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＿
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栗
原　
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は
じ
め
に

文
学
館
同
士
の
相
互
の
情
報
交
流
を
は
か
り
、そ
の
問
題
を
検
討
・

協
議
す
る
取
り
ま
と
め
組
織
と
し
て
の
全
国
文
学
館
協
議
会
（
以

下
、
全
文
協
）
に
加
盟
し
て
い
る
施
設
は
、
二
〇
二
四
年
一
月
現
在
、

一
〇
六
件
を
数
え
る（

１
）
。
も
っ
と
も
、
加
盟
自
体
は
あ
く
ま
で
も
自
発

性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
相
応
の
設
備
を
持
ち
な
が
ら
未
加
盟
の

施
設
な
ど
も
多
い
。
少
し
古
い
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、
全
文
協
が
編

集
し
た
『［
増
補
改
訂
版
］
全
国
文
学
館
ガ
イ
ド
』（
小
学
館
、
二
〇

一
三
・
一
）
に
は
、
木
原
直
彦
に
よ
っ
て
六
七
一
件
の
施
設
・
機
関

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
実
態
と
し
て
は
独
立
し
た
建
物
を
持
っ
て
お

ら
ず
、
各
種
図
書
館
や
自
治
体
の
文
化
施
設
の
一
部
に
設
置
さ
れ
た

記
念
文
庫
な
ど
も
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
文

学
館
と
呼
ば
れ
る
施
設
は
今
日
日
、
全
国
各
地
に
存
在
し
て
い
る
。

な
お
、
全
文
協
の
会
則
に
示
さ
れ
る
定
義
に
よ
れ
ば
、
文
学
館
と
は

「
わ
が
国
の
文
学
に
関
す
る
文
献
・
資
料
の
収
集
・
保
管
、
閲
覧
、

展
示
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
、
ま
た
は
こ
う
し
た
事
業
を
行
お
う

と
し
て
い
る
、
施
設
ま
た
は
組
織（

２
）
」
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
定
義
に
従
う
と
す
れ
ば
、
文
学
館
と
は
文
学
を
専
門

と
す
る
博
物
館
と
言
い
換
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
文
学
に
関
わ
る
書
籍
に
特
化
し
た
図
書
館
、
文
学
者
の
資
料
に

関
す
る
文
書
館
と
は
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
文
学
館
は
そ
れ
ら
の
施
設

の
ど
れ
に
も
似
て
い
な
が
ら
、
一
方
で
ど
れ
と
も
同
じ
で
は
な
い
。

か
よ
う
な
文
学
館
の
特
性
に
対
し
て
、
文
学
館
研
究
の
先
駆
で
あ
る

岡
野
裕
行
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。
岡
野
は
、
全
文
協
の
呼
び
か
け

を
お
こ
な
っ
た
日
本
近
代
文
学
館
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
理
念
と
し
て
文
学
者
た
ち
の
利
用
に
資
す
る
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス

が
志
向
さ
れ
て
い
た
と
し
つ
つ
、
し
か
し
同
館
は
も
と
も
と
国
立
国

会
図
書
館
を
模
範
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
も
そ
も
の
起
こ
り
が
百

貨
店
で
の
文
学
資
料
の
展
示
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
岡
野
は
、

こ
う
し
た
点
か
ら
日
本
近
代
文
学
館
が
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
博

物
館
（M

useum

）、
図
書
館
（Library

）、
文
書
館
（A

rchives

）
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の
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
併
せ
持
つ
よ
う
な
施
設
で
あ
っ
た
と

見
て
い
る（

３
）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
い
ず
れ
の
施
設
に
も
収
ま
り
き
ら
な

い
曖
昧
さ
が
存
立
要
件
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
曖
昧
さ
は
日
本

近
代
文
学
館
の
み
な
ら
ず
、
先
の
全
文
協
の
定
義
す
る
文
学
館
の
多

く
に
当
て
嵌
ま
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

さ
し
あ
た
り
そ
の
よ
う
に
文
学
館
の
輪
郭
を
把
握
し
て
み
た
と

き
、
文
学
館
固
有
の
課
題
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
何
に
も
先
立
っ
て
財
政
的
な
課
題
が
大
き
な
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
文
化
行
政
に
対
す
る
予
算
が
相
対
的
に

少
な
い
日
本
の
文
化
施
設
一
般
に
言
え
る
こ
と
だ
ろ
う（

４
）
。
そ
う
で
は

な
く
文
学
館
固
有
の
課
題
と
は
、
文
学
館
が
博
物
館
、
図
書
館
、
文

書
館
と
い
っ
た
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
跨
る
曖
昧
さ
の
う
え
に

成
り
立
つ
ゆ
え
、
目
指
す
べ
き
モ
デ
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
・
機
関

が
独
自
に
模
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
あ
る
。
資
料
の

展
示
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
き
、
博
物
館
機
能
に
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と

も
あ
れ
ば
、
自
館
と
関
わ
る
テ
ー
マ
を
扱
う
書
籍
を
網
羅
的
に
集
め

て
図
書
館
機
能
の
拡
充
を
目
指
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
各
施
設
・

機
関
は
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
状
況
に
則
し
つ
つ
方
向
性
を
決
定
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
初
め
か
ら
正
解
の
よ
う
な
指

針
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
博
物
館
、図
書
館
、文
書
館
と
い
っ

た
施
設
も
少
な
か
ら
ず
似
た
現
状
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の

の
、
文
学
館
が
そ
れ
ら
の
複
合
的
な
機
能
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
す
ぐ
れ
て
文
学
館
的
な

0

0

0

0

0

課
題
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

か
よ
う
な
課
題
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か
。
本
稿

で
は
そ
う
し
た
議
論
に
土
台
を
提
供
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
文
学

館
を
め
ぐ
る
歴
史
に
つ
い
て
ま
ず
概
観
し
て
お
き
た
い
。
次
い
で
文

学
館
の
現
況
を
整
理
し
、そ
の
見
取
り
図
を
示
し
て
い
く
。
そ
し
て
、

こ
こ
一
〇
年
の
間
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
新
宿
区
立
漱
石
山
房
記
念

館
、
早
稲
田
大
学
国
際
文
学
館
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
漱
石
山
房
、
国

際
文
学
館
）
に
構
想
・
準
備
の
段
階
か
ら
関
わ
っ
て
き
た
稿
者
自
身

の
経
験
に
も
ふ
れ
な
が
ら
、
最
後
に
今
後
の
あ
る
べ
き
文
学
館
の
形

に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
な
お
、
近
世
以
前
を
対
象
と
し

た
文
学
館
と
し
て
は
、
三
重
県
松
坂
市
の
本
居
宣
長
記
念
館
や
奈
良

県
奈
良
市
の
県
立
万
葉
文
化
館
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
施
設
が
多
く
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
稿
者
の
専
門
と
す
る
近
・
現
代
の
事
例
を
中
心
に
議

論
を
進
め
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

一
、 

文
学
資
料
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
観
小
史

本
節
で
は
、
日
本
に
お
け
る
文
学
館
の
歴
史
に
つ
い
て
簡
単
に

辿
っ
て
い
く
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
ハ
コ
モ
ノ
と
し
て
の
文
学
館
の
設

立
は
、
文
学
資
料
を
ア
ー
カ
イ
ヴ
す
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
く
諸
々

の
活
動
の
な
か
で
は
、
総
体
と
し
て
は
比
較
的
新
し
い
動
向
と
言

え
、
少
な
く
と
も
戦
前
に
実
現
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い（

５
）
。
従
っ

て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
前
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
動
向
か
ら
説
き
起
こ
し

つ
つ
、
現
在
ま
で
続
く
文
学
館
の
諸
事
例
に
ふ
れ
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
そ
う
し
た
な
か
で
は
じ
め
に
言
及
し
て
お
く
べ
き
出
来
事
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は
、
一
八
九
七
年
の
『
一
葉
全
集
』（
博
文
館
）
お
よ
び
一
九
〇
二

年
の
『
透
谷
全
集
』（
文
武
堂
）
と
い
う
二
つ
の
全
集
刊
行
だ
ろ
う
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
宗
像
和
重
が
樋
口
一
葉
そ
の
人
の
創
作
の
網
羅

的
な
編
集
を
志
向
し
た
点
に
そ
の
後
の
諸
文
学
全
集
の
祖
型
を
見
て

い
る（

６
）
。
後
者
も
ま
た
『
一
葉
全
集
』
の
編
集
方
針
に
学
び
つ
つ
、
そ

こ
に
収
め
ら
れ
た
透
谷
の
書
簡
（
＝
「
漫
録
」）
に
よ
っ
て
共
同
幻

想
と
し
て
の
〈
透
谷
〉
の
形
成
に
寄
与
し
て
い
た
こ
と
が
黒
田
俊
太

郎
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

７
）
。
こ
の
よ
う
に
早
逝
し
た
二
人

の
文
業
を
記
念
・
顕
彰
す
る
全
集
企
画
は
、
ど
う
い
っ
た
対
象
が
近

代
文
学
に
と
っ
て
の
資
料
と
な
り
う
る
の
か
、
別
言
す
れ
ば
保
管
す

べ
き
価
値
を
有
す
る
も
の
と
は
何
か
の
枠
組
を
示
す
先
例
と
な
っ
た
。

そ
う
し
た
資
料
観
が
逆
説
的
な
形
で
反
映
さ
れ
た
の
が
、
一
九
三

四
年
九
月
、
東
京
美
術
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
夏
目
漱
石
の
遺
墨
お
よ
び

遺
愛
品
が
売
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
物
故
し

た
創
作
者
た
ち
の
手
に
な
る
書
簡
や
原
稿
の
商
品
化
現
象
で
あ
る
。

東
京
美
術
ク
ラ
ブ
で
は
岩
倉
具
視
や
藤
田
東
湖
の
遺
品
と
並
ん
で

「
漱
石
の
面
影
を
偲
ぶ
に
足
る（

８
）
」
も
の
と
し
て
「
虞
美
人
草
」
原
稿

な
ど
が
出
品
さ
れ
た
。
既
に
亡
く
な
っ
て
二
〇
年
近
く
は
経
っ
て
い

た
も
の
の
、
近
代
文
学
者
の
資
料
が
骨
董
的
な
コ
レ
ク
タ
ー
ア
イ
テ

ム
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
関
係
者
た
ち
を

驚
か
せ
、ま
た
困
惑
さ
せ
た
。
そ
れ
ら
は
曖
昧
な
権
利
認
識
の
も
と
、

市
場
へ
と
流
出
し
て
い
た
の
だ
が
、
問
題
の
本
質
は
文
学
資
料
の
保

管
価
値
が
経
済
価
値
に
転
化
し
た
点
に
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

資
料
が
自
由
に
売
買
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
散
逸
リ
ス
ク
が

高
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
個
人
の
手
元
に
置
か
れ
る
こ
と
で
公
的

な
ア
ク
セ
ス
が
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
可
能
性
が
認
識
さ
れ
た

こ
と
だ
。

そ
う
し
た
問
題
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
た
文
学
者
の
一
人
が
島

崎
藤
村
で
あ
る
。『
文
學
界
』
同
人
と
し
て
一
葉
と
も
深
く
関
わ
り
、

『
透
谷
全
集
』
の
編
者
で
も
あ
っ
た
藤
村
は
、
早
い
時
期
か
ら
文
学

者
の
事
業
を
記
念
・
顕
彰
す
る
こ
と
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
て
い

た
。
一
九
三
〇
年
、
読
売
新
聞
社
の
主
催
で
開
か
れ
た
明
治
大
正
文

豪
遺
墨
遺
品
展
（
於
銀
座
松
屋
呉
服
店
）
に
寄
せ
て
、「
文
学
者
の

遺
物
遺
愛
の
品
だ
と
か
、
そ
の
他
の
も
の
は
、
長
い
月
日
の
中
に
は

兎
角
散
逸
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
明
治
の
初
期
の
人
達
の

物
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
僅
か
の
も
の
し
か
残
っ
て
い
な
い（

９
）
」
と
コ
メ
ン

ト
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
文
学
資
料
へ
の
意
識
の
高
さ
を
物
語
っ

て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
藤
村
が
声
を
あ
げ
、
近
代
文
学
の
資
料
を
保

管
・
展
示
す
る
施
設
と
し
て
の
文
芸
記
念
館
が
戦
前
に
構
想
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
大
木
志
門
に
よ
っ
て
詳
し
い
調
査
が
な
さ
れ

て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、
こ
の
構
想
が
持
ち
上
が
っ
た
の
と
同
じ
一
九
三
六

年
に
は
、
藤
村
自
身
の
記
念
施
設
の
計
画
が
郷
里
・
馬
籠
（
現
在
の

岐
阜
県
中
津
川
市
）
で
持
ち
上
が
り
、
そ
れ
が
一
旦
は
頓
挫
し
た
も

の
の
、
戦
後
ま
も
な
く
（
一
九
四
七
年
）
藤
村
記
念
堂
の
建
設
へ
と

結
実
し
て
い
っ
た）

（（
（

。
一
九
五
二
年
、
藤
村
記
念
堂
は
展
示
施
設
と
し

て
の
藤
村
文
庫
（
現
在
は
藤
村
記
念
館
）
に
発
展
し
、
一
般
的
に
は
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こ
れ
が
日
本
で
最
初
の
文
学
館
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
五
八
年
に
は
小
諸
城
址
懐
古
園
内
（
長
野
県
小
諸
市
）
に
も
藤

村
記
念
館
が
開
館
し
た
。
周
知
の
通
り
、
小
諸
は
そ
れ
ま
で
詩
人
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
藤
村
が
教
員
と
し
て
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
、
散

文
の
創
作
に
手
を
染
め
て
い
っ
た
土
地
で
あ
り
、「
破
戒
」
や
「
千

曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
な
ど
の
舞
台
と
な
っ
た
ゆ
か
り
の
土
地
で
も
あ

る
。
既
に
懐
古
園
内
に
は「
千
曲
川
旅
情
の
う
た
」詩
碑
が
建
立（
一

九
二
七
年
）
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
藤
村
記
念
館
は
、
戦
前

か
ら
あ
っ
た
地
元
で
の
藤
村
顕
彰
の
機
運
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し

て
、
そ
の
後
各
地
に
広
ま
っ
て
い
く
地
域
の
作
家
顕
彰
事
業
の
先
駆

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
や
は
り
藤
村
同
様
に
地
域
ぐ
る
み
で

記
念
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
樋
口
一
葉
の
文
学
館
（
一
葉
記
念

館
）
が
台
東
区
に
建
て
ら
れ
た
。
翌
年
に
は
高
見
順
や
小
田
切
進
ら

に
よ
っ
て
日
本
近
代
文
学
館
の
設
立
準
備
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
一

九
六
七
年
に
開
館
を
迎
え
て
い
る
。
個
人
に
限
定
さ
れ
な
い
最
初
の

総
合
文
学
館
で
あ
り
、
今
日
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
者
た
ち
の
資
料

を
保
管
・
展
示
し
て
き
た
。
こ
の
日
本
近
代
文
学
館
に
隣
接
し
、
同

時
期
に
開
館
し
た
東
京
都
近
代
文
学
博
物
館
（
建
物
は
現
存
す
る
旧

前
田
家
本
邸
を
利
用
し
て
い
た
）
に
も
ふ
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

同
館
は
の
ち
に
他
県
に
も
つ
く
ら
れ
て
い
く
地
方
自
治
体
発
の
文
学

館
の
さ
き
が
け
と
し
て
、「
東
京
文
芸
復
興
」
展
や
「
東
京
ゆ
か
り

の
文
学
者
た
ち
」
展
と
い
っ
た
地
域
色
を
打
ち
出
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な

展
示
も
行
な
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
行
政
改
革
の
一
環
と
し

て
廃
止
さ
れ
た
。

し
か
し
高
度
経
済
成
長
期
の
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
に
建
て
ら
れ

た
文
学
館
は
意
外
に
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
現
存
す
る
館
で
言
え

ば
個
人
で
は
斎
藤
茂
吉
（
山
形
県
上
山
市
）
や
石
川
啄
木
（
岩
手
県

盛
岡
市
）、
地
域
の
も
の
で
は
石
川
近
代
文
学
館
（
金
沢
市）

（1
（

）、
市
立

小
樽
文
学
館
な
ど
い
く
つ
か
は
あ
る
が
、
文
学
館
の
数
が
顕
著
に
増

え
て
い
く
の
は
バ
ブ
ル
経
済
期
に
あ
た
る
八
〇
年
代
末
で
あ
り
、
そ

し
て
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
が
ピ
ー
ク
と
見
ら
れ
て
い

る）
（1
（

。
北
海
道
立
文
学
館
や
山
梨
県
立
文
学
館
な
ど
都
道
府
県
レ
ヴ
ェ

ル
の
規
模
の
大
き
な
文
学
館
の
ほ
と
ん
ど
や
、
の
ち
に
ふ
れ
る
金
沢

市
の
個
人
文
学
館
群
も
こ
の
三
〇
年
ほ
ど
の
間
に
建
て
ら
れ
て
い

る
。
先
の
東
京
都
近
代
文
学
博
物
館
や
大
阪
府
吹
田
市
の
日
本
万
国

博
覧
会
記
念
公
園
内
に
あ
っ
た
府
立
国
際
児
童
文
学
館）

（1
（

、
立
原
道
造

記
念
館
（
東
京
都
文
京
区
）
の
よ
う
に
諸
般
の
事
情
か
ら
休
館
あ
る

い
は
閉
館
と
な
っ
て
し
ま
う
例
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
一
〇
年

代
以
降
も
新
た
な
文
学
館
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
立
ち
上
が
り
、
稿
者
が

関
わ
っ
た
漱
石
山
房
の
ほ
か
に
も
二
〇
一
二
年
に
生
誕
一
五
〇
年
を

記
念
し
て
文
京
区
に
鷗
外
記
念
館
が
新
設
さ
れ
た
例
や
、
大
き
な
と

こ
ろ
で
は
富
山
県
富
山
市
に
位
置
す
る
県
立
高
志
の
国
文
学
館
も
同

年
に
開
館
し
た
。

直
近
の
動
向
と
し
て
は
本
稿
準
備
中
の
二
〇
二
三
年
一
一
月
、
江

戸
川
区
に
ま
ほ
う
の
文
学
館
（
江
戸
川
区
角
野
栄
子
児
童
文
学
館
）
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が
開
館
し
て
い
る
。
ま
た
文
学
館
を
称
し
て
は
い
な
い
が
、
千
代
田

区
の
和
洋
九
段
女
子
中
学
校
高
等
学
校
の
敷
地
内
に
か
つ
て
同
地
に

編
集
室
を
構
え
て
い
た
硯
友
社
の
資
料
を
保
管
・
展
示
す
る
施
設「
和

洋
学
園 
硯
友
社
文
庫
」
が
開
館
し
、
話
題
を
集
め
た
こ
と
も
記
憶

に
新
し
い
。
そ
れ
か
ら
計
画
が
少
し
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
も
の
の
、

二
六
年
に
は
北
区
に
（
仮
称
）
芥
川
龍
之
介
記
念
館
の
開
館
が
控
え

て
い
る
な
ど
、
一
時
期
ほ
ど
の
ハ
イ
ペ
ー
ス
で
は
な
い
と
は
言
え
、

文
学
館
開
館
の
動
き
は
停
滞
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

二
、
文
学
館
の
諸
形
態

さ
て
、い
ま
見
て
き
た
い
く
つ
か
の
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
通
り
、

こ
れ
ま
で
日
本
に
つ
く
ら
れ
た
文
学
館
は
、
同
じ
文
学
館
と
し
て
括

ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
性
格
は
館
ご
と
に
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
そ
う
し
た
全
国
の
文
学
館
に
つ
い
て
施
設

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
わ
る
運
営
と
展
示
の
特
色
や
資
料
収
集
・
保

管
の
方
針
と
い
っ
た
内
容
と
の
二
つ
の
面
に
分
け
て
、
若
干
の
整

理
・
分
類
を
行
な
っ
て
み
る）

（1
（

。

ま
ず
運
営
面
に
つ
い
て
は
、
現
状
に
即
し
て
考
え
る
と
、
こ
れ
を

さ
ら
に
運
営
主
体
（
所
有
者
）
と
実
際
の
管
理
者
の
二
つ
に
分
け
る

こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
運
営
主
体
で
多
数
を
占
め
る
の
は
、
地
方

自
治
体
で
あ
る
。
都
道
府
県
レ
ヴ
ェ
ル
で
言
え
ば
、
神
奈
川
近
代
文

学
館
や
北
海
道
立
文
学
館
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
全
部
で
一
〇
余

と
さ
し
て
多
く
は
な
い
。
一
方
、
市
区
町
村
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
非
常
に

多
く
、
ほ
と
ん
ど
の
都
道
府
県
に
規
模
は
そ
れ
ぞ
れ
と
は
言
え
、
複

数
の
施
設
が
置
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
自
治
体
以
外
が
運
営
す
る
文
学
館
も
少
な
く
な
い
。
一
つ

に
は
大
学
の
持
つ
文
学
館
が
あ
り
、
た
と
え
ば
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学

の
田
辺
聖
子
記
念
館
や
武
蔵
野
大
学
の
武
蔵
野
文
学
館
、
ま
た
稿
者

が
所
属
す
る
国
際
文
学
館
も
当
然
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
。
大
学
以
外

で
は
、
一
般
の
私
企
業
の
持
つ
文
学
館
も
あ
る
。
長
野
県
軽
井
沢
町

の
軽
井
沢
高
原
文
庫
は
、
軽
井
沢
タ
リ
セ
ア
ン
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン

や
洋
式
庭
園
な
ど
を
備
え
た
総
合
リ
ゾ
ー
ト
の
な
か
に
あ
る
が
、
同

施
設
は
有
限
会
社
塩
沢
遊
園
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い

は
二
〇
一
九
年
に
施
設
の
建
て
替
え
に
よ
っ
て
閉
館
し
た
ミ
ス
テ

リ
ー
文
学
資
料
館
は
、
光
文
社
の
社
内
に
置
か
れ
て
い
た）

（1
（

。
ま
た
、

富
山
県
富
山
市
の
隠
し
文
学
館
花
ざ
か
り
の
森
や
千
葉
県
袖
ケ
浦
市

の
吉
村
昭
文
学
資
料
館
な
ど
全
文
協
に
加
盟
し
な
が
ら
個
人
が
運
営

す
る
文
学
館
な
ど
も
存
在
し
て
い
る）

（1
（

。

次
い
で
実
際
の
管
理
者
だ
が
、
地
方
自
治
体
に
つ
い
て
は
都
道
府

県
、
市
区
町
村
い
ず
れ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
ほ
と
ん
ど
が
直
接
的
／
間

接
的
な
管
理
の
い
ず
れ
か
の
方
式
を
採
っ
て
い
る
。
直
接
的
管
理
の

場
合
、
都
道
府
県
で
は
教
育
委
員
会
が
所
轄
す
る
県
立
図
書
館
（
青

森
県
近
代
文
学
館
、
く
ま
も
と
文
学
・
歴
史
館
な
ど
）
や
施
設
が
文

化
系
の
部
局
に
属
し
て
い
る
例
（
群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館

な
ど
）
が
多
い
。
市
区
町
村
も
同
様
に
教
育
委
員
会
ま
た
は
図
書
館

や
文
化
・
観
光
系
の
部
局
に
属
す
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
。
間
接
的
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管
理
の
場
合
、
現
在
の
地
方
自
治
体
は
二
〇
〇
三
年
に
一
部
改
正
さ

れ
た
地
方
自
治
法
（
第
二
四
四
条
の
二
）
に
基
づ
き
、
指
定
管
理
者

制
度
を
利
用
し
て
別
の
組
織
に
管
理
委
託
を
行
な
っ
て
い
る
。
最
も

一
般
的
な
の
は
、
都
道
府
県
で
も
市
区
町
村
で
も
そ
の
自
治
体
が
保

有
す
る
公
益
財
団
法
人
だ
。
こ
れ
ら
に
は
、
た
と
え
ば
先
の
北
海
道

立
文
学
館
の
よ
う
に
当
該
施
設
の
運
営
に
特
化
し
た
も
の
や
函
館
市

文
学
館
を
管
理
す
る
公
益
財
団
法
人
函
館
市
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興

財
団
の
よ
う
に
市
内
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
事
業
な
ど
を
ま
と
め
て
担

当
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
公
益
財
団
法
人
以
外
の
委
託
先
で
は

一
般
財
団
法
人
、
企
業
、
共
同
事
業
体
、N

PO

な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。
前
節
に
ふ
れ
た
文
京
区
の
森
鷗
外
記
念
館
は
、
大
手
デ
ィ
ス
プ

レ
イ
企
業
で
あ
る
丹
青
社
を
指
定
管
理
者
に
し
て
き
た
が
、
同
社
の

全
国
の
博
物
館
・
美
術
館
に
お
け
る
展
示
業
務
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
評
価

し
て
の
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
共
同
事
業
体
で
は
、
さ
い
た
ま
文
学

館
を
委
託
さ
れ
て
い
る
桶
川
地
域
文
化
振
興
共
同
事
業
体
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
地
元
埼
玉
県
に
本
社
を
置
く
ビ
ル
管
理
業

者
、
新
聞
社
、
業
務
用
食
品
販
売
会
社
の
連
合
体
と
な
っ
て
い
る
。

N
PO

に
よ
る
管
理
例
と
し
て
は
、五
所
川
原
市
太
宰
治
記
念
館
「
斜

陽
館
」
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
ま
た
、
直
接
的
管
理
と
間
接
的
管

理
の
折
衷
と
し
て
、
指
定
管
理
者
制
度
と
は
別
に
自
治
体
と
別
の
組

織
が
共
同
で
管
理
を
行
な
っ
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
少
な
い
な
が

ら
存
在
す
る
。

自
治
体
以
外
の
組
織
の
場
合
、
実
際
の
管
理
者
は
ま
ち
ま
ち
の
よ

う
で
あ
る
。
大
学
で
は
特
定
の
学
部
な
ど
に
あ
る
場
合
は
少
な
く
、

形
式
上
は
独
立
し
た
機
関
と
し
て
設
置
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま

た
、
先
の
ミ
ス
テ
リ
ー
文
学
資
料
館
は
光
文
社
の
持
つ
一
般
財
団
法

人
・
光
文
文
化
財
団
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
話
の
順
番
が
少

し
前
後
す
る
が
、
財
団
法
人
が
運
営
主
体
で
あ
り
、
か
つ
管
理
も
一

体
で
行
な
っ
て
い
る
施
設
も
あ
る
。
日
本
近
代
文
学
館
や
司
馬
遼
太

郎
記
念
館
な
ど
は
公
益
財
団
法
人
、
馬
籠
の
藤
村
記
念
館
は
一
般
財

団
法
人
（
藤
村
記
念
郷
）
が
運
営
・
管
理
し
て
い
る
。

次
に
内
容
面
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
ず
言
え
る
の
は
、
自
治
体

の
文
学
館
で
は
そ
の
地
域
性
を
テ
ー
マ
と
し
た
展
示
や
資
料
収
集
を

行
な
っ
て
い
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。
と
り
わ
け
市
区
町
村
レ
ヴ
ェ

ル
で
は
、
そ
の
自
治
体
の
出
身
で
あ
っ
た
り
、
か
つ
て
住
ん
で
い
た

り
、
あ
る
い
は
作
中
の
舞
台
と
し
て
扱
っ
た
り
な
ど
何
ら
か
の
ゆ
か

り
の
あ
る
文
学
者
に
特
化
し
た
も
の
が
目
立
つ
。
た
と
え
ば
金
沢
市

（
公
益
財
団
法
人
金
沢
文
化
振
興
財
団
）
は
、
同
市
出
身
の
泉
鏡
花
、

室
生
犀
星
、
徳
田
秋
聲
の
三
人
の
個
人
文
学
館
を
運
営
し
て
い
る
。

一
つ
の
市
に
こ
れ
だ
け
の
個
人
文
学
館
が
集
ま
っ
て
い
る
例
は
全
国

的
に
も
珍
し
く
、
金
沢
市
は
「
文
学
の
ま
ち
」
を
謳
い
、
観
光
資
源

の
一
つ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
立
小
樽
文
学
館
は
ユ
ニ
ー
ク
な
特

別
展
示
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、
常
設
展
示
で
は

伊
藤
整
や
小
林
多
喜
二
な
ど
小
樽
高
等
商
業
学
校
（
現
在
の
小
樽
商

科
大
学
）
に
学
び
、
小
樽
で
暮
ら
し
た
文
学
者
た
ち
を
取
り
上
げ
て

い
る）

（1
（

。
こ
う
し
た
傾
向
は
都
道
府
県
レ
ヴ
ェ
ル
の
自
治
体
の
文
学
館
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に
も
あ
る
程
度
は
同
じ
こ
と
が
言
え
る
も
の
の
、
神
奈
川
近
代
文
学

館
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
規
模
の
大
き
な
文
学
館
で
は
地
域

性
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
特
別
展
示
な
ど
も
多
い
。
ま
た
、
市
区

町
村
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
個
人
に
焦
点
を
当
て
た
文
学
館
が
多
い
の
に
比

べ
る
と
、
よ
り
広
域
で
あ
る
が
ゆ
え
に
必
然
的
に
複
数
人
の
文
学
者

を
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

内
容
面
で
も
自
治
体
以
外
の
組
織
が
持
つ
文
学
館
で
は
、
自
治
体

の
そ
れ
に
比
べ
る
と
全
体
的
な
傾
向
を
指
摘
し
づ
ら
い
。
大
学
の
文

学
館
は
卒
業
生
や
教
員
な
ど
の
存
在
が
設
立
の
端
緒
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
が
、
所
在
地
の
地
域
性
を
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
る
の

か
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
た
と
え
ば
武
蔵
野
文
学
館
は
、
武
蔵
野
大

学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
文
芸
評
論
家
・
秋
山
駿
の
旧
蔵
書
の
保
管

事
業
に
出
発
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
「
武
蔵
野
」
と
い
う
地
域
を
テ
ー

マ
と
し
て
展
示
な
ど
を
行
な
っ
て
き
た
。
あ
る
意
味
で
は
指
示
さ
れ

る
場
所
が
曖
昧
な
「
武
蔵
野
」
と
い
う
空
間
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
逆
手

に
取
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
発
信
な
ど
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
点
が

ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
館
で
あ
る
。
他
方
、
次
々
節
で
述
べ
る
国
際
文
学

館
は
、
村
上
春
樹
が
早
稲
田
大
学
の
卒
業
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
設
立

の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
名
前
の
通
り
国
際
性
を
強
く
志
向

し
て
い
る
。
公
益
財
団
法
人
が
直
接
的
に
運
営
・
管
理
す
る
文
学
館

で
は
、
松
山
出
身
の
人
物
た
ち
を
描
い
た
司
馬
遼
太
郎
の
「
坂
の
上

の
雲
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
愛
媛
県
松
山
市
の
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
な
ど
の
例
も
あ
る
が
、
日
本
近
代
文
学
館
の
よ
う
に
地
域
を
問

わ
ず
近
現
代
の
文
学
者
を
広
く
扱
っ
て
い
る
も
の
や
俳
句
文
学
館
の

よ
う
に
特
定
の
表
現
ジ
ャ
ン
ル
に
特
化
し
た
も
の
な
ど
内
容
は
幅
広

い
。こ

の
よ
う
に
腑
分
け
し
て
み
る
と
、
実
態
と
し
て
は
自
治
体
（
特

に
市
区
町
村
）
が
運
営
主
体
と
し
て
あ
り
、
教
育
委
員
会
、
図
書
館

や
文
化
・
観
光
系
の
部
局
が
直
接
的
に
管
理
し
て
い
る
か
、
公
益
財

団
法
人
な
ど
の
指
定
管
理
者
に
委
託
管
理
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
目
立

つ
と
は
言
え）

（1
（

、
運
営
主
体
と
実
際
の
管
理
者
の
組
み
合
わ
せ
も
さ
ま

ざ
ま
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
内
容
面
で
も
運
営
主
体
の
傾
向
を
反
映
し

て
、
地
域
性
を
志
向
し
、
対
象
と
す
る
テ
ー
マ
も
具
体
的
な
文
学
者

を
中
心
と
し
た
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
こ
ち
ら
も
例
外
は
か
な
り
あ
る

た
め
、
全
体
的
な
方
向
性
を
指
摘
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
う
し
た
現

況
が
冒
頭
に
示
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
館
が
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
を
模
索

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

三
、
新
宿
区
漱
石
山
房
記
念
館
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
ま
ず
稿
者
が
最
初
に
勤
め
た

漱
石
山
房
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
同
館
は
夏
目
漱
石

の
生
誕
一
五
〇
年
に
あ
た
る
二
〇
一
七
年
九
月
、
新
宿
区
早
稲
田
南

町
に
あ
る
漱
石
の
終
の
住
処
の
跡
地
に
開
館
し
た
。
な
お
、
隣
接
す

る
喜
久
井
町
は
漱
石
生
誕
の
地
で
も
あ
り
、
新
宿
区
で
は
、
夏
目
家

と
の
そ
う
し
た
縁
の
強
さ
か
ら
過
去
に
も
山
房
跡
地
で
の
記
念
施
設

の
計
画
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
諸
事
情
か
ら
実
現
に
は
至
ら
ず）

11
（

、
土
地
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の
半
分
は
公
園
、
残
る
半
分
に
は
公
営
ア
パ
ー
ト
が
建
っ
て
い
た
。

そ
の
ア
パ
ー
ト
の
移
転
話
が
持
ち
上
が
り
、
よ
う
や
く
記
念
館
の
計

画
が
具
体
的
に
動
き
出
し
た
の
が
二
〇
一
一
年
で
あ
る
。

し
か
し
い
ざ
話
が
具
体
化
し
て
も
漱
石
の
重
要
資
料
の
多
く
は
、

既
に
他
の
施
設
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。
原
稿
・
草
稿
や
書
簡
な
ど
の

直
筆
資
料
の
ほ
か
遺
愛
の
品
な
ど
も
所
蔵
す
る
神
奈
川
近
代
文
学
館

や
旧
蔵
書
の
ほ
と
ん
ど
を
管
理
す
る
東
北
大
学
附
属
図
書
館
な
ど
が

資
料
公
開
の
整
備
や
研
究
発
信
も
進
め
て
い
る
な
か
、
館
独
自
の
価

値
を
ど
こ
に
見
出
し
て
い
く
の
か
が
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

一
方
、
建
設
予
定
地
は
東
京
の
中
心
・
新
宿
区
で
は
あ
る
も
の
の
、

大
通
り
に
は
面
し
て
お
ら
ず
、
閑
静
な
住
宅
街
に
位
置
し
て
い
る
。

当
初
か
ら
区
の
施
設
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
漱
石
山
房
は
、
予
算

面
で
の
区
民
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
エ
リ
ア
に
人
が
集
ま
る
施
設
を
つ
く
る
こ

と
へ
の
理
解
促
進
も
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
開
館
の
少
し
前
に
は
、

歴
史
博
物
館
や
林
芙
美
子
記
念
館
な
ど
ほ
か
の
区
内
の
文
化
施
設
同

様
、
公
益
財
団
法
人
新
宿
未
来
創
造
財
団
が
指
定
管
理
者
と
な
っ
て

管
理
し
て
い
く
こ
と
に
決
定
し
た
が
、
こ
の
状
況
に
変
わ
り
は
な

か
っ
た
。

ほ
か
に
も
考
え
る
べ
き
こ
と
は
山
積
し
て
い
た
も
の
の
、
さ
し
あ

た
り
以
上
二
つ
の
大
き
な
課
題
に
対
し
て
、
漱
石
山
房
は
ど
の
よ
う

に
向
き
合
っ
た
か
。
ま
ず
前
者
の
問
題
に
対
し
て
は
内
容
面
で
地
域

性
を
意
識
し
つ
つ
、
漱
石
山
房
が
漱
石
本
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に

集
ま
っ
た
芥
川
龍
之
介
や
寺
田
寅
彦
と
い
っ
た
周
囲
の
人
々
が
集
ま

る
サ
ロ
ン
的
な
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
。
ま

た
、
こ
う
し
た
方
向
性
に
沿
っ
て
、
開
館
時
の
常
設
展
示
の
な
か
で

も
漱
石
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
た
ち
を
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
た
り
、
図

書
室
の
選
書
に
お
い
て
も
漱
石
以
外
の
人
物
に
関
す
る
著
作
ま
で
幅

広
く
集
め
た
り
し
た
。
自
館
の
資
料
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
な
か
、

漱
石
に
特
化
し
た
形
で
進
め
て
い
た
な
ら
ば
、
展
示
や
企
画
の
選
択

肢
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
文
化
人
た
ち
の
サ
ロ
ン
と
い
う
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
テ
ー
マ
と
す
る
展
開
可
能
性
が
生
ま
れ

た
。
退
職
後
の
こ
と
な
の
で
、稿
者
は
全
く
関
わ
っ
て
は
い
な
い
が
、

こ
れ
ま
で
も
芥
川
龍
之
介
や
高
浜
虚
子
と
い
っ
た
お
な
じ
み
の
文
学

者
か
ら
、
漱
石
の
義
理
の
息
子
で
あ
っ
た
松
岡
譲
や
、
森
田
草
平
、

最
近
で
は
野
上
豊
一
郎
と
彌
生
子
夫
婦
な
ど
ほ
か
の
文
学
館
の
展
示

で
は
比
較
的
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
人
物
に
ス
ポ
ッ

ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
特
別
展
示
を
企
画
し
て
い
る
。
漱
石
の
旧
居
で

あ
る
こ
と
に
立
脚
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
点
に
比
較
優
位
を
見
出
し
た

の
は
、
持
続
可
能
な
内
容
づ
く
り
を
考
え
て
い
く
点
で
前
向
き
に
評

価
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
一
方
、
漱
石
山
房
は
終
の
住
処
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し

た
書
斎
の
再
現
展
示
に
も
力
を
入
れ
て
き
た
。
あ
ら
か
じ
め
述
べ
る

と
、
文
学
者
の
執
筆
風
景
へ
の
想
像
力
を
掻
き
立
て
る
再
現
書
斎

は
、
そ
れ
自
体
文
学
館
の
展
示
と
し
て
は
あ
ま
り
珍
し
い
も
の
で
は
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な
い
。
そ
も
そ
も
文
学
館
に
は
文
学
者
の
旧
居
や
そ
の
跡
地
を
利
用

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
空
間
の
使
い
方
と
し
て
は
自
然
な
発
想

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
類
似
の
展
示
例
が
多
く
あ
る
た
め
、

再
現
の
質
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
漱
石
山
房
は
、
人
々
が
集
ま

る
家
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
幸
い
に
も
空
間
に
対
す
る
具
体
的
な
記

録
・
証
言
の
類
も
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
細
か
な
部
分
の
検

証
を
可
能
に
さ
せ
た）

1（
（

。
加
え
て
、先
に
挙
げ
た
神
奈
川
近
代
文
学
館
、

東
北
大
学
附
属
図
書
館
に
は
そ
れ
ぞ
れ
実
際
の
調
度
品
、
蔵
書
が
状

態
も
良
い
ま
ま
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
両
館
に
は
こ
う
し
た
資
料
の

レ
プ
リ
カ
の
作
成
を
許
可
し
て
も
ら
い
、
リ
ア
ル
な
再
現
書
斎
を
作

る
こ
と
が
で
き
た
。
再
現
展
示
部
分
は
通
行
者
か
ら
も
ガ
ラ
ス
越
し

に
一
部
（
ベ
ラ
ン
ダ
式
回
廊
、
外
壁
）
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
建
物
を
取
り
囲
む
植
栽
（
漱
石
の
生
前
に
庭
に
植
え
ら
れ
て
い

た
と
さ
れ
る
バ
シ
ョ
ウ
な
ど
）
と
相
ま
っ
て
、
漱
石
在
住
時
の
山
房

の
雰
囲
気
を
演
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
場
所
で
あ
る
こ

と
の
意
味
に
も
重
き
を
置
き
つ
つ
、
幅
広
い
展
示
の
選
択
肢
を
模
索

す
る
な
か
で
、
漱
石
山
房
は
自
館
の
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
を
形
づ
く
っ

て
い
っ
た
。

次
に
後
者
の
区
民
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は

ど
う
か
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
漱
石
の
観
光
資
源
と
し
て
の
可
能
性

を
説
明
し
、
か
つ
そ
れ
が
地
域
に
と
っ
て
も
有
益
な
こ
と
を
、
イ

ベ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
て
繰
り
返
し
周
知
し
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
漱
石
山
房
の
立
地
は
新
宿
区
と
は
言
え
、
観
光
に
適
し
た
エ
リ

ア
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
エ
リ
ア
で
は
、
人
が
集
ま
る
施
設
は
必
ず

し
も
歓
迎
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
多
く
の
人
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
地
域
住
民
は
当
然
ゴ
ミ
や
騒
音
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
懸
念
を
抱
く
も

の
だ
か
ら
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
は
注
意
の

徹
底
や
事
前
の
調
整
に
よ
っ
て
予
防
に
努
め
る
も
の
だ
が
、
一
方
で

施
設
自
体
へ
の
根
本
的
な
懐
疑
は
多
額
の
予
算
を
使
う
事
業
で
あ
る

以
上
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
新
宿
区
で

は
、
開
館
以
前
か
ら
区
民
を
優
先
的
な
対
象
と
し
た
漱
石
に
関
す
る

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
イ
ベ
ン
ト
（
夏
目
漱
石
記
念
施
設
整
備
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
）
の
企
画
・
開
催
や
、
定
期
的
な
情
報
発
信
（
夏

目
漱
石
記
念
施
設
整
備
便
り
の
頒
布
）
を
行
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

活
動
を
通
じ
て
、
そ
も
そ
も
文
学
に
全
く
関
心
が
な
い
人
々
に
対
し

て
も
漱
石
が
区
に
と
っ
て
い
か
に
文
化
資
源
と
し
て
重
要
で
あ
る
か

を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
伝
え
て
い
っ
た
。
大
き
な
反
対

の
声
な
く
開
館
に
至
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
働
き
か
け
の
意
味
が
小

さ
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
主
に
稿
者
が
在
職
し
て
い
た
準
備
期
間
を
中
心
に
、
漱
石

山
房
の
課
題
と
そ
れ
に
対
す
る
方
向
性
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
一
方

で
研
究
発
信
な
ど
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
大
き
な
課
題
を
積
み
残

し
た
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
に
も
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
二

〇
一
六
年
、
一
七
年
が
漱
石
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
没
後
一
〇
〇
年
、

生
誕
一
五
〇
年
の
記
念
年
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
新
宿
区
の
文
化

財
研
究
員
お
よ
び
漱
石
山
房
の
学
芸
員
と
し
て
勤
務
し
た
な
か
で
痛
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感
し
た
の
は
、日
々
更
新
さ
れ
る
「
夏
目
漱
石
」
の
情
報
の
多
さ
だ
っ

た
。
漱
石
に
関
わ
る
研
究
の
速
度
は
ほ
か
の
近
代
の
文
学
者
の
そ
れ

を
は
る
か
に
上
回
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
日
本
だ
け
に
も
と
ど
ま
る
も

の
で
も
な
い
。
ま
た
、
逆
に
ロ
ー
カ
ル
な
愛
読
者
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
活
動
な
ど
も
重
要
で
あ
り
、
漱
石
山
房
に
は
そ
う
し
た
動
向

を
漏
れ
な
く
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
、
漱
石
の
「
情
報
セ
ン

タ
ー
」
と
し
て
い
ち
早
く
適
切
な
発
信
を
し
て
い
く
機
動
性
が
求
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
宿
区
と
公
益
財

団
法
人
新
宿
未
来
創
造
財
団
は
外
見
上
、
一
体
の
よ
う
に
見
ら
れ
な

が
ら
も
、
実
際
に
は
運
営
主
体
と
実
際
の
管
理
者
と
し
て
別
の
指
揮

系
統
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
迅
速
な
意
思
決
定
が
難
し
く
、

対
応
に
は
難
儀
し
て
い
た
。
漱
石
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
指
定
管
理
者
制
度
の
抱
え
込
ん
だ
課
題
と
し
て
ほ
か
の
文
学
館
に

も
少
な
か
ら
ず
当
て
嵌
ま
る
も
の
だ
ろ
う）

11
（

。

四
、
早
稲
田
大
学
国
際
文
学
館
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

一
方
、
稿
者
が
現
在
勤
め
る
国
際
文
学
館
は
、
二
〇
一
八
年
に
準

備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
一
九
年
に
機
関
設
置
、
二
一

年
に
開
館
に
至
っ
た
。
稿
者
は
機
関
と
し
て
始
動
し
て
ま
も
な
い
一

九
年
一
〇
月
に
助
手
と
し
て
任
用
さ
れ
た
。
改
め
て
説
明
す
る
ま
で

も
な
い
が
、
館
を
運
営
し
て
い
る
の
は
早
稲
田
大
学
で
あ
り
、
位
置

付
け
と
し
て
は
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
や
会
津
八
一
記
念
博
物

館
、
歴
史
館
な
ど
と
並
ぶ
附
属
研
究
機
関
で
あ
る
た
め
、
ど
こ
か
の

部
局
や
学
部
、図
書
館
な
ど
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

通
称
・
村
上
春
樹
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
い
う
よ
う
に
、
村
上
春
樹
本
人

か
ら
寄
託
・
寄
贈
さ
れ
た
諸
資
料
（
海
外
翻
訳
本
や
レ
コ
ー
ド
な
ど
）

の
保
管
・
展
示
事
業
を
出
発
点
と
し
た
施
設
と
な
っ
て
お
り
、
存
命

の
文
学
者
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ユ
ニ
ー
ク
な
点
と
言
え
よ

う）
11
（

。
な
お
、
建
物
は
新
規
に
建
て
た
も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
政

治
経
済
学
部
が
使
っ
て
い
た
四
号
館
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
利
用

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
国
際
文
学
館
は
、
漱
石
山
房
と
は
近
所
同
士
で
あ
り

な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
点
に
お
い
て
性
格
の
対
照
的
な
施
設
と
な
っ

て
お
り
、
従
っ
て
課
題
も
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
ま
ず
大
き

か
っ
た
の
は
運
営
主
体
の
差
に
よ
る
点
だ
ろ
う
。
新
宿
区
内
を
中
心

に
キ
ャ
ン
パ
ス
や
そ
の
他
の
施
設
を
展
開
す
る
早
稲
田
大
学
で
は
、

区
と
連
携
し
た
事
業
も
多
く
あ
り
、
現
に
漱
石
山
房
の
イ
ベ
ン
ト
で

大
隈
講
堂
を
使
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
国
際
文
学
館
で
は
、

大
学
の
組
織
で
あ
る
こ
と
は
強
調
し
つ
つ
も
、
現
在
ま
で
地
域
性
を

あ
ま
り
打
ち
出
さ
ず
に
事
業
を
進
め
て
き
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に

重
き
を
置
い
て
い
る
の
が
、
館
名
に
も
打
ち
出
さ
れ
た
国
際
性
で
あ

る
。
村
上
春
樹
の
著
作
が
現
在
五
五
以
上
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
世

界
中
に
読
者
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
が
、
国

際
文
学
館
で
は
、
開
館
以
前
か
ら
そ
う
し
た
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
焦
点
を

当
て
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
開
催
し
、
認
知
度
を
上
げ
る
よ
う
に
努
め

て
き
た
。
た
と
え
ば
稿
者
が
入
職
ま
も
な
い
二
〇
一
九
年
一
一
月
に
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開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
村
上
春
樹
と
国
際
文
学
」
で
は
、

舞
台
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
の
部
分
上
演
と
と
も
に
「
村
上
春
樹
と
「
翻

訳
」」
と
題
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。「
海
辺
の

カ
フ
カ
」
は
数
あ
る
村
上
小
説
の
な
か
で
も
特
に
人
気
が
高
く
、
舞

台
自
体
も
ロ
ン
ド
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ソ
ウ
ル
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
、
パ
リ
と
世
界
各
国
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
前
半
の
舞
台
上
演
後

に
は
関
係
者
た
ち
に
よ
る
海
外
公
演
時
の
創
意
工
夫
な
ど
が
明
か
さ

れ
、
ま
た
後
半
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
そ
う
し
た
話
題
を
受
け

つ
つ
、
村
上
テ
ク
ス
ト
が
世
界
で
読
ま
れ
て
い
く
こ
と
の
可
能
性
が

議
論
さ
れ
た）

11
（

。

こ
の
よ
う
な
形
で
国
際
文
学
館
は
開
館
以
前
か
ら
国
際
性
に
強
く

こ
だ
わ
っ
た
企
画
を
行
い
、
ま
た
開
館
以
降
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
で
も
翻
訳
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
重
点
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
イ

ベ
ン
ト
で
は
内
外
の
小
説
家
や
詩
人
、
翻
訳
家
、
編
集
者
、
研
究
者

を
招
き
、
知
的
交
流
の
場
を
作
っ
て
き
た
。
自
治
体
が
運
営
主
体
の

文
学
館
に
お
い
て
地
域
性
を
切
り
離
す
こ
と
が
難
し
い
の
は
前
節
ま

で
に
見
て
き
た
通
り
だ
が
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
言
え
ば
あ
ら
か
じ
め

テ
ー
マ
と
し
て
一
つ
の
軸
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い

よ
う
。
無
論
、
そ
の
な
か
で
ユ
ニ
ー
ク
な
展
示
を
創
案
し
て
い
く
難

し
さ
／
面
白
さ
が
あ
る
一
方
、
そ
う
で
な
い
文
学
館
は
テ
ー
マ
を
ど

う
設
定
す
る
の
か
各
々
が
最
初
か
ら
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。村
上
春
樹
を
扱
う
と
な
っ
た
場
合
、そ
の
切
り
口
は
無
数
に
あ
っ

た
。
日
本
文
学
の
な
か
で
の
位
置
付
け
、
映
画
や
音
楽
と
い
っ
た
別

の
ア
ー
ト
や
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
、
哲
学
や
心
理
学
な
ど
他
領
域

の
学
問
分
野
と
の
接
点
、
そ
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
議
論
の
可

能
性
を
秘
め
た
選
択
肢
が
あ
る
な
か
で
、
国
際
性
は
そ
も
そ
も
所
与

の
テ
ー
マ
設
定
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
結
果
的
に
早
稲
田

大
学
が
選
び
取
っ
た
テ
ー
マ
と
言
え
る
。
無
論
、
開
館
し
て
か
ら
ま

だ
二
年
余
、
そ
の
間
の
大
半
を
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
流
行
下
で
の
入

館
制
限
を
設
け
て
い
た
た
め
、
そ
う
し
た
選
択
の
効
果
測
定
は
こ
れ

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

一
方
、
内
容
は
ど
う
あ
れ
、
大
学
が
運
営
主
体
で
あ
る
以
上
、
学

術
的
な
発
信
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本
稿

も
ま
た
『
武
蔵
野
文
学
館
紀
要
』
と
い
う
武
蔵
野
文
学
館
の
学
術

ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

大
学
の
文
学
館
で
は
学
術
的
な
価
値
に
資
す
る
取
り
組
み
が
ま
ず
望

ま
れ
て
い
る
。
国
際
文
学
館
で
も
そ
う
し
た
点
を
意
識
し
た
取
り
組

み
が
い
く
つ
か
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
当

然
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
別
に
二
つ
取
り
上
げ
て

お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
や
は
り
学
術
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
刊
行
だ
。

『
早
稲
田
大
学
国
際
文
学
館
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（Journal of W

aseda 
International House of Literature

）
は
昨
年
創
刊
し
た
ば
か
り

の
年
刊
誌
だ
が
、「
日
本
語
で
書
か
れ
た
文
学
」
に
関
す
る
論
文
を

国
際
的
に
開
か
れ
た
形
で
掲
載
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
日
・
英

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
編
集
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
周
知
が
十
分
で
は
な
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い
こ
と
は
痛
切
に
感
じ
て
い
る
が
、
今
後
は
国
際
文
学
館
の
学
術
的

な
発
信
の
核
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
事
業
で
あ

る
。さ

ら
に
い
ま
一
つ
は
、
村
上
春
樹
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
の

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
だ
。
漱
石
山
房
と
同
じ
く
「
村

上
春
樹
」
の
情
報
セ
ン
タ
ー
た
る
べ
き
国
際
文
学
館
で
は
、
当
初
か

ら
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
重
要
性
を
認
識
し
て
き
た
。

「
村
上
春
樹
」
に
関
す
る
情
報
も
ま
た
日
夜
増
え
続
け
て
お
り
、
そ

う
し
た
も
の
が
集
約
的
に
検
索
可
能
な
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
れ
は
村
上
研
究
に
資
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

観
点
か
ら
国
際
文
学
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア

に
掲
載
さ
れ
た
村
上
春
樹
関
連
記
事
の
デ
ー
タ
採
集
を
進
め
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
、
著
作
権
の
問
題
な
ど
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
、

国
際
文
学
館
内
の
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
の
端
末
で
試
験
的
に
利
用
可

能
な
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
今
後
調
整
を
重
ね
な
が
ら
よ
り
広
く
使

え
る
も
の
を
目
指
し
て
い
く
。

以
上
、
前
節
お
よ
び
本
節
で
は
稿
者
が
立
ち
上
げ
に
関
わ
っ
て
き

た
二
つ
の
文
学
館
に
つ
い
て
、
組
織
の
成
り
立
ち
か
ら
現
状
の
課
題

と
い
っ
た
点
を
概
観
し
て
み
た
。
内
部
に
い
る
こ
と
で
見
え
て
い
た

も
の
は
、
外
部
か
ら
見
た
場
合
と
は
ま
た
違
う
か
も
知
れ
な
い
。
た

だ
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
地
域
に
あ
り
な
が
ら
運
営
や
管
理
の
形
態
が
全

く
異
な
る
二
つ
の
館
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
課
題
に
直
面
し
、
そ

れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
は
あ
る
程
度
言
語
化
し

得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
っ
た
二
つ
の
事
例
か
ら
一
般
論
を

導
き
出
す
の
は
無
理
が
あ
る
が
、
一
つ
言
え
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
学
館
が
抱
え
る
課
題
と
そ
の
文
学
館
自
体
を
成
立
さ
せ
る
組
織
・

機
構
の
問
題
は
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
関
係
を
対
象
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
議
論
の
前
提
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

五
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
意
志
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に

最
後
に
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
若
干
の
展

望
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。
先
に
国
際
文
学
館

が
存
命
の
文
学
者
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
珍
し
い
と
述
べ
た
が
、

存
命
の
文
学
者
が
自
身
の
原
稿
な
ど
を
し
か
る
べ
き
機
関
な
ど
に
寄

託
・
寄
贈
す
る
事
例
は
近
年
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
昨
年

亡
く
な
っ
た
大
江
健
三
郎
は
、
自
身
の
生
前
全
集
『
大
江
健
三
郎
全

小
説
』（
全
一
五
巻
、
講
談
社
）
刊
行
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
際
に

収
集
し
た
直
筆
の
原
稿
や
校
正
刷
な
ど
を
母
校
で
あ
る
東
京
大
学
文

学
部
に
寄
託
し
た
。
東
大
は
早
速
そ
う
し
た
資
料
群
を
整
理
、
大
江

健
三
郎
文
庫
を
開
き
、
ウ
ェ
ブ
上
で
利
用
で
き
る
コ
ン
テ
ン
ツ
に
は

制
限
が
あ
る
も
の
の
、
既
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
公
開
し
て
い
る）

11
（

。
海

外
の
事
例
で
は
、
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
が
二
〇
一
五
年
に
「
わ
た
し

を
離
さ
な
い
で
」
な
ど
の
草
稿
や
メ
モ
な
ど
を
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
校
の
ハ
リ
ー
・
ラ
ン
サ
ム
セ
ン
タ
ー
に
寄
贈
し
て
い
る）

11
（

。

小
説
の
構
想
段
階
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
資
料
群
と
言
え
る
だ
ろ
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う
。無

論
、
イ
シ
グ
ロ
は
日
本
の
文
学
館
の
こ
と
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う

が
、
か
よ
う
な
存
命
の
文
学
者
た
ち
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
へ
の
意
志
は
、

自
分
た
ち
の
原
稿
・
草
稿
な
ど
を
資
料
と
し
て
保
管
・
整
理
し
て
い

き
、
研
究
や
そ
の
他
の
公
的
な
活
動
に
活
か
す
場
所
の
存
在
を
認
識

し
て
い
た
か
ら
こ
そ
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

11
（

。
戦
後
に

数
を
増
や
し
て
い
っ
た
文
学
館
の
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
は
、
直
接
で
は

な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
に
訴
え
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の

意
味
が
時
間
を
経
る
ご
と
に
増
し
て
い
く
こ
と
は
、
む
し
ろ
今
は
読

む
こ
と
、
見
る
こ
と
の
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
数
々
の
資
料
の

存
在
に
よ
っ
て
証
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
文
学
館
は
た
だ
そ
こ
に
構
え
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
資
料
を
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
て
も
全
く
整
理
を
し
な
か
っ

た
り
、
何
の
音
沙
汰
も
な
い
ま
ま
い
た
ず
ら
に
収
蔵
庫
の
奥
に
眠
ら

せ
て
い
た
り
し
て
は
誰
も
信
頼
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ

う
な
れ
ば
文
学
館
は
存
立
要
件
自
体
が
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
組
織
・

機
構
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
問
題
は
各
館
・
施
設
さ
ま

ざ
ま
あ
る
だ
ろ
う
が
、
改
め
て
そ
う
し
た
資
料
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
文
学
館

に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
） https://zenbunkyo.com

/m
em

bers

（
二
〇
一
四
年
一
月
一
六
日
最

終
閲
覧
）

（
２
） https://zenbunkyo.com

/about/constitution

（
同
前
）

（
３
） 

岡
野
裕
行
「
内
な
るM

LA

連
携 

日
本
近
代
文
学
館
」（N

PO

知
的

資
源
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
［
編
］『
デ
ジ
タ
ル
文
化
資
源
の
活
用 

地
域
の

記
憶
と
ア
ー
カ
イ
ブ
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
・
七
）。
同
様
に
、
文

学
館
に
博
物
館
、
図
書
館
、
文
書
館
の
三
機
能
を
見
る
議
論
と
し
て

鳥
羽
耕
史
「
文
学
館
の
役
割 

貴
司
山
治
展
と
ブ
ン
ガ
ク
な
時
代
展
を

め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
七
六
集
、
二
〇
〇
七
・
五
）
が

あ
る
。

（
４
） 「
令
和
三
年
度 

文
化
庁
と
大
学
・
研
究
機
関
と
の
共
同
研
究
事
業 

新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
伴
う
諸
外
国
の
文
化
政
策
の

構
造
変
化
に
関
す
る
研
究
」（
文
化
庁
・
獨
協
大
学
、
二
〇
二
二
・
三
）

に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
度
の
「
国
家
予
算
に
占
め

る
文
化
支
出
額
の
比
率
」
は
０.

１
１
％
で
あ
り
、ア
メ
リ
カ
（
０.

０

３
％
）
を
除
く
イ
ギ
リ
ス
（
０.

１
５
％
）、
ド
イ
ツ
（
０.

４
３
％
）、

フ
ラ
ン
ス
（
０.

７
９
％
）、
韓
国
（
１.

２
３
％
）
の
比
較
対
象
国

を
下
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
円
換
算
の
文
化
支
出
額
で
は
比
較
六
カ

国
中
、
最
低
額
（
１
︐１
４
５
億
）
で
二
番
目
に
低
い
イ
ギ
リ
ス
（
２
︐

３
１
８
億
）
の
半
分
以
下
と
な
っ
て
い
る
。

（
５
） 

大
木
志
門
は
、
文
学
館
の
起
源
を
日
本
近
代
文
学
館
の
設
立
に
至
る

文
学
館
運
動
と
し
、
個
人
の
文
学
館
で
は
馬
籠
の
藤
村
記
念
館
や
台

東
区
の
一
葉
記
念
館
に
あ
る
と
し
、「
近
年
ま
で
継
続
す
る
よ
う
な
文

学
館
設
立
の
流
行
は
戦
前
に
存
在
し
な
い
」
と
す
る
。
一
方
で
藤
村

の
文
芸
記
念
館
構
想
な
ど
の
事
例
か
ら
「
戦
前
に
も
様
々
な
レ
ベ
ル
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で
文
学
館
運
動
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
」
だ
と
述
べ
、
ま
た

坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
や
島
根
県
松
江
市
の
小
泉
八
雲
記
念
館

な
ど
従
来
的
な
文
学
館
運
動
か
ら
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
早
く
設
立
さ

れ
た
施
設
の
例
な
ど
に
も
言
及
し
て
い
る
（「
第
一
〇
章 

文
学
の
「
記

憶
装
置
」
と
し
て
の
「
家
」 

子
規
、漱
石
、秋
聲
の
居
宅
保
存
運
動
」『
徳

田
秋
聲
と「
文
学
」―
可
能
性
と
し
て
の
小
説
家
』鼎
書
房
、二
〇
二
一
・

一
一
、
二
二
七
頁
）。

（
６
） 

宗
像
和
重
「『
一
葉
全
集
』
と
い
う
書
物
」（『
投
書
家
時
代
の
森
鷗
外 

草
創
期
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
舞
台
に
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
・
七
）。

（
７
） 

黒
田
俊
太
郎
「
第
一
章 

明
治
三
五
年
版
『
透
谷
全
集
』 

そ
の
「
商
品
」

性
と
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（『「
鏡
」
と
し
て
の
透
谷 

表
象
の
体
系
／

浪
漫
的
思
考
の
系
譜
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
八
・
一
二
）。

（
８
） 「
漱
石
遺
愛
品
売
立
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』朝
刊
、一
九
三
四
・
九
・
二
四
）。

（
９
） 

島
崎
藤
村
「
文
豪
遺
墨
展
の
感
想
」（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、一
九
三
〇
・

一
〇
・
二
六
）。

（
10
） 

前
掲
注（
５
）「
第
九
章 「
非
常
時
」の〈
文
学
館
運
動
〉と
秋
聲
、藤
村
」。

（
11
） 

中
山
弘
明
「
第
一
章 

〈
藤
村
記
念
堂
〉
と
い
う
フ
ォ
ル
ム
」（『
溶
解
す

る
文
学
研
究 

島
崎
藤
村
と〈
学
問
史
〉』翰
林
書
房
、二
〇
一
六
・
一
二
）。

（
12
） 

宮
崎
県
日
向
市
の
牧
水
記
念
館
（
一
九
六
七
年
開
館
）
な
ど
も
早
い

事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
現
在
は
若
山
牧
水
記
念
文
学
館
に
機

能
統
合
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
石
川
近
代
文
学
館
は
、
日
本
近
代
文
学

館
に
次
ぐ
日
本
で
二
番
目
に
古
い
総
合
文
学
館
を
称
し
て
い
る
が
、

も
と
も
と
の
施
設
は
旧
制
第
四
高
等
学
校
の
本
館
（
現
在
は
石
川
四

高
記
念
文
化
交
流
館
）
で
は
な
く
、
そ
の
図
書
館
書
庫
を
利
用
し
て

い
た
。

（
13
） 

岡
野
裕
行
「
文
学
館
研
究
の
転
換
期 

全
国
文
学
館
協
議
会
の
発
足
と

文
献
数
・
文
献
内
容
の
変
化
」（『
日
本
図
書
館
情
報
学
会
誌
』
第
五

四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
八
・
一
二
）
は
、
木
原
直
彦
『
文
学
館
き
た

み
な
み
』（
北
海
道
新
聞
社
、
一
九
九
〇
・
二
）
お
よ
び
『［
増
補
改

訂
版
］
文
学
館
き
た
み
な
み
』（
同
、
一
九
九
五
・
七
）
な
ど
の
調
査

を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
九
九
五
年
前
後
か
ら
の
全
文
協
の
設
立
、
文
学

館
へ
の
言
及
の
増
加
な
ど
と
絡
め
て
文
学
館
自
体
の
増
加
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
。

（
14
） 

東
京
都
近
代
文
学
博
物
館
の
資
料
は
、
同
じ
く
都
立
の
江
戸
東
京
博

物
館
や
実
践
女
子
大
学
な
ど
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
府

立
児
童
文
学
館
の
資
料
は
、
同
じ
く
府
立
の
中
央
図
書
館
に
移
管
さ

れ
て
い
る
。

（
15
） 

文
学
館
の
運
営
主
体
と
実
際
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
四
年

一
月
現
在
の
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
は

自
治
体
が
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
っ
て
公
益
財
団
法
人
な
ど
に
文
学

館
の
実
際
の
管
理
を
任
せ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
公
益
財
団
法
人

は
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
公

益
法
人
認
定
法
）
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年
一
二
月
以
降
に
組
織

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
直
接
管
理
す
る
な
ど
各
々
別
の

方
式
が
採
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
指
定
管
理
者
制
度
は
、
定
期
的
な

業
績
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
委
託
管
理
者
の
変
更
な
ど
を
織
り
込
ん
で
設
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計
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
在
の
管
理
者
が
今
後
も
恒
久
的
に
委
託
を

続
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
文
学
館
の

運
営
形
態
は
、
そ
れ
を
支
え
る
制
度
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
き

た
と
い
う
事
実
が
あ
る
た
め
、
今
後
も
定
期
的
に
観
察
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

（
16
） 

ほ
か
に
北
海
道
札
幌
市
の
渡
辺
淳
一
文
学
館
は
、
も
と
も
と
大
王
製

紙
が
持
っ
て
い
た
が
、
二
〇
一
六
年
に
中
国
の
出
版
社
で
あ
る
青
島

出
版
集
団
に
買
収
さ
れ
、
現
在
は
同
社
が
運
営
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

（
17
） 

た
と
え
ば
「
三
島
の
世
界 
収
集
品
３
９
７
点
」（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、

二
〇
〇
八
・
三
・
三
）、「
袖
ケ
浦
に
吉
村
昭
資
料
館
」（『
読
売
新
聞
』

朝
刊
、
二
〇
二
〇
・
七
・
七
）
な
ど
の
記
事
に
そ
れ
ぞ
れ
の
開
館
時

に
お
け
る
趣
旨
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

市
区
町
レ
ヴ
ェ
ル
の
自
治
体
が
運
営
主
体
で
あ
り
、
テ
ー
マ
性
が
強

い
文
学
館
と
し
て
は
岩
手
県
北
上
市
の
日
本
現
代
詩
歌
文
学
館
が
あ

る
。
同
館
は
、
一
般
財
団
法
人
日
本
現
代
詩
歌
文
学
館
運
営
協
会
を

指
定
管
理
者
と
し
て
お
り
、
展
示
に
は
地
域
性
を
織
り
込
み
な
が
ら

も
現
代
詩
歌
全
体
を
前
面
に
出
し
た
珍
し
い
方
向
性
を
持
っ
た
施
設

と
言
え
る
。

（
19
） 

部
分
的
な
デ
ー
タ
で
し
か
な
い
が
、
全
文
協
に
加
盟
す
る
一
〇
六
の

文
学
館
の
う
ち
、
運
営
主
体
が
地
方
自
治
体
で
あ
り
、
直
接
的
に
管

理
し
て
い
る
館
は
四
二
館
、
公
益
財
団
法
人
を
指
定
管
理
者
と
し
て

い
る
館
は
三
四
館
で
あ
る
（
な
お
、
休
館
中
の
鎌
倉
文
学
館
は
二
〇

二
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
公
益
財
団
法
人
公
益
財
団
鎌
倉
市
芸
術
文

化
振
興
財
団
と
国
際
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
共
同
事
業
体
が
指
定
管
理
者

と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
含
め
て
い
な
い
）。

（
20
） 

か
つ
て
の
漱
石
記
念
館
計
画
に
つ
い
て
は
、松
岡
譲
『
あ
あ
漱
石
山
房
』

（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
・
五
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
21
） 

一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
録
・
証
言
に
は
曖
昧
な
部
分
も
あ
り
、
内
容

の
食
い
違
う
部
分
も
い
く
ら
か
見
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
実
態
と
し

て
は
そ
の
な
か
で
情
報
を
突
合
し
な
が
ら
、
情
報
を
精
査
し
、

再
現
方
針
を
確
定
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
詳
し
く
は
『「
漱
石
山

房
」
の
復
元
に
関
す
る
基
礎
調
査
報
告
書
』（
新
宿
区
、二
〇
一
二
・
三
）

を
参
照
の
こ
と
。

（
22
） 

漱
石
山
房
の
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
島
国
彦
「「
漱
石
山

房
記
念
館
」と
い
う
存
在
」（『
日
本
近
代
文
学
』第
九
八
集
、二
〇
一
八
・

五
）
で
整
備
検
討
会
の
座
長
と
し
て
開
館
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
て

き
た
立
場
か
ら
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。

（
23
） 

テ
ー
マ
と
な
る
文
学
者
の
存
命
中
に
開
館
し
た
文
学
館
と
し
て
は
、

静
岡
県
長
泉
町
の
井
上
靖
文
学
館
な
ど
が
あ
る
。

（
24
） 

当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
イ

ベ
ン
ト
開
催
レ
ポ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。https://

w
w

w
.w

aseda.jp/culture/new
s/2019/12/25/9733/ 

（
二
〇
一
四
年
一
月
一
六
日
最
終
閲
覧
）

（
25
） 
大
江
健
三
郎
文
庫
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
、
村
上
克
尚
「「
大
江

健
三
郎
文
庫
」（
仮
称
）
の
未
来
に
向
け
て
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
第

八
五
集
、
二
〇
二
二
・
九
）
に
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
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（
26
） https://w

w
w

.hrc.utexas.edu/press/releases/2015/
kazuo-ishiguro.htm

l

（
二
〇
一
四
年
一
月
一
六
日
最
終
閲
覧
）

（
27
） 
ハ
リ
ー
・
ラ
ン
サ
ム
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ベ
ケ
ッ
ト
や
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ナ
ボ
コ
フ
か
ら
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
、

ド
リ
ス
・
レ
ッ
シ
ン
グ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
近
現
代
文
学
者
の
資
料
を

収
集
し
、
そ
れ
ら
を
保
管
・
展
示
な
ど
を
行
う
組
織
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
英
語
圏
に
お
け
る
信
頼
性
の
高
い
文
学
館

的
施
設
と
言
え
る
。


