
う
で
非
常
に
興
味
深
い
。

そ
の
二
に
お
い
て
も
懐
徳
堂
の
面
白
い
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。
聴
講
の
席
順
は
武

家
を
上
座
に
据
え
る
こ
と
、
但
し
講
義
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な

い
と
い
う
内
容
は
、
他
塾
に
お
い
て
町
人
、
武
家
の
区
別
な
し
に
聴
講
し
て
い
た
と
こ

ろ
規
律
が
乱
れ
、
結
果
塾
生
が
減
っ
た
と
い
う
情
報
に
よ
る
も
の
で
あ
る
そ
う
だ
が
、

懐
徳
堂
で
は
そ
の
失
敗
か
ら
学
び
武
家
町
人
の
区
別
を
つ
け
な
が
ら
、
講
義
の
始
ま
っ

た
後
で
は
不
問
に
す
る
と
し
て
「
学
び
や
す
さ
」
と
い
う
実
用
性
を
と
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
学
則
か
ら
は
大
坂
と
い
う
町
の
も
つ
実
益
重
視
の
発
想
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出

来
る
。し

か
し
、
懐
徳
堂
の
学
則
の
中
で
も
っ
と
も
目
を
引
く
も
の
は
、
「
懐
徳
堂
内
事
記
」

に
記
さ
れ
て
い
る
謝
礼
に
関
す
る
規
則
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
貧
し
さ
ゆ
え
に
相
応
の

謝
礼
が
支
払
え
な
い
者
に
関
し
て
は
い
く
ら
か
の
紙
や
筆
で
も
か
ま
わ
な
い
と
あ
る
。

こ
の
中
か
ら
は
、
学
聞
を
す
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
者
の
金
銭
に
よ
る
の
で

は
な
く
学
聞
を
志
す
心
に
よ
る
と
す
る
高
速
な
理
想
が
読
み
取
れ
る
。
大
坂
と
い
う
商

人
の
町
、
そ
の
現
実
的
な
経
済
的
基
盤
に
支
え
ら
れ
た
懐
徳
堂
が
こ
の
よ
う
に
先
進
的

な
理
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
現
代
に
生
き
る
私
達
の
学
ぶ
姿
の
原
点
を
示
し
て
い
る

よ
う
で
、
時
を
経
て
大
阪
大
学
で
学
ぶ
身
と
し
て
大
変
心
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

今
回
参
考
資
料
を
見
て
最
初
に
感
じ
た
事
で
あ
る
が
、
ど
の
資
料
も
分
か
り
ゃ
す
く

作
つ
で
あ
り
興
味
を
も
っ
た
事
柄
を
手
早
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
「
電
子
懐
徳

堂
考
」
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
特
性
を
活
か
し
、
西
村
天
囚
の
著
し
た
懐
徳
堂
考
を
う

ま
く
分
解
し
、
目
次
か
ら
各
項
目
で
さ
ら
に
は
解
説
を
要
す
る
語
句
ま
で
容
易
に
辿

り
着
け
る
よ
う
に
丁
寧
に
設
計
し
て
あ
る
。
ま
た
語
句
の
解
説
も
詳
し
く
、
懐
徳
堂
に

つ
い
て
何
の
予
備
知
識
が
な
く
て
も
苦
労
な
く
読
み
進
む
事
が
出
来
る
こ
と
が
大
き
な

長
所
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
参
考
資
料
は
、
懐
徳
堂
に
関
す

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
便
利
性
と
自
由
闇
達
の
調
和
と
い
う
懐
徳
堂
の
精
神
を
そ
の

ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
と
も
い
え
る
。

私
は
懐
徳
堂
関
係
の
資
料
に
触
れ
た
経
験
は
ご
く
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
回
資
料

を
閲
覧
し
、
懐
徳
堂
の
歴
史
を
今
に
伝
え
る
試
み
が
こ
こ
大
阪
大
学
に
お
い
て
活
発
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
一
学
生
と
し
て
大
変
安
心
感
を
持
て
た
。
将
来
誰
か

が
、
私
達
が
こ
れ
か
ら
こ
こ
で
学
ん
で
い
く
そ
の
記
録
を
残
し
て
く
れ
る
な
ら
、
こ
れ

以
上
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
。
今
は
た
だ
、
自
分
が
そ
の
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
る
価
値
の

あ
る
学
聞
が
で
き
る
よ
う
に
祈
り
、
か
つ
努
力
す
る
の
み
で
あ
る
。

一208 -



学
校
の
在
り
方
を
「
懐
徳
堂
」
に
学
ぶ

島
根
大
学
教
育
学
部
一
回
生

遠
藤
和
親

今
か
ら
約
二
百
八
十
年
前
、
日
本
に
は
ま
だ
組
織
的
・
体
系
的
な
「
学
校
」
が
す
く

な
か
っ
た
こ
ろ
に
活
躍
し
た
懐
徳
堂
で
は
あ
る
が
、
教
育
や
経
営
の
方
法
・
学
校
の
在

り
方
な
ど
を
観
て
み
る
と
、
現
代
の
教
育
に
通
用
す
る
よ
う
な
理
念
や
、
今
日
の
教
育

に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
課
題
に
類
似
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し

た。
懐
徳
堂
は
近
世
日
本
の
学
術
と
商
活
動
の
育
成
を
目
的
と
し
て
、
大
坂
の
町
人
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
学
校
で
あ
る
。
主
に
学
ぶ
の
は
儒
教
の
朱
子
学
で
あ
っ
た
が
、
寛
政

異
学
の
禁
に
よ
っ
て
朱
子
学
の
み
を
教
え
て
い
た
島
平
坂
学
問
所
と
は
異
な
り
、
諸
学

の
長
所
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
折
衷
的
な
姿
勢
が
自

由
・
批
判
精
神
と
い
っ
た
学
風
を
形
成
し
、
そ
れ
に
大
坂
の
好
学
と
自
治
を
尊
重
す
る

風
土
が
相
ま
っ
て
多
く
の
近
代
的
英
知
人
を
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
古
典
的
な

既
存
の
学
問
ば
か
り
(
こ
の
場
合
は
朱
子
学
の
み
学
習
す
る
と
い
う
体
系
)
を
し
て
い
て

も
新
た
な
閃
き
(
近
代
的
英
知
)
な
ど
は
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
理
論
は
現

代
の
教
育
に
も
充
分
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
ゆ
と
り
」
教
育
と
い
う
言
葉
が

登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
最
近
で
は
学
力
の
低
下
を
「
ゆ
と
り
」
教
育
の

弊
害
と
し
て
、
学
力
向
上
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
真
の
「
ゆ

と
り
」
教
育
と
は
な
ん
で
あ
る
か
。
休
日
を
増
や
し
て
、
学
習
の
程
度
を
下
げ
る
こ
と

か
。
そ
の
結
果
、
子
ど
も
た
ち
は
学
力
向
上
の
た
め
に
休
日
に
塾
に
通
う
、
そ
れ
で
は

本
末
転
倒
で
は
な
い
か
。
懐
徳
堂
は
朱
子
学
を
は
じ
め
中
国
の
思
想
を
講
じ
る
と
き
に
、

机
上
で
行
わ
せ
な
が
ら
常
に
主
眼
は
経
世
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
養
う
べ
き
学
力
を
身

に
つ
け
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
実
用
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
学
校
と
い
う

世
間
と
隔
離
さ
れ
た
小
社
会
に
い
な
が
ら
、
真
の
社
会
の
情
勢
も
閣
も
う
と
す
る
「
ゆ

と
り
」
が
懐
徳
堂
に
は
あ
っ
た
の
だ
。

懐
徳
堂
は
町
人
出
資
の
学
校
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
学
校
が
登
場
し
た
背
景
に
は
、

封
建
制
度
の
揺
ら
ぎ
と
農
工
業
の
進
歩
に
よ
る
商
品
経
済
の
発
展
に
伴
う
危
機
感
と
が

あ
っ
た
。
懐
徳
堂
は
「
書
生
の
交
わ
り
は
、
貴
賎
貧
富
を
論
ぜ
ず
、
同
輩
と
為
す
べ
き

こ
と
」
と
い
う
理
念
を
か
か
げ
て
い
て
、
身
分
制
度
を
相
手
に
し
な
い
ス
タ
ン
ス
を
と

り
つ
つ
、
学
校
か
ら
の
規
定
や
圧
力
を
小
さ
く
し
て
学
生
相
互
の
自
律
・
自
助
を
勧
め

て
い
る
。
ま
た
受
講
料
は
安
く
特
に
貧
苦
の
者
に
は
「
紙
一
折
、
筆
一
対
」
で
も
よ
い

と
い
う
極
め
て
町
民
(
市
民
)
に
合
わ
せ
た
学
校
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
学
校
の
在

り
方
は
現
代
で
も
見
習
う
べ
き
点
で
あ
る
。
今
の
日
本
は
相
変
わ
ら
ず
学
歴
社
会
の
傾

向
が
あ
る
。
当
然
、
進
学
率
が
上
昇
す
る
わ
け
だ
が
今
の
日
本
の
教
育
は
大
変
学
費
が

か
か
る
。
高
校
、
大
学
、
専
門
学
校
、
そ
れ
に
伴
う
塾
や
通
信
教
育
の
費
用
。
国
が
行

う
教
育
と
い
う
の
は
若
い
世
代
が
国
家
を
担
う
力
を
育
成
で
き
る
た
め
の
環
境
を
整
え

る
こ
と
が
本
義
で
あ
る
の
に
、
経
済
的
な
援
助
は
必
ず
し
も
満
た
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
ず
、
教
育
が
商
業
的
な
も
の
に
な
り
さ
が
っ
て
い
る
。
懐
徳
堂
の
よ
う
に
学
ぶ
者
の

た
め
に
学
校
が
あ
る
と
い
う
の
が
真
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
校
の
た
め
に
学
ぼ

う
と
す
る
人
が
い
る
の
で
は
な
い
。
学
校
は
決
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
だ
。

教
育
は
経
済
と
深
く
関
係
し
て
い
る
が
、
政
治
に
も
大
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

懐
徳
堂
も
例
外
で
は
な
く
時
の
政
治
と
密
接
な
関
係
に
位
置
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、

そ
の
た
め
幕
末
維
新
の
社
会
的
混
乱
に
よ
り
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
閉
じ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
明
治
新
政
府
は
欧
化
政
策
を
断
行
し
、
新
た
な

体
制
と
文
化
を
生
み
出
す
一
方
、
伝
統
的
文
化
の
継
承
に
打
撃
を
与
え
た
。
近
年
、
教

育
改
革
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
叫
ば
れ
て
い
る
が
政
府
の
都
合
ば
か
り
を
考
え
た
政
策
だ
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と
、
先
例
の
過
ち
を
繰
り
返
す
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
慎
重
な
議
論
と

先
を
見
越
し
た
充
分
な
計
画
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
ず
史
実
と
し
て
「
書
物

を
持
た
な
く
て
も
講
義
が
聞
け
た
」
、
「
途
中
退
座
を
許
し
て
い
た
」
と
い
う
緩
や
か
で

い
て
、
自
由
な
懐
徳
堂
と
い
う
学
校
が
日
本
に
は
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出

し
、
そ
こ
に
理
想
を
お
け
ば
、
新
し
く
て
伝
統
的
な
新
時
代
の
学
校
作
り
へ
の
道
が
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

懐
徳
堂
モ
ニ
タ
ー
ー
ー
電
子
懐
徳
堂
考
に
つ
い
て
|
|

島
根
大
学
教
育
学
部
二
回
生

田
村
陽
介

現
在
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
貴
重
な
資
料
を
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
保
存
す
る
と
い
う
活
動

は
、
と
て
も
有
意
義
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
回
拝
見
し
ま
し
た
「
電
子
懐
徳
堂
考
」

は
映
像
も
鮮
明
で
、
そ
の
資
料
の
保
存
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
と
て
も
優
れ
た
内

容
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
他
に
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
の
意
義
と
し
て
は
、
懐
徳
堂
等
の
研
究
材
料
と
な
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
見
て
み
ま
す
と
、
不
具
合
が
生

じ
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
今
回
頂
い
た
も
の
は
、
起
動
さ
せ
る
と
強
制

的
に
全
画
面
表
示
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
せ
っ
か
く
の

パ
ソ
コ
ン
の
便
利
な
点
で
あ
る
、
並
行
し
て
複
数
の
作
業
が
出
来
る
と
い
う
も
の
が
完

全
に
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
ス
ト
ー
ル
が
出
来
な
い
と
い
う
の
も
、
い

ち
い
ち
C
D
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
研
究
の
際
に
用
い
る
と
な
る
と
、
と
て
も
面

倒
に
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
か
ね
ま
せ
ん
。
他
に
研
究
の
際
に
用
い
る
場
合
で

は
、
本
文
が
画
像
表
示
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
コ
ピ
ー
し
て
そ
の
後
ワ
l
ド
の
文
章
に

貼
付
す
る
と
い
う
作
業
が
、
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
点
も
、
扱
い
に
く
い
と
さ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
に
は
、
か
な
り
の
個
所
に
注
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
れ

も
字
が
小
さ
く
、
と
て
も
読
み
づ
ら
い
と
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
中
に
は
白
文
が
そ

の
ま
ま
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
漢
文
を
や
っ
て
い
る
者
な
ら

問
題
は
無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
資
料
を
見
る
者
の
中
に
は
、
大
坂
の
文
化
を

調
べ
る
と
い
う
こ
と
で
、
民
俗
学
な
ど
の
専
攻
で
、
漢
文
が
読
め
な
い
人
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
場
合
は
こ
の
資
料
は
と
て
も
不
親
切
な
資
料
と
な
っ
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
の
打
開
策
と
し
て
は
、
全
画
面
表
示
以
外
の
表
示
が
出
来
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。
イ
ン
ス
ト
ー
ル
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
本
文
の
ワ

l
ド
に
貼

付
可
能
な
形
の
も
の
を
付
録
と
し
て
付
け
加
え
る
こ
と
。
注
の
文
字
を
大
き
く
す
る
な

り
、
表
記
を
変
え
る
な
り
し
て
、
も
っ
と
鮮
明
に
す
る
こ
と
。
白
文
を
載
せ
た
場
合
は

口
語
訳
も
加
え
る
こ
と
。
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
官
頭
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
活
動
は
と
て
も
有
意
義
な
も
の

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
「
電
子

銀
雀
山
孫
子
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
な
ん
か
が
、
た
く
さ
ん
あ
れ
ば
と
て
も
便
利
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
出
来
る
限
り
良
心
的
な
値
段
で
あ
れ
ば
尚
更
で
す
。
そ
う

い
え
ば
こ
の
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
は
一
体
い
く
ら
で
売
り
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
金
の
無
い
学
生
で
も
気
軽
に
手
を
出
せ
る
値
段
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
こ
の
よ

う
な
活
動
が
広
が
る
要
因
と
も
な
る
と
思
い
ま
す
。

字
句
の
誤
り
の
修
正
な
ど
、
な
か
な
か
大
変
な
作
業
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ

う
と
想
像
さ
れ
ま
す
が
、
よ
り
良
い
形
に
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
が
発
展
し
、
完
成
す
る
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こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。



「
電
子
懐
徳
堂
考
」

島
根
大
学
教
育
学
部
二
回
生

米
田
培
子

懐
徳
堂
に
つ
い
て
は
日
本
史
の
授
業
で
名
前
が
出
た
程
度
で
、
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
を
見
る
と
、
懐
徳
堂
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
が
詳
し
く
わ
か
る
。
懐
徳
堂
の
歴
史
や
、
「
懐
徳
堂
考
」
の
書
誌
に
つ
い
て

な
ど
、
様
々
な
情
報
が
わ
か
り
や
す
く
載
っ
て
い
る
。
文
章
も
難
し
く
な
く
読
み
や
す

し、

「
懐
徳
堂
考
」
は
数
少
な
く
、
懐
徳
堂
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
っ
て
も
、
本
物
を

手
に
取
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
書
物
は
繰
り
返
し
読
め
ば
破
損
し
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
な
ら
ば
「
懐
徳
堂
考
」
を
破
損
せ
ず
に
、
た
く
さ
ん

の
人
が
「
懐
徳
堂
考
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
だ
か
ら
こ
そ
の

利
点
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
目
次
か
ら
該
当
。
へ

i
ジ
を
検
索
で
き
る
よ
う
に
し

て
あ
る
の
で
、
読
み
た
い
場
所
を
素
早
く
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
語
句
の
解
説
、

誤
植
の
正
誤
を
示
す
ベ

l
ジ
に
文
章
中
の
語
句
か
ら
リ
ン
ク
し
て
あ
っ
て
別
窓
で
出
て

く
る
の
で
、
わ
か
ら
な
い
語
句
が
出
た
時
に
す
ぐ
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
点
も
良
い
。

た
だ
リ
ン
ク
が
貼
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
づ
ら
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

語
句
に
つ
い
て
は
色
が
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
目
次
に
は
そ
れ
が
な
い
。
カ
ー
ソ
ル
を

合
わ
せ
た
と
き
に
文
字
色
が
変
わ
る
と
か
(
上
巻
目
次
の
「
石
庵
と
含
翠
堂
」
の
部
分

は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
)
、
カ
ー
ソ
ル
の
形
が
変
わ
る
と
か
い
っ
た
変
化
が
あ
っ

た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。

「
懐
徳
堂
考
」
本
文
は
『
次
項
』
『
前
項
』
を
ク
リ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
他
の
項
へ
移

ら
な
い
が
、
通
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
通

目
次
の
項
目
を
ク
リ
ッ
ク
す
れ
ば
そ
の
項
へ
移

る
と
い
う
よ
う
に
し
た
方
が
見
易
い
と
思
う
。

し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
、

語
句
の
解
説
に
つ
い
て
気
に
な
る
こ
と
は
、
序
文
の
「
豪
傑
の
土
」
「
物
換
り
星
移

り
」
の
解
説
が
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
文
を
載
せ
る
の
は
良
い
が
、

懐
徳
堂
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
考
え
る
全
て
の
人
が
漢
文
を
学
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
人
で
も
懐
徳
堂
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
現
代
語
訳
を
添
え

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
ひ
と
つ
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
上
巻
「
懐
徳
堂
創
立
」
の
項
の
二
十

(
注
)

一
一
ペ
ー
ジ
の
上
段
六
行
目
最
初
の
文
字
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
文
字
は

他
に
も
何
度
か
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
何
と
読
め
ば
良
い
の
か
分
か
ら
な
い
。
調
べ

れ
ば
わ
か
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
他
の
語
句
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ

い
て
も
説
明
が
あ
る
と
良
い
と
思
う
。
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(
編
集
注
)
「

M
」
字
。
「
候
」

の
く
ず
し
字
で
あ
る
。

「
懐
徳
堂
」

モ
ニ
タ
ー

島
根
大
学
教
育
学
部
三
回
生

菅
田
典
秀

近
年

I
T
技
術
が
急
速
に
発
達
し
て
き
で
い
る
こ
と
か
ら
、
文
献
の
電
子
化
は
時
代

に
即
し
た
、
文
化
の
進
化
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
と

「
懐
徳
堂
電
子
図
書
目
録
」
を
中
心
と
し
て
意
見
・
感
想
を
述
べ
る
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
私
は
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
と
「
懐
徳
堂
文
庫
電
子
図
書
目
録
」

は
各
種
の
電
子
化
さ
れ
た
文
献
と
比
べ
て
レ
ベ
ル
が
高
い
、
優
れ
た
資
料
で
あ
る
と
考

し
か
し
、
そ
れ
故
に
、
何
故
両
者
と
も
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
用
意
し
な

え
て
い
る
。



か
っ
た
か
、
と
い
う
不
満
を
持
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
懐
徳
堂
文
庫
電
子
図
書
目
録
」
を
現
在
画
像
フ
ァ
イ
ル
の
み
で
公
開
し
て
い
る
理
由

は
推
測
で
き
る
。

w
e
b
形
式
で
縦
書
き
の
文
章
を
表
現
す
る
と
手
聞
が
か
か
り
、
ブ

ラ
ウ
ザ
に
よ
っ
て
は
正
し
く
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
点
、
画
像
フ
ァ
イ
ル

な
ら
相
手
の
環
境
に
左
右
さ
れ
ず
、
正
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
、
相

手
の
環
境
に
左
右
さ
れ
に
く
い
と
い
う
点
で
画
像
フ
ァ
イ
ル
で
の
公
聞
は
十
分
な
メ
リ

ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
。
画
像
フ
ァ
イ
ル
で
の
公
開
で
最
大
の
問
題
と
な
る
サ
イ
ズ
は
印

K
B
程
度
に
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
ス
ト
レ
ス
を
た
め
ず
に
目
録
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
目
録
を
「
見
る
」
上
で
は
全
く
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
画
像
フ
ァ
イ
ル
の
ま
ま
で
は
テ
キ
ス
ト
の
コ
ピ
ー
が
で
き
ず
、
資
料
と
し

て
活
用
す
る
に
は
不
親
切
で
あ
る
。
「
絶
版
と
な
っ
て
久
し
い
図
書
目
録
を
電
子
情
報

と
し
て
匙
ら
せ
、
世
界
に
発
信
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
サ
イ
ト
と
は
な
っ
て
い
る
が
、

テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
用
意
し
て
あ
れ
ば
自
分
が
使
い
や
す
い
形
式
で
扱
う
こ
と
が
で

き
、
今
よ
り
も
有
益
な
サ
イ
ト
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
懐
徳
堂
文
庫
電
子
図
書
目

録
」
で
は
縦
書
き
の

W
e
b
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
点
は
少
々
残
念
で
あ
る
。

「
懐
徳
堂
文
庫
の
図
書
情
報
を
完
備
し
た
フ
ル
テ
キ
ス
ト
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
公

開
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
ぜ
ひ
用
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
電
子
懐
徳
堂
考
」
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
点
や
私
の
環
境
で
は
最
初
の
ベ

l
ジ
が

正
し
く
表
示
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
不
満
点
は
あ
る
も
の
の
、
ド
ラ
ッ
グ
に
よ
る
画
面
の

ス
ク
ロ
ー
ル
や
、
拡
大
・
縮
小
の
し
や
す
さ
に
よ
り
、
感
覚
的
に
使
い
や
す
い
優
れ
た

形
式
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、

S
X
G
A
画
面
で
は
適
切
な
サ
イ
ズ
と

な
っ
て
い
て
ス
ト
レ
ス
が
無
く
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
固
有
名
詞
に
つ
い
て
リ
ン
ク
が

ク
リ
ッ
ク
す
る
と
別
ウ
イ
ン
ド
ウ
で
表
示
さ
れ
る
点
も
ユ

l
ザ
ピ
リ
テ

イ
が
高
い
良
い
機
能
で
あ
る
。

た
だ
、
フ
ル
ス
ク
リ
ー
ン
表
示
の
み
で
、
ウ
イ
ン
ド
ウ
表
示
が
で
き
ず
、
別
の
資
料

張
つ
で
あ
り
、

と
比
較
す
る
と
き
に
い
ち
い
ち
H
+
油
キ
ー
な
ど
で
切
り
替
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

A
A

中

l

は
煩
わ
し
い
。
技
術
的
な
問
題
な
ら
仕
方
な
い
と
き
守
え
る
が
、
修
正
可
能
で
あ
る
な
ら

ぜ
ひ
改
善
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
小
さ
な
点
で
あ
る
が
、
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て

C
D
無
し
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
今
は
C
D
を
入
れ
な

け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
少
々
煩
わ
し
い
点
が
あ
る
。

色
々
と
注
文
も
付
け
た
が
、
私
は
今
回
の
懐
徳
堂
の
電
子
化
を
非
常
に
高
く
、
二

千
円
札
の
価
値
を
造
か
に
上
回
る
存
在
だ
と
、
評
価
し
て
い
る
。
現
在
の
ま
ま
で
は
い

ず
れ
失
わ
れ
て
し
ま
う
懐
徳
堂
の
文
献
を
、
永
久
保
存
可
能
な
電
子
媒
体
に
移
し
、

w
e
b
上
に

U
P
し
た
今
回
の
取
り
組
み
は
後
世
に
と
っ
て
重
要
な
行
為
と
言
え
よ

う
。
そ
の
手
聞
は
想
像
し
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
論
は
電
子
化
に
於

い
て
私
の
得
意
分
野
か
ら
注
文
を
付
け
た
が
、
そ
れ
ら
を
考
慮
し
て
い
た
だ
け
る
と
よ

り
い
っ
そ
う
ユ

l
ザ
ビ
リ
テ
イ
に
優
れ
た
資
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の
発
展
を

期
待
し
た
い
。
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懐
徳
堂
モ
ニ
タ
ー

島
根
大
学
教
育
学
部
四
回
生

椿
さ
や
子

A

注〕

先
日
、
大
学
の
集
中
講
義
で
、
凸
版
印
制
株
式
会
社
の
方
の
お
話
を
伺
う
機
会
が
あ

っ
た
。
そ
の
講
義
で
は
、
懐
億
堂
の
内
容
よ
り
は
「
電
子
懐
徳
堂
考
」
の

C
D
l
R
O
M

を
通
し
て
、
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
の
普
遍
化
と

い
う
も
の
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
関
係
資
料
を
閲

覧
す
る
こ
と
で
、
内
容
に
触
れ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

正
直
に
言
う
と
、
懐
徳
堂
と
い
う
名
前
は
知
っ
て
い
た
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と



ん
ど
無
知
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
い
き
な
り
ホ
l
ム
ペ
ー
ジ
で
「
懐
徳
堂
の
歴
史
」

や
「
関
連
人
物
」
と
い
う
項
目
を
見
て
も
、
た
だ
言
葉
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
、
懐
徳

堂
の
概
要
を
知
る
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
身
近
な
も
の
と
し

て
利
用
で
き
る
「
懐
徳
堂
暦
」
か
ら
目
を
通
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
は
、
一
日
ご
と

に
言
葉
が
ひ
と
つ
ず
つ
示
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
が
し
で
あ

る
こ
と
で
、
懐
徳
堂
の
思
想
や
考
え
方
が
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
中
井

竹
山
の
『
蒙
養
篇
』
に
関
心
を
持
っ
た
。
特
に
十
六
日
の
「
人
と
し
て
人
の
道
を
し
ら

ず
行
は
ず
し
て
は
、
人
と
生
ま
れ
た
る
詮
は
之
無
き
候
」
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
自
分

の
短
所
と
し
て
、
何
か
行
動
を
起
こ
す
前
に
い
ろ
い
ろ
考
え
悩
ん
で
し
ま
っ
て
、
結
局

実
践
に
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
日
頃
か
ら
自
覚
し
て
お
り
、
そ
ん
な
自
分
に
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
懐
徳
堂
暦
」
で
中
井
竹
山
の
言
葉
に
関
心
を
持
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し

く
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
、
「
懐
徳
堂
文
庫
電
子
図
書
目
録
」
の
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
に
再

び
戻
っ
て
み
た
。
中
井
竹
山
の
『
蒙
養
篇
』
を
検
索
す
る
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
説

と
、
書
物
の
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
人
物
像
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
や
は
り
関

心
を
持
っ
て
調
べ
た
た
め
、
始
め
に
見
た
と
き
よ
り
も
理
解
し
や
す
く
、
知
識
と
し
て

習
得
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
懐
徳
堂
の
内
容
を
知
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
専
門
的
に
学
ば
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
構
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ソ

コ
ン
を
聞
き
ホ

l
ム
ベ

l
ジ
を
見
れ
ば
、
素
人
で
も
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
情
報
の
普
遍
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
た
。

し
か
し
、
や
は
り
実
際
に
手
に
し
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
ほ
ん
の

小
さ
な
木
片
の
札
か
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
実
際
に
手
に
持
っ
て
お
ら
れ
る
写
真
を

み
る
と
か
な
り
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
体
験
を
し
た
。
常
識
の
範
囲
で
こ
れ
く

そ
れ
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
ホ
ー
ム

ら
い
の
大
き
さ
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
て
も
、

ペ
ー
ジ
上
で
実
物
の
写
真
と
と
も
に
、
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
の
も
の
な
の
か
と
い
う

こ
と
も
知
り
た
い
。

パ
ソ
コ
ン
で
は
大
き
さ
や
感
触
ま
で
も
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
詳
し
く

勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
え
ば
、
資
料
や
ホ

l
ム
ベ

l
ジ
上
だ
け
で
な
く
、
懐
徳
堂
記

念
会
の
ホ

l
ム
ベ

l
ジ
上
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
実
際
に
講
座
や
見
学
会
な

ど
に
参
加
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

(
編
者
注
)
平
成
十
五
年
七
月
、
島
根
大
学
教
育
学
部
で
開
講
さ
れ
た
「
共
生
社
会

情
報
処
理
演
習
」
の
特
別
授
業
の
こ
と
を
指
す
。
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