
１

こ
の
二
五
六
頁
の
研
究
書
は
、
著
者
の
博
士
論
文
を
基
に
出
版
さ
れ
た
。
内
容

の
紹
介
に
先
立
っ
て
目
次
を
掲
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
。

序
章

古
代
国
家
研
究
の
現
状
―
―
国
家
と
は
何
か

第
一
部

律
令
国
家
と
儒
教
・
神
�
政
策

第
一
章

百
姓
撫
育
と
律
令
国
家
―
―
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
を
中
心
に

補
論

律
令
国
家
の
撫
育
政
策

第
二
章

神
�
官
の
特
質
―
―
地
方
神
社
と
国
司
・
朝
廷

第
三
章

神
社
社
殿
の
成
立
と
律
令
国
家

第
二
部

社
会
・
国
家
の
変
転
過
程

第
一
章

九
世
紀
後
期
に
お
け
る
地
方
社
会
の
変
転
過
程

第
二
章

九
・
十
世
紀
の
不
堪
佃
田
と
律
令
官
人
給
与
制

第
三
部

摂
関
期
の
国
家
と
支
配
理
念

第
一
章

摂
関
期
の
地
方
支
配
理
念
と
天
皇
―
―
祥
瑞
・
観
農
・
受
領
罷
申

第
二
章

摂
関
期
の
災
異
に
つ
い
て

終
章

日
本
古
代
国
家
の
支
配
理
念

ま
ず
序
章
「
古
代
国
家
研
究
の
現
状
―
―
国
家
と
は
何
か
」
に
従
っ
て
本
書
の

課
題
と
全
体
の
構
成
を
述
べ
て
お
こ
う
。
本
書
は
、
石
母
田
正
以
後
の
古
代
国
家

論
の
停
滞
を
前
提
に
、『
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源
』
に
お
け
る
国
家
の

定
義
に
向
か
っ
て
、「
国
家
支
配
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
あ

る
い
は
「
支
配
理
念
」
が
な
く
て
は
、
国
家
の
運
営
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
」
と
の
見
解
を
対
置
し
て
、
新
た
な
国
家
指
標
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
を

全
体
の
課
題
と
す
る
。
観
農
政
策
・
宗
教
政
策
を
考
察
対
象
と
し
て
律
令
国
家
を

検
討
す
る
の
が
第
一
部
で
あ
り
、
学
説
史
整
理
を
踏
ま
え
、
律
令
国
家
か
ら
変
転

し
た
摂
関
期
の
国
家
に
お
け
る
朝
廷
の
支
配
理
念
を
論
じ
る
の
が
、
第
三
部
に
な

る
。
律
令
国
家
か
ら
摂
関
期
の
国
家
へ
の
変
転
そ
の
も
の
を
扱
っ
た
第
二
部
が
、

【
書
評
】
有
富
純
也
著
『
日
本
古
代
国
家
と
支
配
理
念
』

み
つ
ま
つ

ま
こ
と

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
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そ
の
あ
い
だ
に
挟
ま
る
。

以
下
、
各
章
の
内
容
を
瞥
見
す
る
。

第
一
部
第
一
章
「
百
姓
撫
育
と
律
令
国
家
」
は
ま
ず
、
宣
命
・
詔
勅
に
見
ら
れ

る
「
撫
育
」
を
国
史
か
ら
抽
出
し
、
そ
れ
が
特
殊
な
場
合
に
発
布
さ
れ
、
天
皇
が

儒
教
的
な
「
仁
」
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策

だ
っ
た
と
評
価
す
る
。
そ
の
上
で
、
国
司
・
地
方
行
政
監
察
使
が
施
す
撫
育
に
つ

い
て
、
八
世
紀
と
九
世
紀
以
降
に
分
け
て
検
討
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
八
世
紀

は
国
司
・（
こ
れ
ま
で
国
司
の
監
察
が
そ
の
職
務
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
）
地

方
行
政
監
察
使
が
そ
れ
ぞ
れ
百
姓
撫
育
を
実
施
し
て
い
た
の
に
対
し
、
九
世
紀
の

中
央
の
使
者
は
国
司
の
監
察
に
関
わ
る
範
囲
で
し
か
百
姓
に
撫
育
を
行
う
こ
と
が

無
く
な
り
、
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
も
国
司
に
委
任
さ
れ
、
十
世
紀
に
な
る

と
国
司
に
関
す
る
百
姓
の
訴
え
に
応
じ
た
使
者
派
遣
す
ら
無
く
な
る
の
だ
と
い
う
。

続
く
補
論
「
律
令
国
家
の
撫
育
政
策
」
は
、「
撫
育
政
策
」
と
は
何
か
、
整
理

す
る
も
の
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
吉
凶
時
に
な
さ
れ
、
免
税
・
賑
給
・
恩
赦
・
仏

教
行
事
／
神
�
祭
祀
を
内
容
と
し
、
そ
の
後
の
日
本
列
島
に
受
け
継
が
れ
て
い
く

も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
理
念
に
基
づ
く
撫
育
思
想
が
推
古
朝
に
お

い
て
導
入
さ
れ
、
七
世
紀
半
ば
以
後
に
政
策
と
し
て
行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る

と
推
定
さ
れ
る
。

第
一
部
第
二
章
は
「
神
�
官
の
特
質
」
が
論
題
で
あ
る
。
唐
と
は
異
な
り
、
日

本
の
律
令
国
家
は
形
式
上
太
政
官
と
神
�
官
を
頂
点
と
す
る
も
の
の
、
神
�
官
の

実
態
は
太
政
官
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
神
�
官
が
日
本
の
律
令
国

家
・
そ
の
官
司
機
構
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
の
検
討
を

通
じ
、
神
�
官
が
な
ぜ
「
官
」
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
神
�
官
は
�
神

�
令
祭
祀
・
特
定
神
社
の
祭
祀
、
�
祈
年
祭
ほ
か
の
班
幣
、
�
神
�
職
・
神
戸
の

中
央
に
お
け
る
管
理
、
�
卜
占
を
担
当
し
て
い
た
が
、
各
地
の
神
社
祭
祀
・
行
政
、

神
戸
の
戸
籍
作
成
・
租
税
管
理
は
国
司
ら
の
仕
事
で
あ
り
、
太
政
官
も
関
係
し
て

い
た
。
神
�
官
自
体
、
八
省
と
同
じ
く
弁
官
に
管
隷
し
て
お
り
、
太
政
官
と
同
等

の
官
司
で
は
な
い
。
し
か
し
、
班
幣
に
関
し
て
の
み
は
諸
国
神
社
の
神
�
職
と
直

接
幣
帛
の
受
け
渡
し
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
、
全
て
「
管
隷
」
関

係
と
し
て
一
括
で
き
る
太
政
官
の
階
統
制
か
ら
、
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
弁
官
・
国
司
抜
き
で
個
々
の
神
社
と
直
接
交
渉
で
き
る
点
が
、
他
の
八
省
と
区

別
さ
れ
る
神
�
官
の
特
質
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
本
章
の
主
張
で
あ
る
。

第
一
部
第
三
章
「
神
社
社
殿
の
成
立
と
律
令
国
家
」
は
、
神
社
社
殿
の
成
立
時

期
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
た
上
で
、
律
令
国
家
と
神
社
の
関
係
の
如
何
を
明

ら
か
に
す
る
。
ま
ず
、
律
令
国
家
の
成
立
と
社
殿
／
神
社
の
成
立
が
対
応
す
る
と

の
仮
説
を
述
べ
、
そ
れ
以
前
の
宗
教
施
設
と
し
て
は
、
常
設
社
殿
の
な
い
モ
リ
な

ど
の
空
間
と
、
神
の
ク
ラ
な
ど
の
収
納
空
間
と
の
二
つ
が
想
定
で
き
る
と
す
る
。

そ
し
て
、「
社
」
の
中
国
由
来
説
を
否
定
し
た
上
で
、
既
存
の
ク
ラ
に
社
殿
の
原

型
を
求
め
、
国
家
理
念
と
し
て
幣
帛
の
授
受
を
重
視
し
た
朝
廷
が
創
造
し
た
幣

帛
・
神
宝
の
保
管
施
設
と
し
て
社
殿
を
位
置
付
け
、
社
殿
の
維
持
に
国
司
の
関
与

が
重
要
で
あ
っ
た
例
を
紹
介
す
る
。

第
二
部
の
紹
介
に
移
ろ
う
。
第
一
章
「
九
世
紀
後
期
に
お
け
る
地
方
社
会
の
変

転
過
程
」
は
、
古
代
・
中
世
過
渡
期
の
地
方
社
会
の
変
貌
を
論
じ
る
べ
く
、
文
献

史
料
と
考
古
資
料
と
を
併
用
し
、
九
世
紀
後
半
の
坂
東
地
域
の
争
乱
状
況
を
可
能

な
限
り
で
明
ら
か
に
す
る
。
東
国
に
お
け
る
国
司
の
帯
剣
や
神
階
勲
位
、
陰
陽
師

の
設
置
な
ど
か
ら
、
そ
の
背
景
に
戦
乱
状
況
が
読
み
と
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
地

域
に
お
け
る
集
落
の
居
住
形
態
の
変
化
・
武
器
の
出
土
の
増
加
と
い
っ
た
考
古
学

の
成
果
が
紹
介
さ
れ
、
朝
廷
の
地
方
統
制
の
弱
体
化
に
よ
る
地
方
社
会
の
対
抗
・

混
乱
状
況
の
到
来
が
推
測
さ
れ
る
。

第
二
章
「
九
・
十
世
紀
の
不
堪
佃
田
と
律
令
官
人
給
与
制
」
は
、
不
堪
佃
田
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（
播
種
さ
れ
な
か
っ
た
輸
租
／
地
子
田
）・
損
田
（
水
旱
虫
損
で
収
穫
の
減
っ
た

田
）
に
関
す
る
地
方
行
政
監
察
使
が
、
他
の
使
者
よ
り
遅
い
時
期
ま
で
派
遣
さ
れ

続
け
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
律
令
国
家
の
変

転
過
程
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
承
和
年
間
後
半
か
ら
重
視

さ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
八
世
紀
半
ば
以
降
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
国
司
の
報
告
後
、
不
正
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
、
派
遣
さ
れ
た
。
十
世
紀
に

な
る
と
不
堪
佃
田
・
損
田
を
理
由
に
節
会
が
停
止
さ
れ
て
お
り
、
朝
廷
財
政
の
危

機
が
窺
え
る
。
十
世
紀
前
半
の
う
ち
は
不
堪
佃
田
・
損
田
の
減
少
を
図
っ
て
い
た

朝
廷
だ
っ
た
が
、
十
世
紀
半
ば
に
な
る
と
そ
の
報
告
は
形
骸
化
し
、
そ
れ
と
平
行

し
て
官
人
給
与
制
度
が
崩
壊
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
監
察
使
が
他
の
使
者
よ
り
遅

い
時
期
ま
で
派
遣
さ
れ
続
け
て
い
た
の
は
、
税
制
や
官
人
給
与
制
と
い
っ
た
重
要

な
制
度
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

続
い
て
第
三
部
。
第
一
章
「
摂
関
期
の
地
方
支
配
理
念
と
天
皇
―
―
祥
瑞
・
観

農
・
受
領
罷
申
」
は
、
摂
関
期
に
つ
い
て
も
儒
教
的
政
策
に
着
目
し
て
、
地
方
支

配
・
天
皇
の
あ
り
方
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
、
祥
瑞
に
つ
い
て
。
八
・
九
世

紀
に
は
天
人
相
関
説
に
基
づ
き
祥
瑞
が
善
政
の
証
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
の
に
対
し
、

十
世
紀
半
ば
以
降
、
祥
瑞
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
り
、
出
現
報
告
が
見
ら
れ
な
く

な
る
。
祈
雨
な
ど
地
方
の
勧
農
政
策
に
つ
い
て
も
、
十
世
紀
半
ば
以
降
、
中
央
政

府
は
そ
の
興
味
を
失
う
。
現
地
に
赴
く
国
司
だ
け
は
一
貫
し
て
勧
農
を
続
け
た
が
、

彼
ら
の
赴
任
時
の
儀
式
に
お
け
る
天
皇
の
直
接
賜
禄
が
十
世
紀
半
ば
を
境
に
無
く

な
る
な
ど
、
天
皇
の
地
方
社
会
に
対
す
る
支
配
理
念
は
変
化
し
て
い
た
。
こ
れ
が

本
章
の
主
張
で
あ
る
。

第
二
章
「
摂
関
期
の
災
異
に
つ
い
て
」
は
、
摂
関
期
の
朝
廷
が
、
国
司
に
委
任

せ
ず
に
百
姓
の
再
生
産
に
関
与
し
た
撫
育
政
策
と
し
て
、
災
害
時
の
対
応
策
を
論

じ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
十
世
紀
の
初
め
か
ら
十
一
世
紀
末
期
ま
で
、
蝗
害
や
疫

病
に
際
し
て
、
朝
廷
は
全
国
に
災
害
対
応
の
た
め
の
官
符
を
発
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
緊
急
度
の
低
い
祈
雨
に
つ
い
て
は
、
畿
外
に
関
し
て
は
受
領
に
任
せ
て

い
た
。
十
世
紀
を
過
ぎ
て
も
、
律
令
制
的
な
、
災
異
に
際
し
て
天
皇
の
徳
を
問
う

思
想
は
続
い
て
い
る
が
、
末
法
思
想
や
過
差
の
論
理
の
よ
う
に
、
多
様
な
災
異
思

想
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
終
章
「
日
本
古
代
国
家
の
支
配
理
念
」
が
示
し
た
結
論
を
要
約
す
れ

ば
、
次
の
通
り
。

日
本
古
代
国
家
は
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
都
合
の
よ
い
部
分
だ
け
を
受
容
す
る

一
方
、
独
自
に
班
幣
制
度
を
創
出
し
て
、
支
配
の
正
当
化
を
図
っ
た
。
国
家
指
標

を
考
え
る
上
で
、
支
配
理
念
も
含
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本

列
島
に
お
け
る
国
家
の
成
立
を
七
世
紀
後
期
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
お
く
こ
と
が
で

き
る
。

九
世
紀
半
ば
に
は
各
地
方
で
争
乱
が
生
じ
始
め
、
田
地
の
荒
廃
が
見
ら
れ
、
十

世
紀
の
半
ば
に
は
、
税
制
や
官
僚
給
与
の
あ
り
方
も
変
化
し
て
し
ま
う
。
支
配
理

念
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
摂
関
期
の
国
家
は
律
令
期
に
お
け
る
支
配

の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
踏
襲
す
る
場
合
も

あ
る
。

全
国
を
一
律
に
支
配
す
る
と
い
う
律
令
制
の
理
念
に
基
づ
く
祈
念
祭
が
形
骸
化

す
る
一
方
で
、
畿
内
近
域
の
神
社
に
限
定
さ
れ
た
祈
念
穀
奉
幣
が
実
施
さ
れ
（
続

い
て
い
っ
）
た
事
例
や
、
疫
病
に
関
し
て
は
朝
廷
自
ら
が
対
応
を
起
こ
し
た
事
例

か
ら
考
え
る
に
、
日
本
の
国
家
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
律
令
制
支
配
理
念
は
、

実
質
を
失
い
つ
つ
も
維
持
さ
れ
、
何
ら
か
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、
必
要
に
応

じ
そ
の
姿
を
見
せ
る
。
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２

評
者
は
、
研
究
対
象
を
同
じ
く
す
る
ど
こ
ろ
か
、
近
世
／
近
代
史
を
勉
強
し
て

い
る
人
間
で
あ
り
、
大
き
な
タ
イ
ト
ル
の
つ
い
た
専
門
を
異
に
す
る
博
士
論
文
と

い
う
こ
と
で
、
読
む
前
は
、
理
解
不
能
な
ほ
ど
に
高
度
・
複
雑
な
議
論
が
展
開
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
身
構
え
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
拍
子
抜
け
す
る

ほ
ど
に
わ
か
り
や
す
か
っ
た
、
と
い
う
読
後
感
を
抱
い
た
。

極
め
て
明
快
な
文
体
（
象
徴
的
な
の
が
「
あ
と
が
き
」
で
あ
る
）、
衒
う
と
こ

ろ
の
無
い
明
快
な
史
料
の
引
用
と
丁
寧
に
説
明
さ
れ
た
解
釈
。
理
論
的
に
見
て
も
、

「
国
家
を
考
え
る
上
で
は
支
配
理
念
の
視
点
が
必
要
だ
」、
と
い
う
命
題
は
単
純
明

快
で
あ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
も
理
解
し
や
す
い
。
例
え
ば
第
一
部
第
一
章
。「
撫
育
」
と
い
う

中
国
由
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
政
策
が
律
令
国
家
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
た
上
で
、
国
司
へ
の
委
任
の
拡
大
と
い
う
一
般
的
傾
向
が
、
撫
育
政
策
も
当

て
は
ま
る
こ
と
を
示
し
た
章
で
あ
る
。
中
国
的
政
策
の
移
入
、
あ
る
い
は
受
領
の

権
限
拡
大
と
い
う
、
古
代
史
の
素
人
に
も
お
な
じ
み
の
図
式
に
よ
っ
て
明
晰
に
立

論
さ
れ
て
お
り
、
す
ぐ
に
理
解
・
納
得
で
き
た
気
に
な
っ
た
。

他
方
、
第
一
部
第
三
章
や
第
二
部
第
一
章
が
と
り
わ
け
そ
う
な
の
だ
が
、
古
代

史
研
究
が
な
ん
と
困
難
な
営
み
で
あ
る
こ
と
か
、
と
い
う
印
象
を
強
く
受
け
た
。

既
に
先
学
が
目
を
通
し
て
き
た
史
料
の
山
か
ら
断
片
的
な
記
述
を
拾
い
集
め
、
何

と
か
蓋
然
性
の
高
い
解
釈
を
積
み
重
ね
、
整
合
的
な
時
代
像
を
組
み
立
て
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
で
も
研
究
史
に
確
実
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
専
門

家
か
ら
は
、
何
を
今
さ
ら
、
と
言
わ
れ
そ
う
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
敬
意
を
表
し

た
い
。

か
か
る
事
情
故
、
個
々
の
史
料
解
釈
の
妥
当
性
に
つ
い
て
云
々
す
る
力
量
が
評

者
に
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
拙
文
の
読
者
に
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う

の
で
、
以
下
、
本
書
で
利
用
さ
れ
て
い
る
概
念
や
議
論
の
構
成
方
法
を
巡
る
断
想

を
書
き
連
ね
る
こ
と
と
す
る
。

「
宗
教
」・
儒
教
・
仏
教

ま
ず
、「
宗
教
」
概
念
に
つ
い
て
。
著
者
は
、「
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
」

と
「
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
」
を
区
別
し
て
い
る
（
一
九
、
四
〇
頁
）
が
、

儒
教
が
宗
教
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
何
を
以
っ
て
宗
教
と
呼
ん
で
い
る
の
か
？

儒
教
と
そ
の
他
の
宗
教
を
峻
別
す
る
基
準
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
１
）
。

と
り
わ
け
仏
教
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
第
一
章
補
論
・
第
三
部
第
二
章
・
終
章

で
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
総
体
と
し
て
は
「
新
た
な
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
と
判
断
」
さ
れ
、
議
論
の
主
役
に
な
ら
な
い
（
一
〇
頁
）。
当
時
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
は
欠
か
せ
ま
い
。

著
者
は
同
時
に
、
仏
教
政
策
を
「
国
家
外
的
権
威
」
と
し
て
検
討
す
る
石
母
田

正
に
対
し
て
「
宗
教
政
策
を
「
国
家
外
的
権
威
」
と
捉
え
る
こ
と
に
積
極
的
な
根

拠
は
な
く
、
従
え
な
い
」（
一
〇
頁
）
と
し
て
い
る
。
確
か
に
本
書
で
著
者
が
検

討
し
た
神
社
は
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
（
２
）
そ
の
も
の
に
見
え
、
国
家
外
的
権

威
と
し
て
は
評
価
し
が
た
い
。
し
か
し
仏
教
は
、
国
家
外
的
権
威
と
し
て
の
性
格

を
、
よ
り
多
く
、
有
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
や
は
り
積
極
的
な
根
拠
を

挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
）。
日
本
の
古
代
国
家
に
お
け
る
支
配

理
念
を
総
体
的
に
把
握
す
る
に
は
、
今
後
は
仏
教
史
研
究
と
の
接
合
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
言
え
こ
の
点
は
、
著
者
自
身
よ
く
認
識
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
書
出
版

後
、「
疫
病
と
古
代
国
家
―
―
国
分
寺
の
展
開
過
程
を
中
心
に
（
３
）

―
―
」
の
公
表
が
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あ
っ
た
。
さ
ら
な
る
研
究
に
基
づ
く
、
議
論
の
総
合
化
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

連
続
と
断
絶

あ
る
い
は
連
続
と
断
絶
に
関
し
て
も
、
い
さ
さ
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、「
律
令
制
支
配
理
念
は
、
実
質
性
を
失
い
つ
つ
も
、

維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
」（
二
三
〇
頁
）。
議
論
の
筋
は
通
っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
連
続
／
断
絶
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
き
も
の
の
問
題

な
の
だ
が
、
実
質
を
失
っ
た
そ
れ
は
別
物
に
変
わ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
し
、
他
方
、
律
令
制
成
立
以
前
の
支
配
理
念
が
変
貌
し
つ
つ
持
続
し
た
の
だ

と
す
る
見
解
も
全
否
定
は
で
き
ま
い
。

評
者
の
専
門
に
引
き
付
け
て
言
え
ば
、
国
学
者
の
著
述
を
捲
っ
て
い
る
と
、
古

代
が
理
想
の
世
界
と
し
て
参
照
さ
れ
る
議
論
を
ま
ま
目
に
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で

参
照
さ
れ
る
理
想
像
は
、
記
紀
神
話
だ
っ
た
り
、
そ
の
後
の
天
皇
を
中
心
と
し
た

古
代
史
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
律
令
国
家
だ
っ
た
り
と
、
今
日
的
視
点
か
ら
す
れ

ば
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
の
後
変
質
し
つ
つ
も
残
存
す
る
古
代
的
要
素
、

そ
の
本
質
を
ど
こ
に
認
め
る
の
か
は
、
や
は
り
難
し
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う
（
４
）
。

３
国
家
指
標
と
し
て
の
支
配
理
念

本
書
を
通
読
す
る
と
、「
支
配
理
念
」
な
る
も
の
に
関
わ
る
政
策
を
古
代
国
家

が
実
施
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
わ
か
る
。
し
か
し
、
国
家
に
と
っ
て
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
／
支
配
理
念
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
命
題
自
身
は
、
序
章
に
お
い
て
さ
ら

り
と
主
張
さ
れ
て
以
後
、
十
分
な
論
証
が
伴
わ
な
い
よ
う
に
思
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
な

ら
ば
現
実
的
な
も
の
こ
そ
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
当
為
と
実
在
を
同
一
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
国
家
が
国
家
た
る

に
は
何
が
必
要
な
の
か
、
そ
れ
は
ど
だ
い
、
実
証
史
学
の
手
続
き
を
通
し
て
語
る

こ
と
に
適
さ
な
い
問
い
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
ど
の
時
期
に
国
家
が
成
立
し
た
の

か
、
理
論
抜
き
に
史
料
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
純

史
料
実
証
的
に
議
論
を
進
め
て
も
、
い
つ
ま
で
も
国
家
指
標
は
帰
納
さ
れ
な
い
ま

ま
の
よ
う
に
思
え
る
。

国
家
指
標
の
問
題
を
さ
て
措
い
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
古
代
国
家
の
支
配
理

念
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
古
代
史
に
と
っ
て

宿
命
的
な
史
料
的
制
約
の
た
め
に
、
当
初
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
の
体
系
的
な
内
容

は
登
場
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
儒
学
あ
る
い
は
神
�
と
い
っ
た
儀
礼
・
宗

教
・
観
念
に
関
わ
る
政
策
や
範
疇
、
確
か
に
存
在
す
る
そ
れ
ら
の
、
立
ち
現
れ
方

の
集
合
体
と
し
て
し
か
「
支
配
理
念
」
な
る
も
の
を
撫
で
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も

ど
か
し
さ
を
感
じ
る
。
評
者
が
普
段
接
す
る
世
界
の
実
証
水
準
か
ら
見
れ
ば
、
論

証
困
難
な
領
域
に
突
入
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

問
題
に
応
じ
て
要
求
さ
れ
る
実
証
水
準
が
異
な
る
と
見
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
重

要
な
問
題
な
ら
ば
、
実
証
的
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
、
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
研
究
の
蛸
壺
化
に
よ
っ
て
、
対
象
と
す
る
時
代
ご
と
に
必
要
と
な
る
実
証

水
準
・
技
法
が
固
ま
っ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
研
究
史
が
逼
塞
状
況
に
あ
る
観

も
あ
る
今
、
同
じ
対
象
を
扱
う
様
々
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
親
し
み
な
が
ら
、
挑
戦

し
て
い
く
姿
勢
に
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
う
。

支
配
理
念
の
有
無
を
国
家
指
標
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
既
に
疑
問
を
呈
す

る
書
評
が
出
て
い
る
。
松
木
俊
曉
氏
に
よ
る
そ
れ
（
５
）
を
評
者
な
り
に
要
約
す
る
と
、

次
の
通
り
。

�
儒
教
的
で
な
い
地
域
的
な
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
律
令
国
家
以
前
か
ら
あ
る
。

だ
か
ら
国
家
の
指
標
と
な
る
支
配
理
念
の
有
無
は
、
そ
れ
が
全
国
的
か
ど
う
か
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だ
け
で
判
断
さ
れ
る
。
律
令
国
家
は
全
国
的
な
存
在
な
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ

支
配
理
念
を
国
家
指
標
と
し
て
位
置
付
け
る
メ
リ
ッ
ト
が
判
ら
な
い
。
ま
た
、

支
配
理
念
の
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
摂
関
期
の
国
家
は
「
国
家
」
未
満
の
存

在
に
な
る
の
か
（
６
）
。

�
撫
育
の
欠
如
と
地
方
社
会
の
争
乱
と
が
結
び
つ
い
た
議
論
が
な
さ
れ
る
一
方
、

支
配
理
念
が
存
続
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
律
令
制
が
変
転
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

支
配
理
念
の
影
響
力
・
有
効
性
は
限
定
的
に
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
ど
ち

ら
に
力
点
が
あ
る
の
か
。

�
摂
関
期
の
社
会
の
変
転
か
ら
当
該
期
の
支
配
理
念
の
変
化
を
説
明
し
て
い
る
が
、

そ
う
な
る
と
支
配
理
念
の
独
自
性
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
か
。
支
配
体
制

と
は
別
に
、
支
配
理
念
に
独
自
の
変
化
の
画
期
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

ま
た
、
律
令
制
支
配
理
念
の
退
転
過
程
の
分
析
は
あ
っ
て
も
、
摂
関
期
の
支
配

理
念
の
独
自
性
の
分
析
が
無
い
。

�
結
論
は
後
期
律
令
国
家
論
と
初
期
権
門
体
制
論
を
折
衷
し
た
も
の
。

�
国
家
論
と
い
う
よ
り
王
権
論
と
し
て
課
題
設
定
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

�
か
ら
�
は
、
支
配
理
念
の
存
在
を
国
家
指
標
と
す
る
説
の
、
理
論
的
弱
点
・

説
明
力
の
低
さ
を
衝
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
�
の
よ
う
な
総
括
が
な
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
松
木
氏
も
自
認
す
る
通
り
、「
制
度
史
の
個
別
論
点
の
評

価
や
指
摘
」
は
論
点
に
な
っ
て
い
な
い
。
著
者
の
支
配
理
念
に
関
わ
る
制
度
に
関

す
る
実
証
の
成
果
は
、
評
価
の
主
た
る
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

評
者
も
、
前
述
し
た
通
り
、
本
書
が
、
支
配
理
念
が
国
家
指
標
で
あ
る
こ
と
を

説
得
的
に
提
示
し
た
、
と
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
国
家
指
標
と
は
実
証
史
学
の

手
続
き
に
よ
っ
て
帰
納
的
に
実
証
で
き
る
事
柄
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
演
繹
す
べ

き
理
論
的
出
発
点
で
は
な
い
の
か
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
援
用
し
た
石
母
田
も
、
エ
ン

ゲ
ル
ス
自
身
も
、
四
指
標
が
国
家
指
標
で
あ
る
こ
と
自
体
を
史
料
か
ら
実
証
し
た

わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、「
以
上
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
勧
農
政
策

や
宗
教
政
策
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
指
標
の
範
疇
に
は
な
い
。
し
か
し
勧
農
や

宗
教
は
、
徴
税
を
成
り
立
た
せ
る
う
え
で
必
要
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、

国
家
の
成
立
や
あ
り
方
を
探
る
た
め
に
は
、
考
察
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
」（
四
頁
）
と
述
べ
て
す
ぐ
に
実
証
に
入
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
れ
が
国
家

指
標
た
り
う
る
の
か
、
も
っ
と
理
論
的
な
検
討
に
紙
幅
を
割
く
べ
き
で
は
な
か
っ

た
か
。
そ
う
し
た
理
論
的
前
提
が
ち
ゃ
ん
と
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、
折
角
の
支
配

理
念
に
関
わ
る
諸
政
策
の
実
証
成
果
を
俎
上
に
揚
げ
な
い
書
評
が
登
場
す
る
こ
と

も
な
か
っ
た
と
思
う
の
だ
。

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
」

翻
っ
て
考
え
て
み
て
、
理
論
的
源
泉
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
み
を
引
い
て
く
る
議
論

は
、
今
日
の
人
文
学
の
世
界
に
あ
っ
て
は
（
あ
る
い
は
社
会
科
学
の
世
界
で
も
）

珍
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
石
母
田
は
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス

に
ス
タ
ー
リ
ン
と
い
っ
た
あ
た
り
を
参
照
し
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の

諸
潮
流
は
、
そ
の
時
点
で
停
滞
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
論
者
が
「
石
母

田
氏
の
国
家
論
に
安
住
し
て
し
ま
」
っ
た
（
二
頁
）
こ
と
、
実
証
面
で
の
精
緻
化

の
一
方
で
根
源
的
な
問
い
を
棚
上
げ
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
を
、
克
服
す
べ

き
現
状
だ
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
唯
物
史
観
を
再
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
現

在
」（
同
）
で
あ
っ
て
も
、
否
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
の
知
的
世
界
の
広
範
な

地
殻
変
動
に
対
応
し
た
理
論
的
検
討
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
な
ら
ば
再
度
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
位
置
か
ら
出
発
し
な
お
す
の
で
は
な
く
、
今
日
の
批
判
的
な
諸
知
と
の
対

話
か
ら
始
め
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
７
）
。

こ
う
考
え
た
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
に
新
た
な
知
見
を
加
え
、
そ
れ
を

踏
み
越
え
る
展
開
を
導
き
出
し
た
と
い
う
意
味
で
、
最
も
有
用
で
あ
ろ
う
議
論
は
、
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明
ら
か
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
そ
れ
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
諸
理
論
の
そ
の

後
の
展
開
（
あ
る
い
は
解
体
）
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
彼
の
国
家

論
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
を
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
に
不
可
欠
な
も
の

と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
本
書
の
課
題
に
正
面
か
ら
理
論
的
示
唆
を
与
え
う
る

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
支
配
に
服
従
す
る
主
体
を
作
り
上
げ
、
生
産
諸
関

係
を
再
生
産
す
る
。
そ
れ
は
暴
力
・
抑
圧
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
働
き
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
か
く
し
て
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て

統
一
さ
れ
た
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
が
、
国
家
の
各
所
に
お
け
る
再
生
産

活
動
を
成
り
立
た
せ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
ア
ル

チ
ュ
セ
ー
ル
の
議
論
の
う
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
関
係
に
関
わ
る
部
分
を

要
約
す
れ
ば
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
視
座
が
マ
ル
ク
ス
主
義

国
家
論
に
付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
述
べ
た
表
現
を
掲
げ
れ
ば
、

次
の
通
り
。「
国
家
理
論
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
は
、
た
だ
単
に
国�

家�

権�

力�

と
国�

家�

装�

置�

の
区
別
を
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
明
ら
か
に
国
家
（
の
抑

圧
）
装
置
の
傍
ら
に
存
在
す
る
が
、
し
か
し
国
家
（
の
抑
圧
）
装
置
と
は
異
な
っ

た
ま
た
別
の
現
実
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
現

実
を
、
そ
の
概
念
に
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
」「
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
（
８
）
」。

こ
う
し
た
視
座
は
、
明
ら
か
に
著
者
の
眼
と
同
じ
と
こ
ろ
に
焦
点
を
結
ん
で
い

る
（
９
）
。
実
際
、
著
者
は
述
べ
て
い
る
。「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
国

家
は
収
奪
・
抑
圧
機
構
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
示
し
た
「
国
家
の
指
標
」
は
右
の
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
国
家
は

こ
れ
ら
の
指
標
だ
け
で
機
能
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
が
収
奪
を
行
う

機
構
で
あ
る
こ
と
を
否
定
は
で
き
ず
、
警
察
・
軍
事
機
構
や
徴
税
機
構
な
ど
は
国

家
に
と
っ
て
重
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
収
奪
さ
れ
る
の
み
で
民
衆
は
納

得
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
民
衆
側
に
収
奪
を
同
意
さ
せ
る
よ
う
な
、
も
し
く
は
、
民

衆
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
よ
う
な
理
念
、
い
わ
ば
国
家
支
配
を
正
当
化
す
る
よ
う

な
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
あ
る
い
は
「
支
配
理
念
」
が
な
く
て
は
、
国
家
の
運
営
は

不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
」（
三
〜
四
頁
）、
と
。「
民
衆
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る

よ
う
な
理
念
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
別
の
ベ
ク
ト
ル
の
解
釈
の
道
を
開
く
も
の

で
あ
る
が
、
基
本
的
姿
勢
に
お
い
て
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
タ
イ
ト
ル
に
「
支
配
理
念
」
と
銘
打
ち
つ
つ
も
、

狭
い
意
味
で
の
理
念
や
理
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
諸
政
策
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を

担
っ
た
諸
制
度
・
装
置
の
側
に
強
い
注
目
を
示
し
て
い
る
点
も
、
単
に
史
料
的
制

約
に
よ
る
と
見
る
よ
り
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
的
で
あ
る
と
評
価
す
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。

た
だ
し
、「
民
衆
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
よ
う
な
理
念
」
と
い
う
評
価
を
先
ほ

ど
別
の
ベ
ク
ト
ル
と
述
べ
た
が
、「
撫
育
」
に
強
く
着
目
す
る
実
証
の
成
果
自
体

は
、
支
配
理
念
が
如
何
に
服
従
を
調
達
し
た
か
／
し
え
な
か
っ
た
か
を
示
す
と
い

う
よ
り
も
、
古
代
国
家
が
如
何
に
民
衆
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
課
題
視
し

て
い
た
か
／
し
て
い
な
か
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
こ
の
点
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
と
は
や
や
方
向
性
が
異
な
る
よ
う
に
思
う
（
１０
）
。

こ
う
し
た
論
じ
方
は
、
史
料
に
即
し
て
当
時
の
支
配
理
念
の
国
家
に
お
け
る
位
置

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
実
証
的
態
度
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

哲
学
者
の
言
説
の
援
用
が
、
と
も
す
れ
ば
薄
っ
ぺ
ら
な
理
論
を
現
実
に
対
し
て
適

用
し
て
み
せ
た
も
の
と
し
て
看
做
さ
れ
が
ち
な
傾
向
を
考
え
れ
ば
、
仮
に
本
書
が

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
を
援
用
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
程
度
の
距
離
感
は
、
む
し
ろ
理

論
と
実
証
の
ち
ょ
う
ど
良
い
バ
ラ
ン
ス
を
示
し
た
も
の
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
（
１１
）
。
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４

以
上
、
要
約
を
踏
ま
え
、
本
書
の
実
証
成
果
と
国
家
指
標
に
つ
い
て
の
主
張
の

関
係
付
け
が
十
分
な
説
得
力
を
発
揮
し
て
い
な
い
点
を
述
べ
た
上
で
、
本
書
の
視

点
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
視
点
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
理
論

的
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
議
論
か
ら
出
発
し
て
い
れ
ば
、

支
配
理
念
を
国
家
指
標
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
困
難
さ
に
お
い
て
本
書
が
評
価
さ

れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
最
後
に
著
者
に
聞

き
た
い
も
っ
と
も
大
き
な
疑
問
を
掲
げ
て
お
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
の
理
論
の
理
解
の
如
何
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
適
用
可
能
性
を

ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、
彼
の
理
論
を
知
っ
て
い
て
こ
う

し
た
議
論
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
が
明
言
さ
れ
な
い
の
は
何
故

か
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
（
１２
）
。

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）

註（
１
）

結
局
著
者
は
、
日
本
に
お
け
る
「
撫
育
」
を
、
中
国
の
儒
教
由
来
の
歴
史

的
概
念
と
し
て
位
置
付
け
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
民
衆
を
か
わ
い
が
る
措
置

一
般
を
指
す
語
と
し
て
位
置
付
け
た
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
の
だ
が
、

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
よ
っ
て
、
あ
わ
せ
て
解
消
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

（
２
）

こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
３
）
『
歴
史
評
論
』
七
二
八
（
二
〇
一
〇
）
に
掲
載
。

（
４
）

例
え
ば
、
政
府
が
太
政
官
神
�
官
の
二
官
制
を
採
っ
て
い
た
明
治
初
年
、

国
学
者
は
、
全
国
神
社
の
神
�
官
直
支
配
を
訴
え
た
復
古
主
義
的
な
派
閥

（
平
田
直
門
ら
）
と
、
行
政
機
構
と
切
り
離
さ
れ
た
神
�
官
の
特
立
に
批
判

的
で
、
神
�
官
の
神
�
省
へ
の
格
下
げ
と
、
有
力
大
社
の
み
を
中
央
政
府
の

直
接
支
配
下
に
置
く
政
策
を
推
進
し
た
派
閥
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
後
者
は
、

天
皇
の
下
で
行
政
と
祭
祀
を
一
括
し
て
行
う
祭
政
一
致
を
実
現
さ
せ
た
存
在

と
し
て
、
近
代
的
な
天
皇
祭
祀
の
確
立
者
と
も
目
さ
れ
て
い
る
（
津
和
野
・

鳥
取
派
）。
し
か
し
本
書
に
学
ん
で
み
る
と
、
津
和
野
派
が
行
っ
た
無
力
な

神
�
官
の
管
掌
範
囲
の
縮
小
は
、
日
本
の
古
代
国
家
が
辿
っ
た
道
を
そ
の
ま

ま
再
現
し
た
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。
か
か
る
視
座
か
ら
す
れ
ば
、

彼
ら
の
ほ
う
が
正
し
い
「
復
古
」
派
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
５
）
『
歴
史
学
研
究
』
八
七
一
（
二
〇
一
〇
）
に
掲
載
。

（
６
）

こ
れ
に
先
立
つ
、
小
倉
慈
司
氏
に
よ
る
本
書
に
つ
い
て
の
「
書
評
と
紹

介
」
は
、
紙
幅
の
問
題
も
あ
っ
て
か
、
内
容
に
関
す
る
立
ち
入
っ
た
評
価
に

充
て
ら
れ
た
字
数
は
限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
律
令
制
期
以
前
に
も
何
ら
か

の
形
の
支
配
理
念
は
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
析
す
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
は
、
と
指
摘
し
て
い
る
。『
日
本
歴
史
』
七
四
一
（
二
〇
一

〇
）
に
掲
載
。

（
７
）

先
行
研
究
や
史
料
の
外
に
あ
る
理
論
的
根
拠
は
、
石
母
田
の
よ
う
な
ビ
ッ

グ
ネ
ー
ム
に
よ
っ
て
既
に
保
証
書
が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
、
用
い
る
こ

と
を
許
さ
れ
な
い
。
古
代
史
学
界
が
そ
ん
な
世
界
な
ら
ば
話
は
別
な
の
だ
が
、

ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
不
用
意
な
理
論
の
導
入
を
忌
避
す
る
風

潮
は
、
今
日
の
実
証
史
学
の
世
界
一
般
に
み
ら
れ
る
も
の
だ
と
は
思
う
の
だ

け
れ
ど
も
。

（
８
）

こ
こ
で
は
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
再
生
産
に
つ
い
て

イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
）
に
従
っ

た
。
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（
９
）

か
か
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
は
当
然
、
王
権
論
で

は
な
く
国
家
論
か
ら
扱
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

（
１０
）「
再
生
産
の
保
持
と
い
う
観
点
か
ら
は
離
れ
た
、
純
粋
に
儒
教
的
・
宗
教
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
で
も
あ
っ
た
」（
一
九
頁
）
と
い
っ
た
「
再
生
産
」
の

語
の
用
い
方
も
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
と
い
う
よ
り
、
一
般
的
な
マ
ル
ク
ス
主

義
の
用
法
に
近
い
。

（
１１
）

も
し
も
著
者
の
議
論
に
お
い
て
図
式
主
義
を
衝
く
な
ら
ば
、
む
し
ろ
�
・

�
の
松
木
氏
の
指
摘
が
意
味
を
持
つ
こ
と
だ
ろ
う
。

（
１２
）

日
本
史
学
の
世
界
に
お
い
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
理
論
に
示
唆
を
受
け
た

こ
と
を
明
言
し
た
論
者
と
し
て
は
、
黒
田
俊
雄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
論
に
関
す
る
言
及
は
、
例
え
ば
「
転
換
期
の
歴
史
学
―
―
現
代
歴

史
科
学
の
方
向
―
―
」（『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
八
、
法
蔵
館
、
一
九
九
五
）

に
見
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
日
本
の
歴
史
学
界
に
お
い
て
国
民
国
家
批
判
論
を

定
着
さ
せ
た
西
川
長
夫
が
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
紹
介
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
も
、

覚
え
て
お
い
て
よ
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

追
記：

拙
稿
の
脱
稿
後
、
川
原
秀
夫
氏
に
よ
る
書
評
（『
史
学
雑
誌
』
一
二
〇
‐

七
、
二
〇
一
一
）
が
公
表
さ
れ
た
。
先
述
の
二
氏
に
よ
る
も
の
と
併
せ
て
、

参
照
さ
れ
た
い
。
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