
介紹

基
本
に
せ
ま
る
問
題
と
な
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、

鑑
定
の
必
要
か
ら
生
れ
た
こ
れ
ら
の
書
物
に
よ
っ

て
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
上
述
の
書
誌
的
必
要
も
あ
っ
て
豪
華
本
と
な
っ

た
本
書
は
、
史
料
公
刊
の
上
で
は
、
う
ら
や
ま
し

い
ば
か
り
の
理
想
的
完
壁
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

が
、
本
書
に
よ
っ
て
、
日
本
刀
史
の
研
究
は
大
き

く
前
進
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
B
5
判
七
六
一
頁
〔
半
分
は
写
真
〕
昭
瀦
四
四
年

　
二
月
吉
川
弘
文
館
刊
・
定
価
　
二
、
O
O
O
円
〔
限

　
定
版
〕
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
熱
田
　
公
）

京
都
市
編

京
都
の

歴
史

　
本
書
は
、
通
例
の
場
合
な
ら
「
京
都
市
史
」
と

し
て
出
さ
れ
る
性
格
の
本
で
あ
る
が
、
あ
え
て

「
京
都
の
歴
史
」
と
い
う
一
般
書
の
体
裁
で
刊
行

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
　
「
官
」

の
仕
事
で
な
く
、
　
「
民
」
の
、
い
う
な
れ
ば
京
の

町
衆
の
自
ら
つ
く
り
あ
げ
た
歴
史
と
し
て
世
に
問

お
う
と
い
う
意
気
込
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
三
巻
『
近
世
の
胎
動
』
は
、
義
満
の
太
政
大

臣
襲
位
信
長
入
京
ま
で
の
室
町
・
戦
国
時
代
を
扱

っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
を
代
蓑
さ
せ
る
テ
ー
マ

と
し
て
「
近
世
の
胎
動
」
を
あ
げ
た
こ
と
も
特
徴

的
で
あ
る
。
常
識
的
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

テ
ー
マ
は
む
し
ろ
安
土
桃
山
時
代
を
扱
う
第
四
巻

に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、
序
説
で
「
近
世

の
蓑
微
」
と
し
て
あ
げ
る
「
世
界
の
な
か
の
京
都

と
し
て
の
国
際
的
環
境
の
成
立
」
・
「
銭
貨
が
経
済

の
主
役
と
な
っ
た
こ
と
」
・
「
商
人
・
職
人
な
ど
の

新
興
階
級
」
の
形
成
と
京
都
へ
の
結
集
、
以
上
の

三
要
素
が
室
町
時
代
に
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の

が
本
巻
を
通
ず
る
主
張
で
あ
る
。
第
一
章
は
「
京

都
の
再
生
」
で
、
そ
の
第
一
節
「
世
界
の
な
か
の
京

都
」
で
は
ロ
ー
マ
・
長
安
と
対
比
し
、
同
じ
く
古
代

都
市
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
京
都
だ
け
は
な
ぜ
近

世
都
市
に
む
か
っ
て
再
生
し
え
た
の
か
、
と
い
う

問
を
出
し
、
全
国
の
商
品
流
通
網
の
特
質
に
そ
の

理
由
を
求
め
て
い
る
。
序
説
を
受
け
、
巻
全
体
の

導
入
部
を
な
す
部
分
と
し
て
、
実
に
巧
み
な
構
成

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
本
巻
が
第
～
回
配
本
に
な

っ
た
の
も
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
本
巻
は
「
京
都
の
再
生
」
に
つ
づ
い
て
、
「
宗
教

と
商
業
の
露
盤
」
「
大
乱
と
荒
廃
」
「
北
山
と
東
山

の
文
化
」
「
乱
後
の
復
興
と
町
衆
」
「
洛
中
・
洛
外
」

の
計
六
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
六
章
が
、
嘉

吉
の
乱
・
細
川
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
目
安
に
区

分
さ
れ
る
三
期
に
二
章
ず
つ
配
分
さ
れ
、
夫
々
政

治
・
経
済
・
文
化
の
詳
細
な
叙
述
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
な
か
で
も
、
幕
府
の
京
都
支
配
機
構
・
土
倉

の
実
態
・
徳
政
一
揆
と
い
っ
た
、
最
近
学
界
で
も

制
度
史
的
な
掘
り
下
げ
の
進
ん
だ
部
分
は
そ
の
成

果
を
ふ
ま
え
た
密
度
の
高
い
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
四
巻
『
桃
山
の
開
花
』
は
、
大
阪
夏
の
陣
ま

で
の
、
安
土
桃
山
隠
代
を
扱
っ
て
お
り
、
信
長
・

秀
吉
・
家
康
の
三
人
の
在
世
に
合
わ
せ
た
三
期
に

分
か
れ
、
前
巻
同
様
各
二
章
つ
つ
計
六
章
の
構
成
，

で
あ
る
。
第
一
章
「
京
都
と
天
下
一
統
」
以
下
、

「
仏
教
と
キ
リ
シ
タ
ン
」
　
「
京
都
の
改
造
」
　
「
商

業
と
貿
易
し
　
「
京
都
と
徳
川
政
権
」
　
「
桃
山
文
化

の
興
隆
」
で
あ
る
が
、
第
～
章
の
第
～
節
「
自
由

都
市
」
は
、
西
洋
の
自
由
都
市
、
中
国
の
都
市
と

比
較
し
て
京
都
の
都
市
と
し
て
の
特
異
性
を
お
さ

え
た
上
で
信
長
入
京
以
後
の
叙
述
に
入
っ
て
い
る
。

前
巻
で
み
た
「
近
世
の
蓑
徴
」
三
点
が
い
ず
れ
も

発
展
し
な
が
ら
三
人
の
統
～
者
に
よ
っ
て
大
き
く

変
容
さ
ぜ
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
の
が
こ
の
巻
の

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

　
索
引
・
図
版
一
覧
が
あ
っ
て
便
利
で
あ
り
、
三

巻
に
は
酒
屋
・
土
倉
等
三
〇
種
の
事
項
を
記
し
た

地
図
、
第
四
巻
に
は
上
京
・
下
京
の
三
組
や
紙
園

会
の
鉾
の
所
在
を
示
し
た
大
縮
尺
（
一
万
五
千
分

一）

ﾌ
地
図
が
、
別
刷
と
し
て
入
っ
て
お
り
、
巻
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末
に
そ
の
解
説
が
あ
っ
て
ま
こ
と
に
ゆ
き
と
ど
い

て
い
る
。

　
　
（
第
一
二
巻
　
菊
判
太
・
竪
穴
七
五
百
ハ
・
索
引
年
漁
衣
等
ご
｝

　
一
頁
昭
和
四
三
年
一
〇
月
刊
・
第
四
巻
菊
判
本
文
七

　
四
一
頁
・
索
引
年
表
等
三
一
頁
昭
和
四
四
年
一
〇
月

　
刊
何
れ
も
学
芸
譜
林
発
売
定
価
各
二
、
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
田
修
三
）

F
・
レ
ー
リ
ヒ
著

瀬
原
義
生
訳

　
　
中
世
の
世
界
経
済

　
中
世
の
商
学
流
通
が
、
当
時
と
し
て
は
可
能
な

か
ぎ
り
の
広
い
「
世
界
」
を
一
つ
の
経
済
体
制
に

組
み
入
れ
、
そ
こ
で
は
高
級
な
贅
沢
晶
だ
け
で
な

く
、
大
衆
的
な
一
般
消
費
物
資
も
大
量
か
つ
広
範

に
取
引
さ
れ
、
と
う
ぜ
ん
商
人
層
こ
そ
こ
の
「
世

界
経
済
」
の
主
導
者
で
あ
っ
た
と
し
て
、
ビ
ュ
ッ

ヒ
ャ
ー
の
「
都
市
経
済
」
概
念
を
完
膚
な
き
ま
で

に
批
判
し
た
の
が
、
レ
ー
リ
ヒ
の
こ
の
名
著
で
あ

る
こ
と
は
、
こ
と
新
し
く
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
昨
今
の
歴
史
書
翻
訳
ブ
ー
ム
の
な
か

と
は
い
え
、
い
ま
さ
ら
ビ
ュ
ッ
ヒ
瀞
、
1
批
判
で
も

あ
る
ま
い
と
考
え
る
む
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
中
世
経
済
に
つ
い
て
流
通
部
門
へ
の
閣
心

が
相
対
的
仁
稀
薄
で
、
し
か
も
理
論
の
硬
直
化
、

あ
る
い
は
硬
直
し
た
理
論
の
横
行
を
許
し
や
す
い

体
質
を
も
つ
わ
が
学
界
で
は
、
や
は
り
歓
迎
さ
れ

る
べ
き
訳
業
の
～
つ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
本
書
の
内
容
に
対
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が

あ
り
う
る
。
訳
者
も
解
説
（
　
一
　
二
頁
）
で
若
干
の

論
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
た
、

と
え
ば
、
毛
織
物
そ
の
他
の
商
品
に
つ
い
て
中
世

遠
姫
離
商
業
の
対
象
に
な
っ
た
の
が
贅
沢
晶
だ
け

で
な
い
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
第
四
章
「
需
要

充
足
に
あ
た
っ
て
の
消
費
者
の
態
度
」
で
は
、

「
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
あ
る
都
市
貴
族
」
や
皇
帝
ブ

リ
ー
ド
リ
」
ヒ
ニ
世
や
「
ウ
ー
プ
ラ
ン
ド
地
方
の
あ

る
立
派
な
指
導
的
人
物
」
と
い
っ
た
上
層
階
級
の

贅
沢
品
へ
の
強
い
欲
求
の
実
例
を
詳
述
し
、
し
か

も
そ
の
う
え
で
「
あ
ら
ゆ
る
世
界
か
ら
く
る
撮
物

に
対
す
る
」
　
「
一
般
消
費
大
衆
の
衝
動
」
を
説
明

す
る
、
そ
う
い
う
論
証
の
進
め
方
に
は
疑
念
が
残

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
、
史
料
的
に

も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
る
に
し
て
も
。

　
原
著
は
講
演
を
印
刷
に
付
し
た
も
の
で
、
語
学

力
に
自
信
の
な
い
私
な
ど
に
は
読
み
や
す
い
も
の

で
は
な
い
。
　
「
逐
語
訳
に
と
ら
わ
れ
ず
、
原
文
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
正
し
く
伝
え
る
」
と
意
図
さ

れ
た
訳
文
は
、
お
お
む
ね
平
明
で
あ
る
。
訳
者
の

労
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
し
匹
威
勢
三
脚
窪

を
「
，
イ
ン
ド
奥
地
」
（
二
六
頁
）
と
訳
す
の
は
乱
暴

だ
し
、
囚
ρ
無
欝
窪
器
。
げ
僧
ま
は
「
商
人
団
体
」
で

は
な
く
、
や
は
り
「
商
業
」
な
い
し
「
商
人
活

動
」
と
で
も
訳
す
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
．

ま
た
ブ
レ
ー
メ
ン
の
ア
ダ
ム
と
い
う
男
の
「
怪
し

か
ら
ぬ
雷
葉
」
（
六
五
一
六
六
頁
）
は
む
し
ろ
「
警
世

の
句
」
で
あ
り
、
網
織
吻
工
業
を
フ
ラ
ン
ス
に
移

植
し
よ
う
と
の
試
み
は
、
　
「
す
べ
て
の
ひ
と
か
ら

期
待
さ
れ
て
い
た
」
（
七
九
頁
）
の
で
は
な
く
て
、

　
「
予
期
以
上
に
う
ま
く
い
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
。

一
四
七
八
年
、
大
ラ
ー
フ
ェ
ソ
ス
ブ
ル
ク
商
会
が

リ
ヨ
ン
で
大
量
の
バ
ル
ヘ
ン
ト
を
仕
入
れ
た
の
は
、

当
時
ド
イ
ツ
自
体
で
ス
ペ
イ
ン
向
け
の
バ
ル
ヘ
ソ

ト
が
十
分
に
入
手
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、

　
「
ド
イ
ツ
だ
け
で
満
足
せ
ず
、
ス
ペ
イ
ン
の
国
中

・
を
バ
ル
ヘ
ン
ト
で
充
満
さ
せ
た
…
…
」
（
四
二
頁
）

と
い
う
の
は
適
訳
と
は
思
え
な
い
。
こ
と
に
、

　
「
消
費
者
側
の
せ
ま
い
範
囲
…
…
」
（
三
　
頁
）
と

か
、
　
「
飲
み
食
い
に
つ
い
て
は
、
法
外
な
も
の
に

対
す
る
欲
求
は
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
」
（
三
二
頁
）

と
か
、
　
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
精
神
と
は
お
よ
そ
か

け
は
な
れ
た
経
済
理
論
」
（
八
七
頁
）
と
か
の
箇
所

は
、
私
の
理
解
と
は
お
よ
そ
正
反
対
の
意
味
に
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
二
四
頁
の
リ
ュ
…
ペ
ッ
ク
市

場
で
の
毛
織
物
取
引
の
く
だ
り
も
、
訳
文
と
は
ち
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