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｜
問
答
の
研
究
ー
そ
の
（
一
）
で
は
、

（
一
一
〉

増

澄

子

田

と
し
て
責
任
者
の
立
場
に
あ
っ
た
事
を
考
察
し
、
更
に
物
語
成
立
ま
で
の
内
部
事
情
な
ど
に
触
れ
た
後
、
物
語
を
除
い
た
問
答
の
部
分
に
は
禅
生
活
の
影
響
が

『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
編
者
、
は
び
あ
ん
が
入
教
以
前
に
禅
僧
で
あ
り
、
編
纂
時
に
は
天
草
学
林
で
日
本
語
教
師

反
映
し
て
い
る
事
な
ど
を
述
べ
た
。

ど
を
考
え
て
い
き
た
い
。

問
答
の
部
分
は
右
の
傾
向
以
外
に
も
編
者
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
基
本
的
な
構
想
・
巻
と
巻
と
の
継
続
の
問
題
な

『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
特
に
問
答
の
部
分
に
つ
い
て
内
容
を
検
討
す
る
時
に
、
そ
れ
が
物
語
と
関
連
を
持
っ
た
諸
点
に
及
ぶ
場
合

(2
>

は
、
内
容
か
ら
本
質
的
な
も
の
を
見
出
す
以
外
に
決
め
手
と
な
る
資
料
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
物
語
そ
の
も
の
は
か
な
り
忠
実
に
原
拠
本
を
辿
っ
た
と
推

定
し
得
る
為
、
編
者
そ
の
も
の
の
意
向
は
出
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
問
答
の
部
分
の
特
に
右
馬
之
允
の
言
葉
に
は
前
述
し
た
問
題
点
に
触
れ
た
表
現
を
見 - 9 ー



出
し
得
る
と
思
う
。

以
下
の
文
章
は
右
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
編
者
が
ど
の
よ
う
に
基
本
的
な
構
想
・
巻
と
巻
と
の
継
続
を
考
え
て
い
た
か
な
ど
を
理
解
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

構
想
ま
で
の
諸
問
題

編
者
が
『
天
草
本
平
家
物
語
』
を
編
纂
す
る
に
当
っ
て
、
構
想
を
如
何
に
考
え
て
い
た
か
は
編
者
自
身
の
言
葉
と
し
て
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
「
巴

8
ε
s
。

E
S
E
S

宵
広
0
M
g

ロ
」
（
読
請
の
人
に
対
し
て
書
す
）
の
文
中
に
は
、
編
者
の
物
語
に
対
す
る
態
度
と
で
も
言
い
得
る
表
現
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
中
に
構
想

に
触
れ
た
問
題
点
を
見
出
し
得
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
の
事
共
か
ら
推
定
す
る
と
、
編
者
は
平
家
物
語
へ
深
く
「
心
」
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
か
な

ま
ず
「
ロ
2
ε
ロ
8
2
B
E
S
E
S
u
n
g
g

」
は
『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
緒
言
で
、
乙
乙
に
は
本
を
編
纂
す
る
に
至
っ
た
由
来
・
平
家
物
語
を
選
ん
だ
理
由

ハυ

り
は
っ
き
り
し
た
方
針
を
も
っ
て
編
纂
に
臨
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

・
師
が
示
し
た
編
纂
の
方
針
・
編
者
の
原
拠
本
へ
の
態
度
な
ど
が
害
か
れ
て
い
る
。
乙
れ
に
よ
る
と
師
の
編
纂
の
狙
い
は
、

E
B
E
S
E
5
8
8
2
E
E
4
E
3
P
E
S
O
B
E
O

門
戸g
R
E

ロ
S
S
E
E
S

－
g

き
ミ
ミ
き
な
さ

S
S
N

弘
之
”
さ
ぬ
宮
内
。
三
塁
。E
a
s
s
h
g
h。

遣
も
官
、
お
き
三
・
n
m
E
m
m
ヨ
ヨ

E
8
8

同
志
向
芯g
z
m
z
o
g
g
E
Z
4
旬W
5
4
B
u
s
s
g
m
m
g白
山
口OB

。
と
庄
三
一
宮
低
”
包
巳
岳
山
片
山
富
田
宮

B
R
B
m
w

g

由
。

M
円
。
店
。
河
内
山
門
宮
内
凶

0
8
8
g

。

m
B
E
O
H

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
人
宣
教
師
達
が
日
本
の
風
俗
を
知
り
言
葉
に
深
く
通
じ
る
為
の
助
け
と
し
た
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
師
の
要
請
に
対
し
て
、
編
者
は
自
分
の
才
が
短
い
故
に
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
謙
遜
し
な
が
ら
も
そ
の
意
を
受
け
、
更
に
平
家
物
語
を
選

ん
だ
理
由
を
、

出
S
B
E
g
s
E
g
g
s
ω
E
m
S
R
S
時
、
立
合
．3
。
怠
否
定
。
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足
立
守
司
会
さ
向
。
之
さSN
ぎ
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h
h
e
§
3
5
8
R
2
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可
。
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h
v
ロ
。
志
円
山
0
・
目
。
ロ
g

宮
山



B
E
S

色
町
ミ
ミ
旬
、
。
輔
さS
h
s
n
s
s
h
可
丘
官
選S
。
h
h
H
H
Q
3
3
h
E
Q
a
a
h
H
h

輔
、
ミ
凡
な
さ
ミ
s
i

－
－

に
あ
る
よ
う
に
、
両
条
の
助
け
と
な
る
の
は
多
く
の
書
の
中
で
平
家
物
語
に
匹
敵
す
る
も
の
は
な
い
と
い
う
強
い
意
向
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
向
は

「
同
区
岡
山
富
山
口
。
忌
出
口
。
吉
田
口

5
Z
4
M
g
n
O同
0
4
g
a
g

－
古
品
。
目
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
書
へ
の
認
識
が
裏
付
け
と
な
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
「B

一g
a
g
g
d

「
包N
b
g
B同
日
夕
日og
包
巳

S
E
8
4
D
g
a
o

窓
口
ロ
。
M
o
g
g
」
と
い
う
よ
う
に
、
の
g

ロ
ヨ
法
印
へ
の
深
い
尊
崇
の
念
も
そ
の
支

え
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

師
が
示
し
た
具
体
的
な
編
纂
方
針
の
一
つ
は

百
ω
8
8

宣
告
g
g
u
S
目
。
同g
m
O

件
。
宮E
M
o
g－
之
宮
宮
h
H
H
E
m
w

凡
な
h
H
O
H
a
a
a

。

s
a
s
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h
刊
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Q
F
g
S
A
g
s
R
E
P
g
u
g宮
u
n
a
o
s
gユ
日

H 
と
、
両
人
相
対
し
て
雑
談
し
て
い
る
よ
う
に
言
葉
の
豆
爾
波
を
書
写
せ
よ
と
い
う
乙
と
で
あ
り
、
二
つ
め
は
、

同

8

ロ
忠
信
回
目
ロ
。
昆
N
R
ロ
吉
弘

F

ま

h
a
h
g
h
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ミ
お
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E
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ミ
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日
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と
、
乙
の
国
の
風
俗
と
し
て
一
人
に
多
く
の
名
・
官
位
を
避
け
よ
と
い
う
乙
と
で
あ
り
、
三
つ
め
は
、

同
雷
神
件
。4
4
0ロ
m
g

官
同
時
援
の
守
宣
言
。
同
志
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柏
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旬
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N
A
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v
h
H
h

輔
さ
O
R
h
q
h
H
h
s
g

ロ
O

恒
岡
山
口ME
・

と
、
志
願
の
便
り
と
な
ら
な
い
も
の
は
「
除
か
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乙
の
三
つ
の
方
針
を
物
語
の
構
想
と
い
う
問
題
に
関
連
づ
け

て
原
拠
本
と
の
関
係
を
推
定
し
て
み
る
と
、H
は
物
語
の
筋
は
問
答
で
展
開
し
て
い
く
よ
う
な
形
態
を
と
る
事
に
な
り
、
伺
は
文
が
部
分
的
に
簡
素
な
表
現
に

(3
) 

変
っ
て
く
る
し
、
同
は
漠
然
と
し
た
内
容
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
特
に
宗
教
や
皇
室
に
関
係
あ
る
内
容
・
歴
史
・
古
例
な
ど
の
話
を
多
数
欠
い
て
い
る
事
な
ど
か

ら
、
同
の
方
針
の
内
容
は
編
者
に
と
っ
て
編
纂
上
の
大
き
な
問
題
点
と
な
っ
た
事
は
明
白
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
師
が
示
し
た
方
針
に
つ
い
て
、
編
者
に
は
幾
分
か
の
遼
巡
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
次
の
知
く
に
原
拠
本
へ
の
態
度
を
述
べ
て
い
る
。
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の
よ
う
に
、
師
の
命
に
従
い
万
民
の
瑚
り
を
覚
悟
の
上
で
、
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
は
本
書
を
違
え
ず
書
写
し
抜
書
と
し
た
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
師
の
編
纂
方
針

の
意
義
を
一
一
一
納
得
し
な
が
ら
も
、
原
拠
本
を
大
切
に
考
え
て
い
る
あ
た
り
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
編
纂
態
度
が
現
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
構
想
は
緒
言
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
た
場
合
に
、
編
者
に
は
外
人
宣
教
師
達
の
勉
学
の
為
の
書
と
し
て
は
平
家

物
語
が
も
っ
と
も
よ
い
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
強
い
推
薦
の
意
向
を
抱
い
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
乙
の
意
向
は
平
家
物
語
へ
の
認
識
が
裏
付
と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
知
的
な
内
容
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
も
昔
守
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
天
草
本
平
家
物
語
』
と
平
家
物
語
諸
本
と
で
前
者
を
著

し
く
特
色
あ
ら
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
の
は
、
師
が
編
纂
方
針
と
し
て
示
し
た
雑
談
の
形
態
を
と
る
事
・
志
願
の
便
り
に
な
ら
な
い
こ
と
は
除
く
事
な
ど
の
二

点
を
活
か
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
後
者
は
物
語
の
内
容
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。
一
方
、
編
者
は
師
の
方
針
を
謙
虚
に
受
け
入
れ
な
が

ら
も
忠
実
に
原
拠
本
を
辿
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
共
か
ら
は
か
な
り
意
識
的
な
構
え
で
編
纂
に
臨
ん
だ
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
以

下
の
章
段
で
述
べ
る
基
本
的
な
構
想
・
巻
と
巻
と
の
継
続
の
問
題
な
ど
の
点
に
も
共
通
な
も
の
と
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
構
想
の
前

段
階
の
問
題
と
し
て
、
基
本
と
な
る
べ
き
事
共
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
。

ぅ
“

基
本
的
な
構
想

前
章
で
は
編
者
が
ど
ん
な
構
想
を
抱
い
て
い
た
か
を
理
解
す
る
為
に
、
編
纂
当
時
の
問
題
点
を
通
じ
て
構
想
に
お
よ
ぶ
事
共
を
考
え
て
み
た
が
、
こ
と
で
は

『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
内
容
か
ら
構
想
に
触
れ
る
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
理
解
を
進
め
て
い
こ
う
。

編
者
は
『
天
草
本
平
家
物
語
』
で
、
右
馬
之
允
と
喜
一
検
校
と
の
問
答
関
係
を
利
用
し
た
形
式
で
物
語
を
展
開
せ
し
め
て
い
る
が
、
乙
の
中
で
物
語
を
除
い

た
両
者
の
や
り
と
り
に
は
、
構
想
の
中
枢
と
な
る
考
え
方
が
伺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
編
者
は
物
語
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
糎
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
を

考
え
て
み
る
と
、
物
語
の
冒
頭
で
あ
る
「
巻
第
こ
・
「
第
一
」
で
、
右
馬
之
允
は
喜
一
検
校
に
物
語
へ
の
要
望
と
も
言
い
得
る
言
葉
で
語
り
か
け
て
い
る
。

。
芯
ロ
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。55
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乙
れ
に
応
え
て
宣
ニ
検
校
は
、

。
ロ
ロ
毘
・
同
g
E
8
S

円
四o
m
O
8
2
υ
g
s
z
s
s
ユ
自
民
員
。
N
E
・

と
、
右
馬
之
允
の
意
を
素
直
に
受
け
て
い
る
。
乙
の
両
者
の
対
話
の
よ
う
な
問
答
を
一
読
す
る
と
、
右
馬
之
允
は
さ
り
げ
な
く
喜
一
検
校
に
語
り
始
め
る
の
を

促
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
喜
一
検
校
は
む
し
ろ
進
ん
で
右
馬
之
允
の
意
を
迎
え
る
か
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
や
り

と
り
の
中
に
編
者
の
構
想
に
つ
い
て
の
中
枢
と
な
る
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
右
馬
之
允
は
「
平
家
の
由
来
が
聞
き
た
い
程
に
あ
ら
あ

ら
略
し
て
お
語
り
あ
れ
。
」
と
言
っ
て
お
り
、
「
平
家
の
由
来
」
を
「
あ
ら
／
＼
略
し
て
」
編
纂
す
る
の
を
狙
い
と
し
た
と
思
わ
れ
る
事
は
、
以
下
の
二
点
か
ら

よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

乙
の
理
由
の
一
つ
は
、
右
に
引
用
し
た
喜
一
検
校
の
「
や
す
い
事
で
ご
ざ
る
。
お
ほ
か
た
語
り
ま
ら
せ
う
ず
」
の
言
葉
に
は
、
相
手
に
安
易
に
く
み
し
た
よ

う
な
態
度
を
感
じ
る
が
、
乙
れ
は
は
っ
き
り
し
た
方
針
が
あ
る
場
合
に
は
同
様
な
手
法
で
事
が
運
ば
れ
る
と
い
う
と
と
は
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す

る
と
こ
の
言
葉
は
前
述
し
た
考
え
方
を
支
え
る
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
平
家
物
語
を
「
あ
ら
／
＼
略
し
て
」
語
る
と
い
う
考
え
よ
う
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に
よ
っ
て
は
困
難
な
要
求
に
、
気
軽
に
「
や
す
い
事
で
ご
ざ
る
」
と
応
じ
、
そ
の
意
を
受
け
て
「
お
ほ
か
た
語
り
ま
ら
せ
う
ず
」
と
答
え
て
い
る
の
は
、
ま
ず

最
初
に
物
語
の
構
想
を
打
ち
出
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
つ
め
は
「
巻
第
四
」
・
「
第
二
十
八
」
に
は
、
右
馬
之
允
と
喜
一
検
校
と
の
「
あ
ら
／
＼
略
し
て
」
に
対
す
る
確
認
の
言
葉
が
あ
る
。
右
馬
之
允
は
次
の
言

葉
で
「
第
二
十
八
」
に
は
い
る
。

〈
冨
・
自
信
宮
町

E
g

司
包
G
O
B
O
E
S
。
。
2
0
8

同
色
。B
3
4

。
S
E
a
s
－
骨g
a
g
s
z
g
R
E

ロ
・

こ
れ
に
応
じ
て
喜
一
検
校
の
相
槌
と
も
言
え
る
答
え
に
続
い
て
「
平
家
断
絶
」
が
語
ら
れ
て
い
く
が
、
乙
の
末
尾
で
喜
一
検
校
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

司
。
山
内
同
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山
口

o
w
g
円
相
凶
即
ロ
釦
件
釦
目
立
釦
の
ロ
。
。
ロ

O
V
A
g白
色
。
問
。
一

N
m凶
同
信
向
。
門
戸

O
ロ
「
・

と
、
長
く
語
り
続
け
た
物
語
の
締
め
括
り
を
し
、
更
に
右
馬
之
允
へ
謝
意
を
表
し
て
『
天
草
本
平
家
物
語
』
を
完
結
に
導
い
て
い
る
が
、「
第
二
十
八
」
に
こ

れ
ら
の
言
葉
が
あ
る
の
は
構
想
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
始
め
剖
刻
っ
て
い
な
い
事
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
右
馬
之
允
の
「
平
家
の
由
来
」
を
「
あ
ら



あ
ら
略
し
て
お
語
り
あ
れ
」
と
い
う
要
望
が
、
後
に
な
っ
て
再
び
彼
自
身
で
「
大
略
平
家
も
あ
そ
こ
こ
こ
な
れ
ど
も
、
大
方
聞
き
通
い
た
か
と
存
ず
る
」
と
認

め
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
編
者
自
身
が
目
的
を
達
し
た
と
考
え
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
喜
一
検
校
も
右
馬
之
允
の
意
を

気
軽
に
受
け
「
お
ほ
か
た
語
り
ま
ら
せ
う
ず
」
と
答
え
、
す
べ
て
を
語
り
終
っ
た
後
で
「
平
家
の
由
来
は
大
略
此
の
分
で
ご
ざ
る
ほ
ど
に
：
：
：
」
と
改
め
て
跡

づ
け
て
い
る
点
な
ど
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
目
的
を
達
し
た
事
を
確
認
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
編
者
が
構
想
と
し
て
抱
い
て
い
た
根

幹
と
な
っ
て
い
る
考
え
を
一
貫
さ
せ
た
と
い
う
意
識
が
現
わ
れ
て
い
る
と
受
け
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
巻
第
こ
・
「
第
ご
の
右
馬
之
允
の
「
平
家
の
由
来
」
を
「
あ
ら
／
＼
略
し
て
お
語
り
あ
れ
」
の
要
望
と
も
言
え
る
聞
い
と
、
こ
れ
に
応
じ

た
喜
一
検
校
の
答
え
に
意
を
用
い
、
更
に
「
巻
第
四
」
・
「
第
二
十
八
」
に
お
い
て
両
者
が
共
に
語
ら
れ
語
っ
た
跡
を
「
：
：
：
大
略
：
：
：
云
々
」
の
語
調
で
認
め

合
っ
て
い
る
な
ど
の
前
後
関
係
を
考
え
併
せ
た
時
、
編
者
が
『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
物
語
の
部
分
を
如
何
に
橿
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
か
と
い
う
構
想
の
一

端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
編
者
の
「
平
家
の
由
来
」
を
「
あ
ら
／
＼
略
し
て
」
編
纂
す
る
と
い
う
意
図
を
繰
り
返
し
表
現
す
る
と
い
う
手

「
あ
ら
／
＼
略
し
て
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
か
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

譲
る
が
、
一
応
「
読
請
の
人
に
対
し
て
書
す
」
に
示
さ
れ
て
い
る
事
共
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
前
章
と
本
章
と
で
も
触
れ
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法
の
中
に
、
構
想
の
中
枢
と
な
る
考
え
が
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
浮
ん
で
く
る
。

て
い
る
よ
う
に
、
編
者
が
編
纂
に
当
っ
て
示
し
た
態
度
に
は
意
識
的
な
姿
勢
や
明
瞭
な
意
向
な
ど
が
伺
え
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
立
場
も
問
題
点

の
解
明
の
為
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

四

巻
と
巻
と
の
継
続

編
者
が
物
語
の
構
想
を
如
何
に
考
え
て
い
た
か
は
、

「
平
家
の
由
来
」
を
「
あ
ら
／
＼
略
し
て
」
編
纂
す
る
事
に
あ
っ
て
、
編
者
は
乙
の
点
を
は
っ
き
り
意

図
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
図
は
「
巻
第
一
」
を
除
く
各
巻
「
第
一
」
の
問
答
に
も
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、
乙
乙
で
は
そ
れ

ら
が
ど
ん
な
役
割
を
果
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
各
巻
「
第
ご
の
両
者
の
問
答
に
は
、
巻
全
体
の
内
容
に
亘
っ
て
は
言
い
及
ん
で
は
い
な
い



が
、
各
巻
「
第
一
」
で
語
ら
れ
る
話
の
一
部
分
に
物
語
の
流
れ
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
よ
う
な
意
向
は
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
者
は
そ
の
他
の
例
に

も
共
通
し
て
い
る
為
、
問
題
の
焦
点
と
は
し
な
い
が
、
後
者
応
は
前
巻
末
と
次
巻
「
第
こ
と
を
編
者
が
意
識
的
に
継
続
せ
し
め
よ
う
と
し
た
か
と
思
わ
れ
る

表
現
が
み
ら
れ
る
な
ど
を
考
え
て
い
く
と
、
特
に
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
紙
玉
の
位
置
の
説
明
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
巻
第
ご
・
「
第
ご
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
右
馬
之
允
が
物
語
を
聞
き
た
い
と
い
う
要
望
に
喜
一
検
校
が
応
じ
て
物
語
を
始
め
て
い
る
。
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司
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と
あ
っ
て
、
次
に
祇
園
精
舎
の
極
め
て
簡
略
化
し
た
よ
う
な
話
が
続
く
。
乙
の
両
者
の
や
り
と
り
に
は
、
平
家
物
語
全
体
を
如
何
に
語
る
か
と
い
う
事
を
述
べ

て
は
あ
っ
て
も
、
「
巻
第
ご
の
為
の
言
葉
は
な
い
。
物
語
を
最
初
か
ら
語
る
の
に
は
物
語
を
起
す
言
葉
が
あ
れ
ば
よ
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
「
第
こ

の
物
語
の
内
容
を
指
定
し
て
い
る
よ
う
な
又
は
予
定
し
て
い
る
よ
う
な
右
馬
之
允
の
言
葉
は
乙
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ

彩
が
濃
い
。

「
巻
第
こ
は
「
第
ご

t

「
第
十
二
」
ま
で
の
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
「
第
こ
に
は
右
馬
之
允
の
物
語
を
問
う
言
葉
が
屡
々
出
て
お
り
雑
談
の
色

「
第
二
」l

「
第
十
二
」
ま
で
に
は
こ
う
い
う
設
定
は
な
く
、
内
題
の
後
に
く
る
右
馬
之
允
の
た
だ
一
回
の
聞
い
に
答
え
て
喜
一
検
校
は
内
題
の

R
U
 

な
ら
ば
こ
こ
で
の
右
馬
之
允
の
言
葉
は
間
接
的
に
「
第
こ
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

内
容
を
語
っ
て
い
く
。
従
っ
て
「
第
こ
で
は
物
語
内
部
の
聞
い
が
実
際
に
は
物
語
を
展
開
さ
せ
る
役
割
を
呆
し
て
い
る
が
、

い
の
み
が
そ
の
役
割
を
呆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
で
「
巻
第
こ
は
盛
者
必
衰
の
道
理
か
ら
有
王
が
俊
寛
の
後
世
を
弔
っ
た
事
ま
で
の
話
が
麗
め
ら
れ

「
第
二
」
以
下
で
は
最
初
の
間

て
い
る
。

次
に
「
巻
第
一
己
・
「
第
こ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
第
ご
は
紙
王
の
話
で
あ
る
が
、
「
第
二
」
は
高
倉
宮
の
御
謀
叛
の
話
へ
移
っ
て
い
る
。
ま
ず

「
第
ご
話
を
起
す
為
の
問
答
は
、
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と
、
清
盛
の
横
暴
を
説
き
更
に
紙
王
の
話
へ
進
ん
で
い
く
。
乙
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
祇
王
の
位
置
で
あ
っ
て
、
有
王
か
ら
高
倉
宮
の
御
謀
叛
ま
で
の
聞
に
祇

王
が
あ
る
例
は
他
の
諸
本
に
は
見
出
せ
な
い
。
乙
の
両
者
の
や
り
と
り
に
は
話
の
ゆ
き
が
か
り
上
応
じ
た
よ
う
な
言
葉
と
か
、
こ
こ
で
聞
き
た
い
話
の
希
望
と

か
は
述
べ
で
あ
っ
て
も
、
「
巻
第
二
」
の
内
容
に
触
れ
て
は
い
な
い
の
は
「
巻
第
こ
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
右
の
問
答
で
特
に
重
要
な
事
は
右
馬
之
允
の
問

い
で
あ
っ
て
、
編
者
が
前
話
を
意
識
し
て
い
る
点
が
伺
わ
れ
る
。
即
ち
「
さ
て
ま
こ
と
に
誰
に
も
彼
に
も
清
盛
は
難
儀
を
か
け
た
人
ぢ
や
の
？
」
を
考
え
て
み

る
と
、
「
さ
て
」
の
接
続
調
で
始
ま
る
こ
の
文
に
は
、
前
に
述
べ
た
事
を
受
け
た
為
の
意
が
明
ら
か
に
出
て
い
る
し
、
「
誰
に
も
彼
に
も
清
盛
は
難
儀
を
か
け
た

人
ぢ
や
の
？
」
と
は
、
前
巻
で
清
盛
に
謀
叛
を
企
て
た
為
に
ひ
ど
い
め
に
あ
っ
た
成
親
卿
関
係
の
人
々
を
指
す
事
は
、
乙
れ
ら
一
連
の
物
語
の
後
に
き
て
い
る

問
答
で
あ
っ
て
み
れ
ば
容
易
に
納
得
で
き
よ
う
。
右
馬
之
允
は
更
に
「
ま
た
其
の
紙
王
が
事
を
も
聞
き
た
い
。
お
語
り
あ
れ
よ
と
言
っ
て
い
る
。乙
の
要
望

は
「
ま
た
」
の
語
に
続
い
て
い
る
乙
と
か
ら
、
紙
王
の
話
を
ど
の
よ
う
に
前
か
ら
の
関
連
の
上
に
聞
き
た
か
っ
た
か
の
点
も
明
白
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
乙

れ
は
「
誰
に
も
彼
に
も
清
盛
は
難
儀
を
か
け
た
人
ぢ
や
の
？
」
の
系
列
の
よ
に
祇
王
を
も
意
識
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
編
者
は
右
馬
之
允
を

し
て
清
盛
が
「
誰
に
も
彼
に
も
」
「
難
儀
を
か
け
た
：
：
：
」
の
は
、
成
親
卿
関
係
の
人
々
の
み
で
な
く
白
拍
子
祇
王
を
も
こ
の
よ
う
な
認
識
の
範
囲
に
留
め
さ
-16-

せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
右
馬
之
允
は
「
：
：
：
お
語
り
あ
れ
。
」
と
は
っ
き
り
し
た
語
調
で
言
葉
を
結
ん
で
い
る
が
、
乙
れ
に
は
紙
王
の
位
置
づ
け

を
明
確
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
意
向
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
次
に
喜
一
検
校
の
答
え
を
考
え
て
み
る
と
、
右
馬
之
允
の
言
葉
に
対
し
て
、「長
い
事
な

れ
ど
も
申
さ
う
ず
。
清
盛
は
こ
の
や
う
に
：
：
：
」
と
清
盛
の
威
勢
に
続
い
て
紙
王
を
語
っ
て
い
く
が
、

(
4
) 

踏
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
勿
論
話
量
の
多
さ
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
の
よ
う
な
問
題
を
控
え
な
が
ら
も
祇
王
を
位
置
づ
け
た
の
は
、
平
家
物
語
中
の
有
名

な
話
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
紙
王
の
特
殊
な
位
置
づ
け
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
編
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

(
5
>

る
が
、
右
の
よ
う
な
事
情
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
流
れ
と
し
て
は
前
巻
の
「
第
十
二
」
か
ら
本
巻
の
「
第
二
」
へ
移
行
し
て
い
く
の
が

(
6
) 

自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
「
第
十
二
」
か
ら
「
第
一
」
へ
続
く
の
が
む
し
ろ
自
然
の
よ
う
に
思
わ
し
め
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
を
通
じ
て
編
者
の
意
図

を
も
う
一
度
確
か
め
て
み
る
と
、
前
巻
「
第
十
二
」
の
末
尾
に
有
王
が
諸
国
修
行
を
し
て
主
の
後
世
を
弔
っ
た
話
に
続
い
て
、

「
長
い
事
な
れ
ど
も
申
さ
う
ず
。
：
：
：
」
に
は
や
や
鴎
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と
あ
る
が
、
乙
の
文
の
「
人
」
は
前
か
ら
の
話
を
受
け
た
複
数
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
前
述
し
た
聞
き
手
の
右
馬
之
允
の
言
葉
は
乙
う
し
た
内
容

を
巧
み
に
受
け
と
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
巻
第
二
」
は
「
第
こ
l

「
第
十
二
」
ま
で
で
あ
る
が
、
「
第
こ
の
右
馬
之
允
が
祇
王
の
物
語
を
問
う
言
葉
に
は
、
紙
王
の
話
を
位
置
づ
け
る
よ
う
な

意
図
が
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
紙
王
の
位
置
は
、
他
の
平
家
物
語
諸
本
の
紙
王
の
そ
れ
と
は
関
連
を
見
出
し
難
い
と
思
わ
れ

る
が
、
右
馬
之
允
の
言
葉
の
内
容
を
推
定
し
て
い
く
と
、

「
巻
第
一
」
の
物
語
に
あ
っ
た
事
共
が
念
頭
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
紙
王
の
位
置
づ
け
は
編
者
な
り
に

意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
巻
第
一
一
」
・
「
第
こ
で
の
右
馬
之
允
は
、
前
巻
の
内
容
を
受
け
る
よ
う
な
事
と
紙
王

の
話
を
聞
き
た
い
と
は
言
っ
て
い
て
も
、

「
巻
第
一
ご
全
体
に
は
言
い
及
ん
で
は
い
な
い
。
乙
の
巻
に
は
「
巻
第
こ
・
「
第
こ
の
よ
う
な
雑
談
の
色
彩
の
強

さ
は
な
く
、
殆
ん
ど
同
「
第
二
」
以
下
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
紙
王
が
清
盛
に
愛
せ
ら
れ
た
事
か
ら
平
家
が
近
江
の
源
氏
を
攻
め
に
発
向
し
た
話
ま
で
が
纏

「
巻
第
三
」
に
移
ろ
う
。
こ
の
巻
の
「
第
ご
と
前
巻
末
と
の
聞
に
は
平
家
物
語
の
諸
本
に
あ
る
話
が
か
な
り
な
い
事
は
、「
巻
第
こ
末
と
「
巻
第
二
」

月t

め
ら
れ
て
い
る
。

の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
紙
王
の
よ
う
な
特
殊
な
位
置
づ
け
を
思
わ
し
め
る
話
は
な
い
。
「
巻
第
三
」
・
「
第
こ
の
両
者
の
問
答
は
、
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と
、
木
曽
の
由
来
が
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
二
回
に
わ
た
る
両
者
の
や
り
と
り
に
、
右
馬
之
允
は
木
曽
の
話
を
聞
乙
う
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
最
初
の
表
現

に
は
前
か
ら
の
関
連
が
そ
れ
と
な
く
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
ゅ
う
べ
の
物
語
が
あ
ま
り
本
意
な
い
ほ
ど
に
、
今
は
ま
た
木
曽
殿
の
成
立
ち
・
・

・
：
」
と
は
、
ゆ
う
べ
の
物
語
の
続
き
と
し
て
今
日
の
物
語
を
聞
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
ま
ず
「
巻
第
一
こ
・
「
第
六
」
に
戻
っ
て
み
る
と
そ
乙
で
両



者
は
「
右
馬
。
宇
治
川
を
渡
い
た
事
と
源
三
位
入
道
の
討
死
を
召
さ
れ
た
所
を
も
き
h

た
い
。
喜
。
そ
れ
を
ば
明
日
と
存
ず
れ
ど
も
、
さ
ら
ば
只
今
申
さ
う

ず
。
」
と
問
答
し
あ
っ
て
い
る
。
「
第
七
」
で
は
両
者
の
問
答
は
な
く
、
内
題
に
次
い
で
い
き
な
り
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
聞
き
続
け
た
い
意
向
の
強
さ
が

出
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
。

「
第
八
」
・
「
第
九
」
・
「
第
十
」
の
問
答
に
は
「
第
六
」
と
特
に
関
係
あ
る
内
容
は
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
「
第
八
」

・
「
第
九
」
の
話
量
は
少
な
い
部
類
に
属
す
事
や
「
第
十
」
で
物
語
の
さ
き
を
急
が
せ
る
よ
う
な
右
馬
之
允
の
言
葉
な
ど
を
考
え
併
せ
た
時
、
「
巻
第
三
」
・
「
第

ご
の
「
ゅ
う
ベ
：
：
：
云
々
」
は
「
巻
第
二
」
・
「
第
六
」
の
喜
一
検
校
の
「
そ
れ
を
ば
明
日
と
存
ず
れ
ど
も
：
：
：
云
々
」
の
言
葉
と
無
関
係
と
は
言
い
切
れ

な
い
よ
う
で
あ
る
。
右
馬
之
允
は
再
び
言
葉
を
補
っ
て
「
巻
第
三
」
・
「
第
こ
で
聞
き
た
い
事
を
問
い
、
喜
一
検
校
は
こ
れ
に
応
え
て
語
り
出
す
。

「
巻
第
三
」
は
「
第
こ
l
「
第
十
三
」
ま
で
で
あ
る
が
、
「
第
こ
の
右
馬
之
允
の
言
葉
に
は
前
巻
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
の
は
、
「
巻
第

一
ご
末
か
ら
「
巻
第
三
」
へ
物
語
を
進
め
た
い
意
識
が
編
者
に
あ
っ
た
事
を
物
語
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
尚
、
乙
の
巻
で
も
「
第
こ
の
間
い
で
巻
全
体
に

触
れ
る
内
容
は
な
く
、
右
馬
之
允
の
物
語
を
問
う
言
葉
で
物
語
は
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
木
曽
義
仲
の
生
い
立
ち
か
ら
悪
行
を
世
上
で
取
沙
汰
さ
れ
る

「
巻
第
四
」
は
各
巻
を
通
じ
て
最
も
多
く
の
内
題
と
話
量
を
抱
え
て
い
る
。
「
第
ご
の
右
馬
之
允
の
聞
い
に
は
明
ら
か
に
前
話
の
内
容
を
指
示
す
る
語
が

。
。

話
ま
で
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
。
両
者
の
問
答
を
引
用
し
て
み
る
と
、
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に
、
頼
朝
が
弟
の
範
頼
・
義
経
を
さ
し
向
け
た
話
へ
と
続
い
て
い
く
が
、
乙
の
聞
い
に
は
「
第
こ
話
が
語
ら
れ
て
い
く
為
に
必
要
な
言
葉
の
中
に
、
前
話
の

内
容
が
念
頭
に
あ
る
為
の
語
が
見
出
せ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
「
頼
朝
は
木
曽
が
こ
の
や
う
な
狼
籍
を
き
い
て
：
：
：
云
々
」
と
あ
る
「
：
：
：
こ
の
よ
う
な
：
：
：
」

と
い
う
語
は
、
「
巻
第
三
」
・
「
第
十
三
」
に
あ
る
狼
籍
の
数
々
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
「
巻
第
三
」
・
「
第
十
三
」
か
ら
「
巻
第
四
」
・
「
第
一
」
へ
の
移
行
に

「
巻
第
二
末
か
ら
「
巻
第
二
」
・
「
巻
第
一
こ
末
か
ら
「
巻
第
三
」
へ
の
場
合
の
よ
う
に
話
を
欠
い
て
は
お
ら
ず
、
原
拠
本
に
従
っ
て
物
語
を
進

め
た
よ
う
で
あ
る
。
尚
、
今
ま
で
の
各
巻
「
第
こ
の
右
馬
之
允
は
喜
一
検
校
が
話
す
内
容
を
指
定
し
た
よ
う
な
間
い
方
を
し
て
い
る
が
、
乙
こ
の
み
が
疑
問

(
7
) 

の
助
詞
を
用
い
た
、
つ
ま
り
話
す
内
容
を
予
定
し
た
よ
う
な
問
い
方
で
あ
る
。
こ
の
巻
の
聞
い
に
は
単
に
先
を
促
す
為
の
も
の
と
思
わ
れ
る
言
葉
も
か
な
り
あ

つ
い
て
は
、



る
な
ど
は
特
徴
あ
る
傾
向
と
雪
弓
え
よ
う
。

「
巻
第
四
」
は
「
第
こ

t

「
第
二
十
八
」
ま
で
で
物
語
は
終
り
と
な
る
。
乙
こ
の
「
第
こ
の
右
馬
之
允
の
問
い
に
は
前
話
の
木
曽
の
狼
籍
を
指
示
す
る

語
が
あ
る
。
乙
の
事
は
編
者
が
「
巻
第
三
」
の
末
と
「
巻
第
四
」
の
「
第
ご
と
を
物
語
の
筋
と
し
て
継
続
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
箇
所

と
言
え
よ
う
。

「
第
ご
の
問
い
に
も
「
巻
第
四
」
全
体
に
亘
る
事
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
各
巻
の
「
第
ご
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
乙
の
巻
も
殆
ど
右

馬
之
允
の
言
葉
に
よ
っ
て
物
語
は
語
り
継
が
れ
、
頼
朝
が
範
頼
・
義
経
を
さ
し
上
せ
ら
れ
た
事
か
ら
六
代
も
失
わ
れ
た
ま
で
の
長
い
話
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

以
上
「
巻
第
ご
l

「
巻
第
四
」
ま
で
の
各
「
第
こ
の
右
馬
之
允
と
喜
一
検
校
の
問
答
の
主
に
右
馬
之
允
の
言
葉
の
中
に
、
構
成
に
つ
い
て
編
者
の
意
図

が
知
何
に
現
わ
れ
て
い
る
か
を
探
ろ
う
と
努
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
は
次
巻
へ
の
続
か
せ
方
に
つ
い
て
は
編
者
な
り
の
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
各
「
第
一
」

に
は
意
識
的
に
配
さ
れ
た
跡
が
伺
わ
れ
る
。
乙
の
顕
著
な
例
は
「
巻
第
四
」
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
指
示
語
と
前
話
の
内
容
と
の
関
係
は
明
瞭
で
あ
り
、
物
語
の

続
き
工
Aロ
に
も
無
理
は
な
い
が
、
「
巻
第
三
」
で
は
「
巻
第
二
」
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
し
め
る
よ
う
な
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
の
に
留
る
が
、
平
家
諸
本
に

-19 -

あ
る
物
語
を
大
き
く
欠
い
て
い
る
点
を
も
考
え
併
せ
る
と
、
右
馬
之
允
を
し
て
乙
の
よ
う
な
表
現
を
と
ら
し
め
た
編
者
の
意
図
に
は
、
前
話
と
の
断
層
を
埋
め

ょ
う
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
も
無
理
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
更
に
大
き
な
問
題
点
を
抱
え
る
「
巻
第
こ
と
「
巻
第
二
」
と
の
関
連
を
考
え
て

み
る
と
、
「
巻
第
一
己
・
「
第
一
」
が
紙
王
の
話
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
右
馬
之
允
の
言
葉
か
ら
推
定
し
て
い
く
と
、
「
誰
に
も
彼
に
も
」
「
難
儀
」
を
か
け
た

人
達
の
系
列
に
紙
王
を
も
加
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
「
巻
第
四
」
の
場
合
の
よ
う
に
「
第
こ
を
前
巻
に
継
続
し
て
考
え
て
い
る
事

が
明
白
な
例
と
し
て
挙
げ
得
る
事
、
物
語
の
構
想
に
つ
い
て
も
明
確
な
狙
い
を
示
し
て
い
る
事
な
ど
や
、
更
に
「
読
請
の
人
に
対
し
て
害
す
」
か
ら
は
編
纂
に

(
8
>

際
し
て
の
意
識
的
な
構
え
や
意
向
な
ど
も
伺
え
る
し
、
簡
潔
に
事
を
運
ん
で
い
る
手
際
の
跡
な
ど
を
他
の
例
か
ら
も
考
え
併
せ
る
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
推

定
は
無
理
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
編
者
は
巻
と
巻
と
の
繋
ぎ
に
も
意
を
用
い
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

五

結

び



以
上
『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
構
想
に
関
す
る
問
題
点
・
巻
と
巻
と
の
継
続
な
ど
を
編
者
が
知
何
に
考
え
て
い
た
か
を
跡
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。
編
者
は
編

纂
に
当
っ
て
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
方
針
や
意
向
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
共
は
物
語
を
除
い
た
問
答
の
部
分
に
か
な
り
具
体
的
に
伺

え
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
前
述
し
た
二
点
を
纏
め
た
結
果
、
構
想
に
つ
い
て
は
「
平
家
の
由
来
」
を
「
あ
ら
／

k

略
し
て
」
編
纂
す
る
と
い
う
事
が
中
枢
と

な
る
考
え
方
で
あ
り
、
「
あ
ら
／
＼
略
し
て
」
綴
り
な
が
ら
も
前
巻
と
次
巻
と
の
続
き
工
合
が
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
意
を
用
い
た
よ
う
な
跡
が
み
ら
れ
る
。

注
2 1 

『
聾
文
研
究
』
第
二
十
号
に
掲
載
。

『
国
文
学
攻
』
の
「
天
草
版
平
家
物
語
の
原
拠
覚
書
」
（
清
良
瀬
一
氏
著
）
な
ど
を
参
考
に
し
て
校
合
し
た
。

内
題
の
一
文
章
に
相
当
す
る
長
さ
の
も
の
と
し
て
は
宗
教
・
皇
室
関
係
の
も
の
を
欠
い
て
い
る
の
が
目
立
ち
、
部
分
的
な
も
の
と
し
て
は
宗
教
・
歴
史
古
例
な
ど
の
内
容
を

欠
い
て
い
る
の
が
目
立
つ
。

内
題
の
も
と
に
纏
め
ら
れ
た
話
量
と
し
て
は
物
語
の
中
で
も
っ
と
も
多
い
。
全
体
を
通
じ
た
話
量
の
平
均
は
「
祇
王
」
の
約
半
分
程
度
で
あ
る
。

宗
教
関
係
・
皇
室
関
係
・
そ
の
他
な
ど
の
話
を
連
続
し
て
欠
い
て
い
る
。

「
巻
第
ご
・
「
第
十
三
」
と
「
巻
第
二
」
・
「
第
一
」
と
の
続
き
工
合
は
問
答
で
説
明
が
つ
く
と
思
う
が
、
「
巻
第
二
」
・
「
第
ご
と
同
「
第
二
」
の
継
続
関
係
は
問
答
で
解

決
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

「
巻
第
四
」
で
は
部
分
的
に
話
を
欠
い
て
は
い
る
が
物
語
の
筋
は
か
な
り
忠
実
に
辿
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

は
び
あ
ん
の
著
書
『
妙
貞
問
答
』
・
『
破
提
字
子
』
・
「
仏
法
の
次
第
略
抜
書
」
を
も
参
照
。
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