
本
書
は
、
著
者
が
一
九
九
七
年
に
筑
波
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を

刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
『
神
皇
正
統
記
』
を
中

心
と
し
て
北
畠
親
房
の
思
想
を
儒
学
、
と
り
わ
け
宋
学
の
受
容
と
い
う
観

点
か
ら
検
討
し
て
い
る
。

内
容
は
、
序
論
、
第
一
章
『
易
』
と
日
本
神
話
ｌ
親
房
の
宇
宙
論
、

第
二
章
「
三
種
神
器
」
と
「
正
直
」
ｌ
親
房
の
倫
理
思
想
、
第
三
章

革
命
論
と
名
分
論
ｌ
親
房
の
政
治
思
想
、
第
四
章
「
天
命
」
と
「
神
意
」

Ｉ
親
房
の
歴
史
思
想
、
結
論
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、

そ
の
内
容
を
要
約
す
る
。

ま
ず
序
論
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
親
房
の
思
想
に
つ
い
て
の
研
究

史
を
ご
く
大
づ
か
み
に
概
観
し
た
上
で
、
本
耆
の
問
題
意
識
と
課
題
を
説

明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
親
房
の
思
想
に
対
す
る
理
解
は
、

戦
前
の
研
究
は
国
体
論
の
束
縛
を
受
け
、
戦
後
に
な
る
と
革
命
論
に
光
が

当
て
ら
れ
る
な
ど
、
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
影
響
さ
れ
て
き
た
こ
と
、

下
川
玲
子
著

『
北
畠
親
房
の
儒
学
』

（
ぺ
り
か
ん
社
．
二
○
○
一
年
）

一

高
橋
美
由
紀

ま
た
、
彼
の
思
想
の
本
質
に
つ
い
て
も
、
神
道
と
見
る
か
儒
教
と
見
る
か

で
見
方
が
分
か
れ
て
い
る
な
ど
の
問
題
点
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
の
上
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
束
縛
を
離
れ
、
客
観
的
か
つ

具
体
的
に
親
房
の
思
想
全
体
に
わ
た
っ
て
儒
学
思
想
、
と
り
わ
け
宋
学
の

受
容
の
し
か
た
、
神
道
論
や
皇
位
継
承
の
正
当
性
の
論
理
と
儒
学
と
の
関

係
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
房
の
思
想
構
造
を
解
明
す
る
と
し
て

い
ス
》
。

第
一
章
『
易
』
と
日
本
神
話
で
は
、
親
房
の
神
話
解
釈
と
『
易
』
や
周

榛
渓
の
『
太
極
図
説
』
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
、
著
者
は
伊

勢
神
道
の
大
成
者
で
親
房
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
度
会
家
行
の

思
想
を
検
証
す
る
。
家
行
の
『
類
聚
神
祇
本
源
』
冒
頭
の
天
地
開
關
篇
に

引
か
れ
て
い
る
漢
籍
の
内
容
の
分
析
か
ら
、
家
行
の
神
観
念
や
宇
宙
論
が
、

そ
れ
ま
で
の
伊
勢
神
道
が
主
と
し
て
依
拠
し
て
い
た
道
家
思
想
よ
り
も

『
易
』
や
『
太
極
図
』
な
ど
の
思
想
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
家
行
は
『
太
極
図
』
に
見
ら
れ
る
宇
宙
生
成
論
を
神
話
解

釈
に
取
り
入
れ
る
と
同
時
に
、
宇
宙
生
成
論
が
倫
理
思
想
と
結
び
つ
き
そ

の
根
拠
と
な
る
と
い
う
『
易
』
の
思
想
を
受
容
し
て
、
「
正
直
」
や
「
清
浄
」

と
い
う
倫
理
の
根
拠
と
し
て
「
機
前
」
と
い
う
概
念
を
創
造
し
た
。
著
者

に
よ
れ
ば
、
「
機
前
」
は
『
太
極
図
』
の
「
無
極
」
に
相
当
す
る
と
と
も
に
、

道
徳
的
規
範
の
根
拠
で
も
あ
る
。

こ
の
家
行
の
思
想
的
影
響
を
受
け
た
親
房
は
、
『
易
』
や
周
瀧
渓
の
『
太

極
図
説
』
の
宇
宙
生
成
論
に
よ
っ
て
日
本
神
話
を
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
親
房
は
、
日
本
神
話
の
「
神
」
を
、
『
易
』
の
「
太
極
↓
両
儀
↓
四
象
↓
八

書評199



卦
↓
吉
凶
↓
大
業
」
や
『
太
極
図
』
の
「
太
極
↓
陰
陽
↓
五
行
↓
男
女
↓
万

物
」
と
い
う
天
地
の
生
成
を
あ
ら
わ
す
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
に
対
応
さ
せ
て

い
た
」
と
し
、
親
房
に
お
い
て
は
神
話
の
「
潭
沌
」
を
「
太
極
」
と
結
び

つ
け
て
こ
れ
を
「
国
常
立
尊
」
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
形
而
下
の
「
潭

沌
」
を
重
視
す
る
点
で
、
形
而
上
的
「
無
極
」
を
根
源
と
す
る
家
行
と
は

異
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
、
親
房
の
受
容
し
た
宇
宙
論
は
宋
学
的

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
彼
が
宋
学
的
理
気
論
を
受
容
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
「
古
い
漢
代
の
『
准
南
子
』
や
『
易
』
の
「
繋
辞
伝
」
的
な
宇
宙

論
で
あ
っ
た
」
と
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
房
に
と
っ
て
「
神
」
は

万
物
の
生
成
の
根
源
で
あ
る
が
、
同
時
に
神
は
「
心
神
」
と
し
て
人
間
の

内
な
る
倫
理
的
根
拠
で
あ
り
、
か
つ
天
皇
家
以
下
万
民
の
祖
先
神
と
し
て

の
性
格
を
も
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
宇
宙
論
と
人

性
論
と
の
結
合
の
構
造
の
構
築
は
、
家
行
か
ら
継
承
し
た
『
易
』
の
思
想

に
よ
る
も
の
だ
が
、
親
房
の
場
合
、
「
神
話
を
根
拠
と
す
る
血
統
の
連
続

と
い
う
「
事
実
」
」
、
「
日
本
の
実
情
」
と
『
易
』
的
宇
宙
論
を
折
衷
し
た
と

こ
ろ
に
思
想
の
特
徴
が
あ
る
と
す
る
。

第
二
章
で
は
、
「
三
種
神
器
」
を
め
ぐ
る
親
房
の
言
説
の
分
析
を
通
し
て
、

彼
の
倫
理
思
想
と
儒
学
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
、
『
元
元
集
』

神
国
要
道
篇
や
『
神
皇
正
統
記
』
に
よ
っ
て
、
親
房
が
『
大
学
』
の
八
条

目
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
修
身
・
正
心
・
致
知
を
三
種
神
器

の
玉
・
鏡
・
剣
に
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
な
か
で
も
鏡
を
特
別
視
し
そ

れ
が
シ
ン
ポ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
正
心
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

正
心
と
は
、
そ
の
用
例
か
ら
み
て
正
直
の
こ
と
で
あ
り
、
人
が
正
心
で
あ

れ
ば
神
が
感
応
し
て
正
し
い
倫
理
的
判
断
が
可
能
に
な
る
の
だ
と
い
う
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
「
私
ノ
心
」
「
己
ガ
欲
」
と
し
て
の
心
の
「
曇
り
」

を
去
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
親
房
の
説
く
「
心
」
は
「
心
ノ

源
」
と
「
曇
り
」
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
「
心
ノ
源
」
は
神
性
を
分
有
す
る
。

「
曇
り
」
は
こ
の
「
心
ノ
源
」
の
持
つ
善
悪
の
判
断
力
（
こ
れ
を
著
者
は
理

的
性
質
と
す
る
）
を
曇
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
去
る
こ
と
で
正
心

が
実
現
す
る
の
だ
と
言
う
。

次
に
著
者
は
親
房
が
「
積
善
ノ
余
慶
」
を
強
調
す
る
点
に
着
目
し
、
人

間
の
道
徳
的
形
質
は
血
統
に
よ
り
祖
先
か
ら
子
孫
へ
と
「
積
善
ノ
余
慶
」

と
い
う
原
理
に
よ
り
継
承
さ
れ
る
、
つ
ま
り
道
徳
的
善
性
は
血
統
に
依
存

す
る
と
い
う
「
先
天
的
決
定
論
に
基
づ
い
た
倫
理
思
想
」
を
親
房
は
抱
い

て
い
た
と
解
す
る
。
鏡
は
皇
祖
神
天
照
太
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
天
照
太
神
が
完
全
無
欠
の
是
非
善
悪
の
判
断
力
を
持
つ
「
理
」
的
存

在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
天
皇
は
そ
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
か
か
る
祖
神
の
形
質
を
も
継
承
す
る
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
著
者
は
、
親
房
が
三
種
神
器
に
宋
学

を
踏
ま
え
た
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
そ
れ
に
「
「
合
理
的
」
な
倫
理
性
を
付

与
」
し
、
「
天
皇
の
統
治
を
正
当
化
合
理
化
」
し
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
親
房
の
皇
位
継
承
論
と
『
孟
子
』
や
『
資
治
通
鑑
』
お
よ

び
そ
の
思
想
的
源
泉
と
し
て
の
『
左
伝
』
な
ど
と
の
思
想
的
関
係
の
検
証

を
通
し
て
、
親
房
の
政
治
思
想
と
儒
学
と
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る
。
ま

ず
、
『
孟
子
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
孟
子
』
の
革
命

論
の
理
解
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
、
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『
孟
子
』
の
革
命
論
と
い
え
ば
不
徳
の
天
子
の
追
放
を
容
認
す
る
と
い
う

側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
『
孟
子
』
で
は
王
の
血
統
に
連

な
る
者
が
王
位
の
継
承
す
る
場
合
に
は
、
よ
ほ
ど
の
不
徳
の
者
で
な
い
限

り
臣
下
に
よ
る
放
伐
は
容
認
さ
れ
な
い
。
王
位
の
世
襲
を
基
本
的
に
容
認

す
る
の
が
『
孟
子
』
の
思
想
で
あ
り
、
そ
の
革
命
論
は
王
位
の
世
襲
容
認

論
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
『
孟
子
』
の
思
想

と
親
房
の
皇
位
継
承
論
と
の
共
通
性
を
強
調
し
て
い
る
。
『
資
治
通
鑑
』

に
お
け
る
司
馬
光
の
名
分
論
の
影
響
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
に
も
問
題

が
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
司
馬
光
は
、
臣
下
は
そ
の
分
を
越
え
て
不
徳

の
王
で
あ
っ
て
も
追
放
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
王
が
そ

の
分
に
応
じ
た
徳
を
持
た
ず
君
主
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
、
当
然
天
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
後
者
の
面
が
こ
れ
ま
で
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
す
る
。
君
臣

と
も
に
そ
の
分
に
応
じ
た
徳
を
持
つ
こ
と
で
社
会
の
安
定
を
は
か
る
の
が
、

彼
の
名
分
論
で
あ
る
と
す
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
親
房
は
『
孟
子
』
の
世
襲
容
認
論
を
伴
う
革
命
論
と

司
馬
光
の
名
分
論
、
お
よ
び
前
章
で
指
摘
し
た
「
積
善
ノ
余
慶
」
思
想
を

援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
日
本
に
は
易
姓
革
命
が
な
い
と
い
う
主
張
に
、

儒
学
的
な
合
理
性
を
与
え
た
」
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
血
統
や
家
柄
を
重

視
す
る
上
下
の
秩
序
の
保
持
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

説
い
て
い
る
。

最
後
の
第
四
章
で
は
、
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
い
て
親
房
が
、
歴
史
を

天
照
太
神
の
「
神
意
」
の
顕
現
と
す
る
歴
史
観
と
「
天
命
」
に
よ
る
王
朝

交
替
を
説
く
中
国
的
道
徳
史
観
を
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
た
か
を
検
討
す

る
こ
と
で
、
彼
の
歴
史
思
想
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
親
房

の
主
張
す
る
皇
統
譜
に
お
け
る
正
系
と
傍
系
の
基
準
に
つ
い
て
み
る
と
、

後
醍
醐
天
皇
か
ら
神
武
天
皇
へ
と
父
子
関
係
で
一
直
線
に
遡
る
線
上
の
天

皇
を
正
系
と
し
、
そ
れ
以
外
を
傍
系
と
す
る
と
い
う
「
逆
直
系
の
理
念
」

に
基
づ
い
て
お
り
、
徳
の
有
無
と
か
兄
か
弟
か
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。

他
方
で
、
正
系
に
も
か
か
わ
ら
ず
廃
さ
れ
る
場
合
や
、
傍
系
か
ら
出
て
皇

位
に
即
く
場
合
な
ど
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
そ
の
天
皇
の
徳
・
不
徳
が
原

因
と
な
っ
た
と
見
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
で
は
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て

そ
れ
を
現
象
せ
し
め
て
い
る
「
神
」
と
「
天
」
と
の
関
係
は
如
何
と
言
え

ば
、
「
親
房
の
「
天
」
も
「
神
」
も
、
結
局
徳
あ
る
も
の
に
応
報
す
る
と
い
う

点
で
は
同
一
の
働
き
を
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
神
」
は
中
国
の
「
天
」
的

性
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
中
国
的
「
天
」
の
内
容
が

「
神
」
に
脱
換
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見

る
と
、
究
極
的
に
は
「
神
」
の
意
志
に
よ
る
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
前
章
ま
で
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
房

に
お
い
て
は
徳
は
血
統
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
天
皇
の
血
統

に
連
な
る
者
に
は
先
天
的
に
徳
が
具
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
と

天
と
い
う
二
つ
の
原
理
は
棚
齢
す
る
こ
と
な
く
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
故
に
、
「
親
房
の
歴
史
思
想
は
、
天
が
人
間
の
徳
に
応
報
し
て
歴
史

を
形
成
す
る
と
い
う
「
道
徳
史
観
」
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、

天
皇
家
「
一
種
姓
」
に
よ
る
統
治
を
め
ざ
す
日
本
的
「
神
意
」
の
歴
史
観
で
も

あ
っ
た
」
と
結
論
さ
れ
る
。
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そ
の
上
で
、
親
房
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
思
想
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
共

通
す
る
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
左
伝
』
は
、
『
耆
経
』
（
『
尚
書
』
）

の
革
命
論
を
容
認
し
な
が
ら
も
、
天
命
は
依
然
と
し
て
周
王
朝
の
も
と
に

あ
る
と
考
え
、
周
王
室
を
頂
点
と
す
る
君
臣
の
秩
序
を
絶
対
的
に
重
ん
じ

る
」
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
家
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
を
絶

対
視
す
る
親
房
の
立
場
と
重
な
り
合
う
と
い
う
。
『
左
伝
』
と
り
わ
け
杜

預
の
『
春
秋
経
伝
集
解
』
が
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
広
く
読

ま
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
『
大
日
本
史
』
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

『
神
皇
正
統
記
』
が
『
春
秋
』
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
と

す
る
。
そ
し
て
、
『
神
皇
正
統
記
』
の
時
代
区
分
の
分
析
か
ら
、
親
房
が

政
治
的
理
想
を
、
後
醍
醐
天
皇
が
目
指
し
た
上
古
で
は
な
く
、
彼
が
中
古

と
呼
ぶ
宇
多
・
醍
醐
・
村
上
天
皇
の
時
代
、
つ
ま
り
特
定
の
官
職
を
特
定

の
貴
族
の
家
柄
が
世
襲
す
る
体
制
が
確
立
し
王
朝
が
安
定
し
た
時
代
に
求

め
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
時
代
の
身
分
秩
序
の
回
復
を
主
張
し
て
い
る

と
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
『
春
秋
』
の
態
度
と
共
通
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

最
後
の
本
書
全
体
の
結
論
に
お
い
て
筆
者
は
、
親
房
は
当
時
の
日
本
に

お
い
て
最
も
宋
学
に
通
じ
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
彼
自
身
こ
の
最
新
の
学

問
で
あ
る
宋
学
に
よ
っ
て
日
本
神
話
を
解
釈
し
、
神
話
を
そ
の
正
当
性
の

根
拠
と
す
る
天
皇
の
統
治
を
合
理
化
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
見
る
。

そ
れ
は
、
神
道
を
「
汎
ア
ジ
ア
的
普
遍
性
の
も
と
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し

た
」
試
み
で
あ
り
、
「
宋
学
の
体
系
的
思
惟
を
、
日
本
の
思
想
的
文
脈
に

実
現
す
る
」
試
み
で
も
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
親
房
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

神
道
思
想
は
、
「
宇
宙
論
か
ら
倫
理
、
政
治
、
歴
史
観
に
わ
た
る
体
系
的

本
書
の
特
色
は
、
親
房
の
思
想
の
中
心
に
儒
教
思
想
、
と
り
わ
け
宋
学

の
思
想
が
あ
る
と
の
前
提
の
も
と
に
、
徹
底
し
て
そ
の
側
面
か
ら
思
想
の

構
造
と
特
質
と
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら

見
て
、
我
妻
建
治
氏
の
研
究
、
す
な
わ
ち
親
房
の
思
想
へ
の
『
易
』
や
『
孟

子
』
の
影
響
な
ど
か
ら
親
房
の
儒
教
思
想
を
積
極
的
に
宋
学
的
な
も
の
で

あ
る
と
見
る
研
究
（
「
北
畠
親
房
の
儒
教
思
想
」
）
を
踏
ま
え
、
そ
の
視
点
に

立
っ
て
親
房
の
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
親

房
と
宋
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
我
妻
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
和
島

芳
男
氏
に
よ
る
否
定
的
な
見
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
親
房
自
身
の

儒
教
に
つ
い
て
の
教
養
な
い
し
学
問
と
い
う
も
の
が
具
体
的
に
明
ら
か
で

は
な
い
こ
と
に
よ
る
。
『
神
皇
正
統
記
』
等
の
著
述
に
散
見
さ
れ
る
儒
教

的
字
句
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
知
る
以
外
に
手
だ
て
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
字
句
に
し
て
も
、
決
定
的
に
宋
学
的
な
も
の
と
断
定
で
き
る
も
の
が

な
い
た
め
、
こ
れ
を
宋
学
的
な
も
の
と
見
る
か
否
か
で
意
見
が
分
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
著
者
は
本
書
全
体
の
結
論
に
お
い
て
親
房
を
、
「
当
時
日

本
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
宋
学
に
通
じ
て
い
た
」
と
断
じ
、
そ

の
思
想
を
「
当
時
の
最
新
の
学
問
で
あ
る
宋
学
に
よ
っ
て
、
日
本
神
話
を

正
当
性
の
根
拠
と
す
る
天
皇
の
統
治
を
、
さ
ら
に
強
固
に
し
よ
う
」
と
の

意
図
に
よ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
と
な
る
具
体
的
な
も
の

と
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
以
上
の
も
の
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書

思
想
」
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
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を
一
読
し
た
時
に
抱
い
た
隔
靴
掻
痒
の
感
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
親
房
の

宋
学
に
関
す
る
教
養
の
実
態
の
具
体
的
な
解
明
が
な
い
限
り
、
論
全
体
を

支
え
る
柱
が
定
ま
ら
な
い
。
本
書
の
親
房
と
宋
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

言
辞
の
〃
ゆ
ら
ぎ
″
も
こ
こ
に
由
来
す
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
の
『
易
』

と
日
本
神
話
の
な
か
で
、
一
方
で
「
親
房
は
、
『
太
極
図
』
の
用
語
を
使

い
な
が
ら
も
、
そ
の
概
念
の
枠
組
み
は
、
け
っ
し
て
宋
学
的
で
は
な
か
っ

た
」
（
六
五
豆
と
述
べ
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
親
房
は
、
宋
学
的
概
念

を
用
い
て
『
太
極
図
』
や
『
易
』
を
解
釈
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
七
七

頁
）
。
ま
た
、
第
二
章
の
正
直
の
構
造
に
つ
い
て
論
及
す
る
部
分
で
は
、

親
房
が
「
人
性
論
を
す
べ
て
理
気
論
に
還
元
す
る
朱
子
の
思
想
体
系
と
は

異
な
る
方
法
で
、
倫
理
思
想
と
宇
宙
論
を
関
連
づ
け
る
」
（
一
二
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ズ
レ
を
筆
者
は
、
「
親
房
の
『
易
』

解
釈
の
特
徴
」
（
八
二
頁
）
と
か
「
独
自
の
宋
学
」
（
一
五
○
頁
）
と
の
言

葉
で
あ
っ
さ
り
と
片
づ
け
る
。
し
か
し
、
宋
学
の
受
容
を
立
論
の
主
要
な

柱
と
す
る
な
ら
ば
、
親
房
の
学
ん
だ
宋
学
の
内
実
を
明
確
に
す
る
こ
と
な

し
に
は
、
そ
の
神
話
解
釈
や
歴
史
観
、
政
治
思
想
へ
の
影
響
を
明
確
化
す

る
こ
と
は
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。

著
者
の
問
題
意
識
が
先
行
し
す
ぎ
る
た
め
に
、
論
の
展
開
に
お
い
て
飛

躍
が
あ
っ
た
り
無
理
が
あ
っ
た
り
す
る
点
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
。
一
例

を
上
げ
れ
ば
、
第
二
章
の
「
正
直
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
箇
所
で
、
「
心
」

を
「
心
ノ
源
」
と
心
の
曇
り
と
し
て
の
「
己
ガ
欲
」
「
私
ノ
心
」
か
ら
成
り
、

「
心
ノ
源
」
に
は
理
的
性
質
、
つ
ま
り
善
悪
を
判
断
で
き
る
能
力
が
そ
な

わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
曇
っ
て
い
る
た
め
に
そ
の
能
力
が
発
揮
で
き
な

い
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
朱
子
学
的
な
理
気
の
概
念
を
思
わ
せ
る

「
心
」
の
解
釈
で
あ
る
。
著
者
は
「
心
」
は
理
気
混
合
で
あ
る
と
言
い
、

こ
の
理
的
面
を
表
す
の
が
「
心
ノ
源
」
だ
と
解
す
る
。
し
か
し
、
著
者
が

例
に
上
げ
る
『
神
皇
正
統
記
』
の
言
辞
を
見
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解

は
困
難
で
あ
る
。
親
房
が
い
う
「
心
ノ
源
」
と
は
心
の
本
来
的
な
あ
り
方

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
心
を
乱
す
の
が
私
欲
や
私
心

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
心
が
鏡
に
瞼
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
「
心
」
そ
の
も
の
が
本
来
的
に
清
浄
な
の
で
あ
る
。
私

欲
や
私
心
は
鏡
の
曇
り
に
瞼
え
ら
れ
、
そ
れ
を
ぬ
ぐ
い
去
る
な
ら
ば
神
が

宿
る
本
来
の
心
が
回
復
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ｏ
実
体
と
し
て
の
「
心

ノ
源
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
「
積
善
ノ
余
慶
」
が
あ
る
。
著

者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
を
、
親
房
は
、
あ
た
か
も
理
気
混
融
の
太
極
が

陰
陽
、
五
行
、
万
物
と
展
開
し
継
承
さ
れ
る
が
如
く
、
人
間
の
「
徳
」
や

「
才
」
も
ま
た
祖
先
か
ら
子
孫
へ
と
受
け
継
が
れ
る
と
の
意
に
解
し
た
。

親
房
は
、
こ
の
「
積
善
ノ
余
慶
」
と
い
う
儒
教
的
原
理
に
依
拠
し
て
、
天

皇
家
を
は
じ
め
貴
族
の
家
柄
の
人
間
に
は
、
こ
の
血
統
の
論
理
に
よ
っ
て

先
天
的
に
徳
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
易
姓
革
命

の
な
い
皇
統
の
連
綿
性
と
「
中
古
」
的
官
職
体
制
を
正
当
化
、
合
理
化
し

よ
う
と
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
『
神
皇
正
統
記
』
の
内
容
に
即
す
る
限
り
、

か
か
る
理
解
は
著
者
の
読
み
込
み
過
ぎ
で
は
な
い
か
。
も
し
、
こ
れ
が
歴

史
的
展
開
の
主
要
な
原
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
中
古
」
で
は
な
く

「
上
古
」
の
秩
序
そ
の
も
の
が
連
綿
と
継
承
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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最
後
に
、
伊
勢
神
道
と
の
関
係
に
関
し
て
若
干
気
付
い
た
点
を
述
べ
る
。

第
一
章
で
親
房
の
神
話
解
釈
へ
の
『
易
』
の
影
響
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の

先
駆
者
で
あ
る
度
会
家
行
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
家
行
は
、
「
『
太

極
図
』
な
ど
『
易
』
を
ベ
ー
ス
に
し
た
宇
宙
生
成
論
」
を
取
り
入
れ
た
が
、

そ
の
神
観
念
は
「
道
家
思
想
の
「
無
」
に
影
響
を
受
け
た
六
朝
陪
唐
的
な

『
易
』
理
解
」
に
基
づ
い
て
神
Ⅱ
太
極
Ⅱ
無
と
み
な
し
、
こ
の
根
源
の
「
無
」

に
対
応
す
る
神
と
し
て
「
機
前
」
の
神
で
あ
る
天
讓
日
国
讓
日
（
月
）
天

狭
霧
国
狭
霧
尊
が
創
造
さ
れ
た
と
見
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
『
類
聚
神

祇
本
源
』
天
地
開
關
篇
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
易
』
繋
辞
上
伝
を
重
視
す

る
。
す
な
わ
ち
、
「
是
故
易
有
二
太
極
一
。
〈
王
日
。
太
極
即
神
也
・
〉
是
生
二

両
儀
一
。
〈
王
日
。
両
儀
天
地
也
。
韓
日
。
夫
有
必
始
レ
無
。
故
太
極
生
二
両

儀
一
也
。
太
極
者
無
称
之
称
。
不
し
可
し
得
し
名
。
取
二
其
之
一
有
し
所
し
極
。

況
二
之
太
極
一
・
〉
」
の
王
注
、
韓
注
を
ふ
ま
え
て
、
「
家
行
に
と
っ
て
、
「
太

極
Ⅱ
無
」
は
「
神
」
な
の
で
、
「
神
」
は
「
無
」
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
親
房
に
つ
い
て
は
、
『
東
家
秘
伝
』
に
、
「
又
一
物
未
生
ノ

時
ヲ
ハ
、
儒
典
ニ
ハ
、
元
気
ト
モ
、
太
一
ト
モ
云
可
シ
」
と
あ
る
こ
と
を

根
拠
に
、
宇
宙
の
根
源
を
『
准
南
子
』
的
潭
沌
に
求
め
、
太
極
Ⅱ
津
沌
Ⅱ

国
常
立
尊
と
見
な
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者
の
神
観
念
の
違
い
を
強
調
し

『
神
皇
正
統
記
』
が
強
調
す
る
の
は
、
神
話
に
語
ら
れ
た
神
勅
の
絶
対
性

で
あ
り
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
儒
教
的
な
「
天
」
や
「
天
命
」

の
思
想
が
援
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

1■■■■■
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て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
論
法
に
は
か
な
り
の
飛
躍
が
あ
る
。
家
行

が
『
易
』
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

彼
の
宇
宙
生
成
論
が
『
易
』
と
の
関
係
の
み
で
語
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
著
者
の
依
拠
す
る
『
類
聚
神
祇
本
源
』
天
地
開
關
篇
に
は
、
『
老
子
』

『
老
子
述
義
』
『
五
行
大
義
』
『
列
子
』
『
准
南
子
』
な
ど
数
多
く
の
漢
籍
の

宇
宙
論
が
抜
粋
さ
れ
て
お
り
、
『
易
』
は
そ
の
一
部
で
し
か
な
い
。
そ
れ

を
こ
と
さ
ら
に
取
り
出
し
て
、
即
、
家
行
自
身
の
思
想
と
主
張
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
仮
に

『
類
聚
神
祇
本
源
』
天
地
開
關
篇
の
漢
家
の
部
に
家
行
の
神
道
思
想
の
鍵

を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
冒
頭
に
引
か
れ
た
『
古
今
帝

王
年
代
暦
』
、
『
新
端
分
門
蟇
図
博
聞
録
』
か
ら
の
孫
引
の
太
極
図
と
周
榛

渓
の
『
通
言
』
、
『
老
子
』
を
こ
そ
重
視
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、

『
古
今
帝
王
年
代
暦
』
に
は
、
「
昔
天
地
未
し
形
。
謂
二
之
太
易
一
・
元
気
始
萌
。

謂
二
之
太
初
一
・
形
気
始
端
。
謂
二
之
太
始
一
。
形
変
有
し
質
。
謂
二
之
太
素
一
・

質
形
已
具
。
謂
二
之
太
極
一
。
五
気
運
通
為
一
天
地
之
二
霊
一
。
（
下
略
）
」
と

あ
り
、
そ
の
後
に
太
極
図
が
掲
げ
ら
れ
、
『
通
言
』
の
「
無
極
而
太
極
。

太
極
動
而
生
し
陽
。
動
極
而
静
。
静
而
生
し
陰
。
静
復
動
。
一
動
一
静
互

為
二
其
根
一
・
陽
変
陰
合
而
生
二
水
火
木
金
士
一
・
（
中
略
）
乾
道
成
し
男
。
坤

道
成
し
女
。
二
気
交
感
化
二
生
万
物
一
・
万
物
生
生
変
化
無
し
窮
焉
」
と
い
う

言
葉
が
引
か
れ
、
そ
し
て
『
老
子
』
か
ら
は
、
「
有
し
物
混
成
。
先
二
天
地
一
・

〈
謂
下
道
無
し
形
混
沌
而
成
一
万
物
一
・
乃
在
中
天
地
之
前
上
。
〉
寂
号
蓼
号
独
立

而
不
レ
改
。
（
下
略
）
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
漢
籍

の
言
辞
お
よ
び
太
極
図
と
の
関
係
に
お
い
て
家
行
の
思
想
は
理
解
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
、
神
と
「
無
」
（
本
書

に
お
い
て
こ
の
「
無
」
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
困
る
の

だ
が
）
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
家
行
以
前
、
既
に
『
神
皇
実
録
』
に
お
い

て
「
大
元
」
の
神
と
し
て
の
「
国
常
立
尊
」
に
つ
い
て
「
無
名
無
状
」

「
虚
無
」
等
の
言
辞
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

次
に
著
者
は
、
親
房
の
『
元
元
集
』
神
皇
紹
運
篇
な
ら
び
に
『
紹
運
篇
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
神
々
の
系
図
が
太
極
図
の
思
想
を
用
い
て
神
代
巻
の

神
統
譜
を
再
整
理
し
た
結
果
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
親
房
の
手

に
な
る
も
の
と
見
て
、
家
行
の
神
観
念
と
の
相
違
の
主
要
な
根
拠
に
上
げ

て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
神
々
の
系
図
は
太
極
図
の
宇
宙
論
と
神
代
巻

の
天
地
開
關
説
を
結
び
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
が
、

実
は
そ
の
作
者
は
度
会
家
行
そ
の
人
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
名
の

配
当
が
左
右
反
対
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
系
図
と
全
く
同
じ
も
の
が

家
行
の
『
瑚
漣
集
』
の
な
か
に
「
神
代
略
系
図
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
『
瑚
聴
集
』
は
春
玲
書
写
本
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
家
行

の
手
に
な
る
書
で
、
延
元
二
年
に
北
畠
親
房
が
本
書
を
書
写
し
て
い
る
の

で
あ
る
（
神
道
大
系
・
論
説
編
『
伊
勢
神
道
』
出
解
題
）
。
つ
ま
り
、
こ
の

系
図
は
親
房
の
思
想
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
家
行
の
思
想
的
営
み
の
産

物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
の
指
摘
す
る
両
者
の
思
想
上
の
相
違
は
再

検
討
の
必
要
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
気
付
い
た
点
を
指
摘
し
た
。
私
の
力
不

足
か
ら
、
著
者
の
意
図
を
十
分
理
解
で
き
ず
的
外
れ
の
議
論
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
危
倶
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
は
ご
容
赦
い
た

だ
き
た
い
。
と
は
言
え
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
親
房
の
思

想
を
儒
教
思
想
の
受
容
と
い
う
視
点
か
ら
徹
底
的
に
究
明
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
親
房
と
『
孟
子
』
の
思
想
と
の
関
係
の
親
近
性
な
ど
重
要

な
指
摘
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
親
房
の
思
想
に
お
け
る
儒
教
の

重
要
性
は
指
摘
さ
れ
て
き
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
徹
底
的
に
そ
の
内
実

を
極
め
よ
う
と
す
る
研
究
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
も
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
結
論
に
お
い
て
、
著
者
は
親
房
の
思
想
の

本
質
を
、
「
儒
学
的
変
容
を
経
た
神
道
思
想
」
で
あ
る
と
し
、
「
日
本
の
神

道
思
想
に
儒
学
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
独
自
の
思
想
を
、
い

わ
ば
汎
ア
ジ
ア
的
普
遍
性
の
も
と
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
親
房
の
思
想
の
特
色
を
儒
教
思
想
の
受
容
に
求
め
、
そ
の
こ
と

が
神
道
の
倫
理
教
化
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
う
意
味
で
、
私
も
全
く
同

意
見
で
あ
る
。

近
年
の
中
世
神
道
研
究
は
、
そ
の
関
心
が
仏
教
思
想
、
と
り
わ
け
密
教

と
の
関
わ
り
の
解
明
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
中
世
神
道
の
一
面
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
神
道
思

想
の
歴
史
的
展
開
を
視
野
に
入
れ
た
時
、
中
世
神
道
と
儒
教
や
道
教
と
の

関
わ
り
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
こ
と
を
改
め
て

我
々
に
教
え
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
近
年
手
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
の
方
面

の
研
究
の
進
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な

か
ろ
う
。

（
東
北
福
祉
大
学
教
授
）
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