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こ
れ
は
実
に
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
。
か
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
一

六
四
二
―
一
七
二
七
）
が
魔
術
マ
ニ
ア
と
噂
さ
れ
る
の
は
さ
て

お
く
と
し
て
も
、
政
治
哲
学
の
巨
人
で
あ
る
英
国
の
ト
マ
ス
・

ホ
ッ
ブ
ズ
（
一
五
八
八
―
一
六
七
九
）
で
さ
え
、
彼
の
科
学
へ

の
深
い
理
解
を
、
そ
の
宗
教
・
哲
学
思
想
に
ど
こ
ま
で
統
一
し

て
い
た
か
と
い
え
ば
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
デ
カ
ル
ト
は
、
科
学
の
当
時
の
最
先
端
の
知
見
と
自

ら
の
思
想
・
形
而
上
学
を
統
一
し
よ
う
と
明
確
に
意
志
し
て
い

た
の
だ
と
考
え
た
い
。
今
も
な
お
『
方
法
叙
説
』
と
い
う
こ
の

小
さ
な
書
物
が
、
私
た
ち
に
語
り
掛
け
る
こ
と
を
止
め
な
い
理

由
の
一
つ
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
有
限
の
人
間
が

無
限
を
考
え
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
驚
く
べ
き
事
で

あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
近
代
の
端
緒
に
、
こ
の
問
題
を
新
し
く

標
づ
け
る
意
義
深
い
仕
事
を
残
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

玄
奘
と
仏
光
王

―
玄
奘
三
蔵
の
伝
記
を
読
み
直
す

倉　

本　

尚　

徳

　

玄
奘
の
伝
記
史
料
は
数
種
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
詳
細

で
史
料
価
値
の
高
い
も
の
が
慧
立
撰
・
彦
悰
箋
『
大
慈
恩
寺
三

蔵
法
師
伝
』
全
十
巻
で
あ
る
。

　

こ
の
書
の
序
文
に
は
、
成
立
に
複
雑
な
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
玄
奘
の
弟
子
の
慧
立
が
そ
の

西
域
行
を
中
心
に
五
巻
本
を
撰
し
た
が
、
玄
奘
が
あ
ま
り
に
も

偉
大
な
た
め
、
数
多
く
の
善
事
を
書
き
漏
ら
す
の
を
恐
れ
て
世

に
出
さ
ず
に
地
中
に
隠
し
て
い
た
。
慧
立
が
臨
終
間
際
に
そ
の

書
物
を
取
り
出
そ
う
と
し
た
が
、
取
り
出
す
前
に
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
、
門
人
た
ち
は
悲
嘆
に
暮
れ
た
。
こ
の
書
は
他
所
に
流

散
し
て
い
た
の
で
、
数
年
か
け
て
捜
し
集
め
て
買
い
戻
し
た
。

門
人
た
ち
は
さ
ら
に
彦
悰
に
伝
の
続
き
を
執
筆
す
る
よ
う
に
請

い
、
彦
悰
が
十
巻
に
増
補
し
た
と
い
う
。
こ
の
本
が
世
に
出
た

の
は
、
玄
奘
が
遷
化
し
て
二
十
余
年
の
後
、
睿
宗
の
垂
拱
四
年

（
六
八
八
）、
既
に
高
宗
が
他
界
し
、
武
則
天
が
実
権
を
完
全
に

掌
握
し
、
唐
王
朝
の
命
運
が
風
前
の
灯
火
と
な
っ
て
い
た
時
期
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で
あ
る
。

　

慧
立
は
隋
の
史
官
で
あ
っ
た
趙
毅
の
息
子
で
あ
り
、
曲
筆
を

嫌
っ
た
た
め
、
玄
奘
が
国
禁
を
破
り
密
か
に
出
国
し
た
こ
と
、

唐
が
滅
ぼ
し
た
高
昌
国
の
王
と
玄
奘
と
の
親
密
な
関
係
に
つ
い

て
も
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
唐
王
朝
の
禁
忌
に
触
れ

る
も
の
で
あ
り
、
慧
立
が
世
に
出
す
こ
と
を
憚
っ
た
主
な
理
由

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

慧
立
の
跡
を
継
い
で
執
筆
し
た
彦
悰
は
、
仏
教
を
弾
圧
や
迫

害
か
ら
の
守
護
を
使
命
と
す
る
護
法
僧
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

『
護
法
沙
門
法
琳
別
伝
』
三
巻
や
『
集
沙
門
不
応
拝
俗
等
事

（
沙
門
不
敬
録
）』
六
巻
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
こ
れ
ら
書
物
の

特
徴
は
、
詔
勅
や
上
表
文
な
ど
の
文
書
を
多
く
収
録
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　

慧
立
が
執
筆
し
た
こ
の
本
の
前
半
の
西
域
・
イ
ン
ド
旅
行
記

の
部
分
は
様
々
な
仏
教
に
ま
つ
わ
る
神
秘
的
な
物
語
が
多
く
、

奇
跡
を
し
ば
し
ば
お
こ
す
神
聖
な
僧
の
興
趣
に
あ
ふ
れ
た
伝
記

と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
彦
悰
が
増
補
し
た
後
半
部
は
、
玄

奘
自
身
が
太
宗
・
高
宗
と
の
間
で
や
り
と
り
し
た
美
辞
麗
句
の

文
章
が
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
伝
記
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
資

料
集
の
よ
う
で
あ
る
の
は
彦
悰
の
上
記
二
著
作
と
同
じ
で
あ
る
。

　

読
み
物
と
し
て
は
前
半
部
の
西
域
紀
行
の
方
が
断
然
面
白
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
聖
化
さ
れ
た
玄
奘
で
は
な
く
、
玄
奘

自
身
の
考
え
や
心
情
を
知
る
に
は
、
後
半
部
分
に
多
く
収
録
さ

れ
た
玄
奘
自
身
の
撰
し
た
文
章
を
読
む
方
が
よ
り
そ
の
実
像
に

迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
当
時
の
歴
史
的
文

脈
に
基
づ
き
じ
っ
く
り
読
み
こ
ん
で
み
る
と
、
自
身
の
目
指
し

た
理
想
と
現
実
と
の
狭
間
で
苦
慮
す
る
生
身
の
玄
奘
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
重
要
な
事
跡
の
一
つ
と
し
て
、
仏
光
王
に

関
す
る
記
事
を
と
り
あ
げ
た
い
。
仏
光
王
と
は
、
唐
の
中
宗
、

す
な
わ
ち
高
宗
と
武
則
天
の
息
子
李
顕
が
、
そ
の
出
生
時
に
授

け
ら
れ
た
号
で
あ
る
。
永
徽
六
年
（
六
五
五
）、
高
宗
が
太
宗

の
旧
臣
た
ち
の
支
持
す
る
王
皇
后
を
廃
し
、
武
氏
を
皇
后
に
立

て
た
こ
と
で
、
政
治
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
太
宗
の
旧
臣
た

ち
の
権
威
が
動
揺
し
始
め
る
。
太
宗
は
そ
の
晩
年
、
玄
奘
を
師

と
し
て
大
変
尊
崇
し
て
お
り
、
玄
奘
は
先
帝
の
師
と
し
て
比
類

な
い
権
勢
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
呂
才
と
い
う

薬
学
・
易
学
・
暦
学
に
通
じ
皇
帝
に
側
仕
え
し
て
い
た
学
者
が
、

玄
奘
の
弟
子
た
ち
が
撰
し
た
因
明
の
注
釈
書
を
批
判
し
、
そ
れ

ま
で
自
身
が
表
に
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
玄
奘
が
表
に
出
て
直

接
呂
才
と
討
論
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ

た
。
こ
の
討
論
で
呂
才
を
打
ち
負
か
し
た
玄
奘
に
対
し
、
高

宗
・
武
則
天
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
高
宗
御
筆
の
慈
恩
寺
碑

が
立
て
ら
れ
る
な
ど
、
両
者
の
関
係
が
親
密
に
な
る
。
そ
し
て
、

玄
奘
が
西
域
行
で
得
た
持
病
が
再
発
し
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
時
、

高
宗
は
手
厚
い
看
病
を
行
う
よ
う
命
じ
、
回
復
後
も
宮
殿
に
招
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く
な
ど
す
る
。
そ
こ
で
余
命
幾
ば
く
も
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
玄

奘
は
、
高
宗
・
武
后
に
対
し
大
胆
な
要
求
を
行
う
。
そ
の
最
た

る
も
の
が
、
武
后
が
懐
妊
し
た
時
、
玄
奘
に
安
産
祈
願
を
依
頼

し
、
男
子
を
出
産
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
僧
と
す
る
よ
う
に
高

宗
・
武
后
に
要
望
し
た
こ
と
で
あ
る
。
顕
慶
元
年
（
六
五
六
）

武
后
が
無
事
に
男
子
を
出
産
す
る
と
、
こ
の
子
に
仏
光
王
と
い

う
号
が
与
え
ら
れ
、
玄
奘
が
剃
髪
の
師
と
な
っ
た
。
こ
の
時
以

降
、
一
年
の
間
に
仏
光
王
に
関
す
る
玄
奘
と
高
宗
と
の
や
り
と

り
が
実
に
頻
繁
に
か
わ
さ
れ
る
。
玄
奘
が
仏
光
王
に
対
し
て
、

仏
教
界
の
守
護
者
と
し
て
大
変
期
待
を
か
け
、
仏
光
王
の
も
と

で
唐
王
朝
が
仏
教
王
国
と
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
玄
奘
の
夢
は
す
ぐ
に
打
ち
砕
か
れ
た
。
翌

年
の
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）、
高
宗
と
武
則
天
は
洛
陽
へ
行
幸

し
、
仏
光
王
を
周
王
に
封
じ
、
こ
こ
を
東
都
と
定
め
た
。
特
に

武
后
が
彼
に
期
待
を
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
洛
陽
か
ら
長
安

に
帰
還
し
て
以
降
、
仏
光
王
に
関
す
る
玄
奘
と
高
宗
の
や
り
と

り
は
一
切
見
え
な
く
な
り
、
玄
奘
の
希
望
は
結
局
か
な
わ
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
、
玄
奘
と
高
宗
・
武
后
と
の
関

係
も
冷
め
た
も
の
と
な
り
、
玄
奘
は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
玉
華

寺
で
示
寂
す
る
。

　

さ
て
、
玄
奘
の
死
後
、
仏
光
王
こ
と
李
顕
は
、
数
奇
な
運
命

を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
兄
の
太
子
李
賢
が
廃
さ
れ
る
と
太
子

に
立
て
ら
れ
、
高
宗
が
崩
ず
る
と
、
武
后
に
よ
っ
て
皇
帝
に
擁

立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
韋
皇
后
の
父
で
あ
る
韋
玄
貞
を
侍
中
に

抜
擢
し
よ
う
と
し
て
武
后
の
怒
り
を
買
い
、
廃
さ
れ
廬
陵
王
と

な
り
、
均
州
、
房
州
に
監
禁
さ
れ
る
。
房
州
で
は
死
の
影
に
怯

え
、
い
つ
も
薬
師
如
来
を
祈
念
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

武
則
天
が
皇
帝
に
即
位
す
る
と
、
再
び
皇
太
子
と
し
て
呼
び
戻

さ
れ
、
臣
下
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
再
び
皇
帝
に
立
て
ら
れ
る
。

　

二
度
目
の
即
位
後
、
宮
中
に
蔵
し
て
い
た
玄
奘
の
画
像
を
大

慈
恩
寺
の
翻
経
堂
に
移
し
て
顕
彰
し
、
玄
奘
に
「
大
遍
覚
」
と

い
う
諡
号
を
授
与
し
た
。
ま
た
、
仏
光
王
の
号
に
ち
な
ん
で
、

長
安
・
洛
陽
の
宮
城
内
に
そ
れ
ぞ
れ
仏
光
寺
（
仏
光
殿
）
を
建

立
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
訳
経
事
業
に
再
び
光
を
あ
て
、
玄
奘

が
最
後
に
訳
に
着
手
し
よ
う
と
し
て
放
棄
し
た
『
宝
積
経
』
の

翻
訳
事
業
を
興
し
、
仏
光
殿
に
て
自
ら
筆
受
を
担
当
し
た
。
中

宗
は
幼
い
と
き
に
玄
奘
が
示
寂
し
た
の
で
記
憶
は
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
周
り
の
者
か
ら
玄
奘
の
自
身
に
対
す
る
期
待

を
よ
く
聞
い
て
い
た
し
、『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
の
仏
光

王
の
記
述
に
も
目
を
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

帰
国
後
の
玄
奘
の
境
遇
が
い
か
に
変
化
し
た
か
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、『
ア
ジ
ア
人
物
史
第
三
巻  

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
ふ
た

つ
の
帝
国
』
集
英
社
、
二
〇
二
三
年
に
収
録
の
拙
著
「
玄
奘

―
そ
の
理
想
と
現
実
」
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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