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矢
島
明
希
子
君
博
士
号
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目

「
中
国
古
代
の
動
物
観
を
め
ぐ
る
研
究

―
―
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
見
る
古
代
の
環
境
と
心
性
」

本
学
位
請
求
論
文
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
動
物
観
、
す
な
わ
ち
特
定

の
動
物
が
当
時
い
か
に
観
念
さ
れ
、
い
か
な
る
機
能
を
付
与
さ
れ
て
い
た

か
と
い
う
問
題
を
追
求
し
、
中
国
古
代
人
の
心
性
の
一
端
に
迫
ろ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
の
動
物
観
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
は
、

従
来
動
物
の
具
体
的
種
類
の
同
定
に
終
始
す
る
名
物
学
的
な
考
証
が
中
心

を
占
め
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
本
論
文
は
、
そ
う
し
た
基
礎
的
研
究
の
成

果
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
つ
つ
、
特
定
の
動
物
に
投
影
さ
れ
た
古
代
人
の

思
考
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
文
化
史
研
究
に

寄
与
し
よ
う
と
す
る
大
胆
な
試
み
で
あ
る
。
ま
た
研
究
に
あ
た
っ
て
文
献

史
料
を
博
捜
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
青
銅
器
・
画
像
石
な
ど
の
考
古
学
的

な
遺
物
に
対
す
る
目
配
り
も
忘
れ
て
い
な
い
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
織
り
な
さ
れ
た
本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章（

一
）
中
国
の
伝
統
的
学
問
に
お
け
る
動
物
の
識
別

（
二
）
動
物
と
精
神
文
化

（
三
）
総
合
的
研
究

（
四
）
各
章
の
位
置
づ
け

第
一
章

中
国
古
代
に
お
け
る
悪
鳥
観

は
じ
め
に

（
一
）
ふ
く
ろ
う
の
イ
メ
ー
ジ

（
二
）
鳴
き
声
の
イ
メ
ー
ジ

（
三
）
文
字
文
化
の
普
及
と
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化

（
四
）
ふ
く
ろ
う
に
対
す
る
嫌
悪
感
の
違
い
と
環
境

お
わ
り
に

第
二
章

漢
代
画
像
石
に
見
る
ふ
く
ろ
う
の
表
象

は
じ
め
に

（
一
）
先
行
研
究
と
古
代
の
ふ
く
ろ
う

（
二
）
漢
代
画
像
石
に
見
る
ふ
く
ろ
う
像

（
三
）
ふ
く
ろ
う
像
の
地
域
的
特
徴
と
変
化

お
わ
り
に

第
三
章

中
国
古
代
の
鴟
夷

は
じ
め
に

（
一
）
事
例
と
先
行
研
究

（
二
）
各
事
例
か
ら
見
る
「
鴟
夷
」
の
機
能

（
三
）
媒
介
と
し
て
の
獣
皮
と
ふ
く
ろ
う

お
わ
り
に

第
四
章

中
国
古
代
に
お
け
る
鳩
の
表
象

は
じ
め
に

（
一
）
鳩
と
は

（
二
）
鳩
杖
に
つ
い
て

彙
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（
三
）
季
節
・
陰
陽
に
基
づ
く
鳥
獣
の
性
格
づ
け

お
わ
り
に

第
五
章

中
国
古
代
に
お
け
る
鳥
の
声
と
社
会

は
じ
め
に

（
一
）
倉
庚
の
イ
メ
ー
ジ

（
二
）
鳴
き
声
の
作
用

（
三
）
鳴
き
声
の
解
釈

お
わ
り
に

結
各
章
の
概
要

序
章
は
第
一
章
か
ら
第
五
章
で
検
討
さ
れ
る
事
項
に
関
す
る
先
行
研
究

を
紹
介
・
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
著
者
は
、
伝
統
的
な
中
国
の
学

問
体
系
の
中
で
、
主
と
し
て
動
物
を
扱
っ
て
き
た
分
野
と
し
て
名
物
学
・

訓
詁
学
の
二
つ
の
領
域
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
分
野
が
、
先
行
す

る
文
献
の
中
に
登
場
す
る
動
物
の
記
載
を
集
積
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

そ
の
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
リ
ン
ネ
流
の
西
洋
の
分

類
学
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ

ら
の
記
載
は
必
ず
し
も
自
然
界
の
客
観
的
な
観
察
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も

の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
限
界
を
有
す
る
名
物
学
・
訓
詁

学
の
成
果
に
対
し
、
現
代
の
生
物
学
的
な
学
名
を
当
て
は
め
る
こ
と
に
は

一
定
の
限
界
が
あ
り
、
本
論
中
で
示
さ
れ
た
学
名
も
あ
く
ま
で
参
考
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
著
者
は
断
っ
て
い
る
。
続
い
て
第
二
章
に
登
場
す
る
鳳
凰

に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
紹
介
さ
れ
る
。
鳳
凰
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て

以
下
の
三
方
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
①
原
型
論
、

②
ト
ー
テ
ム
論
、
③
瑞
祥
形
成
論
の
三
つ
で
あ
る
。
原
型
論
は
そ
の
名
前

の
通
り
、
鳳
凰
の
原
型
を
い
か
な
る
鳥
に
求
め
る
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
時
代
・
地
域
が
異
な
れ
ば
、
違
っ
た
鳳
凰
像
が
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
著
者
は
推
測
し
て
い
る
。
ト
ー
テ
ム
論
は
、
鳳

凰
を
特
定
の
種
族
の
ト
ー
テ
ム
獣
と
み
な
す
議
論
で
あ
る
が
、
ト
ー
テ
ム

の
定
義
を
厳
密
に
絞
り
込
ん
だ
場
合
、
中
国
古
代
に
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
概

念
を
そ
の
ま
ま
適
応
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
す
る
。
最
後
の
瑞
祥
形
成

論
は
、
漢
代
以
降
の
歴
史
書
に
鳳
凰
が
め
で
た
い
鳥
と
し
て
表
れ
る
こ
と

を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
在
地
社
会
に
伝
承
さ
れ
た

様
々
な
妖
怪
た
ち
が
政
治
的
に
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、
鳳
凰
の
瑞
鳥

化
が
起
こ
っ
た
と
し
て
い
る
。
次
に
著
者
は
図
像
解
釈
の
問
題
を
取
り
上

げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
漢
代
の
画
像
石
の
解
釈
に
あ
た
っ

て
、
特
定
の
画
像
を
単
独
で
抽
出
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
画
像
が
描
か

れ
た
空
間
的
な
配
置
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
小
南
一
郎
の
指
摘
を

著
者
は
支
持
し
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
画
像
石
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
を

予
告
す
る
。
そ
し
て
序
章
の
結
び
と
し
て
、
本
論
文
の
目
的
を
、
動
物
、

と
く
に
鳥
類
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
時
代
・
地
域
に
よ
っ
て
い
か
に
変
化

し
て
き
た
か
を
探
求
し
、
そ
の
伝
達
が
い
か
な
る
形
態
で
行
わ
れ
た
か
を

究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

続
く
第
一
章
は
、
ふ
く
ろ
う
が
「
悪
鳥
」
と
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
太
平
御
覧
』
が
「
悪
鳥
」
と
い
う

項
目
を
設
定
し
、
そ
こ
に
ふ
く
ろ
う
の
記
載
を
あ
て
た
こ
と
に
端
的
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
古
代
に
お
い
て
ふ
く
ろ
う
は
「
悪
鳥
」
と
認

史
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識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
従
来
の
学
説
史
上
で
も
周
知
の
事

実
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
頃
か
ら
、
そ
し
て
何
故
に
ふ
く
ろ
う
が
「
悪
鳥
」

と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
か
っ
た
。
著
者

は
ふ
く
ろ
う
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
の
は
、
そ
の
鳴
き
声
で

あ
っ
た
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る
。
夜
行
性
の
ふ
く
ろ
う
は
そ
の
鳴
き
声

だ
け
が
闇
夜
に
響
き
渡
る
怪
異
な
存
在
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
ふ

く
ろ
う
の
「
悪
鳥
」
観
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。
し
か
し

新
石
器
時
代
や
殷
代
の
考
古
資
料
を
一
瞥
す
る
と
、
歴
史
の
原
初
期
に
あ

っ
て
ふ
く
ろ
う
は
、
必
ず
し
も
「
悪
鳥
」
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
正
と
負
の
両
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
が
戦
国
時
代
以
降
、
文
字
文
化
が
普
及
す
る
に
つ
れ
、
ふ
く
ろ
う
の
マ

イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
急
激
に
増
殖
す
る
。
な
ぜ
な
ら
春
秋
時
代
以
前
の

「
声
の
文
化
」
の
な
か
で
は
両
義
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
ふ
く
ろ
う
も
、

文
字
と
い
う
、
世
界
を
峻
別
し
、
秩
序
化
す
る
コ
ー
ド
が
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
聖
性
を
剥
奪
さ
れ
、「
悪
鳥
」
と
し
て
一
面
的
に
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に

著
者
は
ふ
く
ろ
う
の
「
悪
鳥
」
化
に
つ
い
て
、
環
境
史
の
観
点
か
ら
の
仮

説
を
提
示
す
る
。
唐
代
の
『
嶺
表
録
異
』
の
な
か
に
、
中
国
の
北
方
で
は

ふ
く
ろ
う
を
怪
と
な
し
、
南
方
で
は
益
獣
と
す
る
、
と
い
う
記
載
が
み
え

る
。
北
中
国
は
戦
国
時
代
以
降
の
大
規
模
な
開
発
に
よ
っ
て
森
林
が
大
幅

に
減
少
し
、
ふ
く
ろ
う
の
生
息
す
る
地
域
は
せ
ば
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ふ
く
ろ
う
に
対
す
る
親
近
感
も
喪
失
の
度
を
加
え
た
が
、

い
ま
だ
に
豊
か
な
森
林
の
残
存
す
る
南
方
の
中
国
で
は
、
ふ
く
ろ
う
は

人
々
に
と
っ
て
歓
迎
さ
れ
る
益
獣
で
あ
り
続
け
た
。
自
然
環
境
の
変
化
が

ふ
く
ろ
う
に
対
す
る
観
念
を
変
化
さ
せ
た
可
能
性
を
強
調
し
、
著
者
は
第

一
章
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

第
二
章
は
漢
代
の
画
像
石
に
見
え
る
ふ
く
ろ
う
像
に
つ
い
て
分
析
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
関
連
す
る
問
題
に
広
く
検
討
を
く
わ
え
た
も
の
で

あ
る
。
著
者
は
ま
ず
、
漢
代
の
画
像
石
に
登
場
す
る
ふ
く
ろ
う
像
を
、
楼

閣
拝
礼
図
上
の
も
の
と
、
鳳
凰
に
推
し
い
だ
か
れ
る
も
の
の
二
つ
の
タ
イ

プ
に
分
類
す
る
。
第
一
章
で
は
ふ
く
ろ
う
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い

て
検
討
し
た
が
、
画
像
石
の
ふ
く
ろ
う
は
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

負
の
意
味
づ
け
を
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
学
の
研
究
に
し

た
が
え
ば
、
楼
閣
拝
礼
図
は
祖
先
祭
祀
に
あ
た
っ
て
使
者
に
拝
礼
す
る
子

孫
の
姿
を
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
ふ
く
ろ
う
は
、
死
後

の
世
界
が
安
寧
で
あ
る
こ
と
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
鳳
凰
が

ふ
く
ろ
う
を
推
し
い
だ
く
図
像
は
、
墓
室
の
後
室
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
後
室
の
画
像
が
死
者
の
昇
仙
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
と
す
る
先
行

研
究
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
ふ
く
ろ
う
も
ま
た
天
界
へ
の
飛
翔
に
関
連
し
て

い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
死
者
を
速
や
か
に
死
後
の

世
界
に
導
く
こ
と
が
、
ふ
く
ろ
う
に
期
待
さ
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
著
者
は
画
像
上
の
ふ
く
ろ
う
が
、
い
ず
れ
も

正
面
形
を
と
り
な
が
ら
、
目
を
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

る
。
ふ
く
ろ
う
は
、
目
の
力
に
よ
っ
て
、
信
仰
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
し
た
あ
と
、
著
者
は
画
像
石
の
分
布
す
る

地
域
に
着
目
す
る
。
ふ
く
ろ
う
を
描
い
た
画
像
石
の
分
布
は
、
安
徽
・
山

東
・
江
蘇
の
三
省
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
は
春
秋
時
代
の
魯
・
衛
・
宋

の
領
域
に
ほ
ぼ
重
な
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
国
は
、
殷
の
遺
民
の
居
住
地
で

彙
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あ
っ
た
。
そ
し
て
殷
代
は
、
青
銅
器
の
図
柄
や
文
様
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ふ
く
ろ
う
に
対
す
る
崇
拝
が
広
範
に
支
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら

く
偶
然
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
東
夷
の
地
域
に
は
鳥
崇
拝
が
行
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
鳥
崇
拝
を
ベ
ー
ス
に
し
、
そ
こ
に
殷
代
の

ふ
く
ろ
う
信
仰
が
重
層
し
、
そ
れ
が
漢
代
に
ま
で
伝
わ
っ
た
の
が
、
画
像

石
に
み
え
る
ふ
く
ろ
う
で
あ
る
。
ま
た
森
林
の
破
壊
が
激
し
か
っ
た
北
中

国
の
な
か
で
、
宋
は
自
然
環
境
が
相
対
的
に
温
存
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
森
林
の
残
存
と
い
う
環
境
史
的
な
事
実
も
、
こ
の
地
域

に
ふ
く
ろ
う
崇
拝
が
残
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
著
者

の
仮
説
で
あ
る
。
ま
た
森
林
の
残
存
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
墓
地

に
広
く
樹
木
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
墓
地
林
の
存
在
が
、
ふ
く
ろ
う
と
死
者
を
結
び
つ
け
る
契
機
の
一
つ

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
を
、
著
者
は
く
だ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
考
察
を
展
開
し
た
う
え
で
著
者
は
、『
漢
書
』
に
み
え
る
「
春
に
祭
祀

を
行
な
い
、
ふ
く
ろ
う
を
用
い
る
」
と
い
う
記
載
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
に

登
場
す
る
ふ
く
ろ
う
は
犠
牲
で
あ
り
、
ふ
く
ろ
う
は
犠
牲
に
捧
げ
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
凶
悪
な
災
害
を
は
ら
う
力
が
期
待
さ
れ
た
と
述
べ
る
。

第
三
章
は
、
先
秦
か
ら
漢
代
の
文
献
に
登
場
す
る
「
鴟
夷
」（
ふ
く
ろ

う
の
皮
）
に
つ
い
て
検
討
を
く
わ
え
た
も
の
で
あ
る
。「
鴟
夷
」
は
お
お

よ
そ
以
下
の
三
つ
の
文
脈
に
そ
っ
て
語
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
宋
の
康

王
が
、「
鴟
夷
」
に
血
を
盛
り
、
こ
れ
を
臺
に
か
け
て
下
か
ら
弓
で
射
た

と
い
う
も
の
。
第
二
は
、
罪
人
の
管
仲
が
、
魯
か
ら
斉
へ
護
送
さ
れ
る
に

あ
た
っ
て
「
鴟
夷
」
に
包
ま
れ
た
と
い
う
も
の
。
第
三
は
、
自
殺
し
た
伍

子
胥
の
死
体
を
「
鴟
夷
」
に
包
ん
で
長
江
に
投
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
伝
承
は
そ
れ
ぞ
れ
、
宋
・
斉
・
呉
と
い
っ
た
国
を
舞
台
に
し
て

お
り
、
中
国
の
東
方
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
る
。
さ
て
第

一
の
物
語
は
、
本
来
は
季
節
祭
で
行
わ
れ
て
い
た
行
事
で
あ
る
と
推
察
で

き
る
。
射
礼
は
犠
牲
の
射
殺
が
そ
の
本
義
で
あ
り
、「
鴟
夷
」
に
弓
を
射

か
け
る
こ
と
は
犠
牲
の
血
に
よ
っ
て
穢
れ
を
は
ら
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
管
仲
は
「
鴟
夷
」
に
包
ま
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
罪
人
か
ら
臣
下
へ
と
劇
的
な
身
分
の
転
換
を
経
験
し
て
お
り
、

そ
れ
は
犠
牲
に
よ
る
媒
介
と
い
っ
た
機
能
を
想
起
さ
せ
る
。
最
後
に
伍
子

胥
の
「
鴟
夷
」
は
、
古
典
の
な
か
で
比
干
が
心
臓
を
さ
か
れ
た
故
事
と
対

に
な
っ
て
し
ば
し
ば
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
先
学
の
研

究
に
よ
れ
ば
身
体
の
解
体
は
人
身
供
犠
の
連
想
を
と
も
な
い
、
こ
こ
か
ら

伍
子
胥
の
場
合
も
、
同
様
の
解
釈
を
導
く
こ
と
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。
人
身

供
犠
が
神
と
人
と
の
媒
介
で
あ
る
な
ら
ば
、
伍
子
胥
は
「
鴟
夷
」
に
包
ま

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
か
ら
川
の
中
へ
の
越
境
を
果
た
し
、
ま
た

人
か
ら
神
へ
の
跳
躍
を
と
げ
る
の
で
あ
る
。「
鴟
夷
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し

た
宗
教
的
観
念
の
背
後
に
は
、
プ
ロ
ッ
プ
の
指
摘
す
る
、「
獣
皮
に
よ
る

渡
り
」
と
い
う
考
え
方
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
獣
の
皮
を
身
に
ま
と
う
こ

と
は
、
異
な
る
世
界
へ
と
越
境
す
る
際
の
有
効
な
手
段
た
り
え
た
の
で
あ

る
。
端
的
に
言
っ
て
皮
袋
は
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
を
連
結
す
る
媒
介
に
他
な

ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
獣
皮
一
般
が
持
つ
機
能
に
、
ふ
く
ろ
う

の
持
つ
犠
牲
と
し
て
の
意
味
合
い
が
添
加
さ
れ
た
時
点
で
、「
鴟
夷
」
に

ま
つ
わ
る
観
念
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
著
者
は
、
こ
う

し
た
伝
承
が
中
国
の
東
方
地
域
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
こ
の
地

が
濃
厚
な
鳥
崇
拝
の
伝
統
を
残
し
て
き
た
か
ら
だ
と
の
推
測
を
提
出
し
、

史
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本
章
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

第
四
章
は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
鳩
が
い
か
に
観
念
さ
れ
て
き
た
か
、

と
い
う
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
最
古
の
古
典
で
あ
る

『
詩
経
』
に
は
鳩
の
登
場
す
る
詩
篇
が
数
例
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
み

え
る
鳩
は
、
女
性
・
婚
姻
・
桑
摘
み
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
桑
摘
み
は
春
の
仕
事
で
あ
り
、
か
つ
桑
畑
は
男
女
が
歌
垣
を
行
う

場
所
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
著
者
は
漢
代
以

降
の
文
献
に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
鳩
杖
に
言
及
す
る
。
鳩
杖
と
は
一

定
の
年
齢
に
達
し
た
老
人
に
国
家
が
支
給
す
る
、
一
種
の
身
分
標
識
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
は
何
故
老
人
に
鳩
の
飾
り
の
つ
い
た
杖
を
与
え
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
従
来
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

は
遺
憾
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
既
存
の
文
献
が
、
鳩
は
む
せ
ば

な
い
た
め
、
老
人
に
も
そ
う
な
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
で
あ
る
、
と
解
説

す
る
の
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
た
結
果
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
う
し
た
解
釈
が
正
し
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
む
し
ろ
著

者
は
、
陰
陽
二
元
論
の
な
か
で
、
老
人
が
陰
に
属
す
る
存
在
、
あ
る
い
は

陰
が
過
剰
な
存
在
と
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
れ
を
季
節
に
移
し
か

え
れ
ば
秋
・
冬
は
陰
、
春
・
夏
は
陽
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
月
令

の
記
載
に
目
を
転
じ
る
と
、
鳩
は
春
の
桑
摘
み
の
時
期
を
告
げ
知
ら
せ
る

鳥
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
桑
摘
み
の
仕
事
は
主
に
女
性
に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
女
性
・
婚
姻
・
桑

摘
み
と
い
う
象
徴
体
系
は
完
結
す
る
。
こ
う
し
た
象
徴
体
系
の
指
し
示
す

と
こ
ろ
は
た
だ
一
つ
、
万
物
を
活
性
化
さ
せ
る
根
源
、
と
い
う
点
に
煎
じ

詰
め
ら
れ
よ
う
。
鳩
は
渡
り
鳥
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
経
学
の
上
に

あ
っ
て
は
、
鳩
が
春
の
鳥
の
代
表
と
み
な
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
に
考

え
て
く
る
と
怪
し
む
に
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
陰
に
属
す
る
老
人

の
気
を
、
陽
の
鳥
で
あ
る
鳩
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
、
老

人
に
支
給
す
る
杖
に
鳩
の
し
る
し
を
つ
け
た
背
後
に
存
在
し
た
思
考
様
式

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
後
代
に
ま
で
受
け
継

が
れ
た
。『
本
草
綱
目
』
に
は
、「
五
月
五
日
に
鳩
の
骨
を
身
に
つ
け
る
と

夫
婦
仲
が
良
く
な
る
」
と
い
う
記
載
が
残
さ
れ
て
い
る
。
五
月
五
日
は
陽

気
が
も
っ
と
も
盛
ん
に
な
る
時
で
あ
り
、
そ
の
時
間
を
選
ん
で
鳩
を
身
に

お
び
る
と
夫
婦
が
睦
ま
じ
く
な
る
と
い
う
の
は
、
古
代
中
国
に
お
け
る
陽

鳥
と
し
て
の
鳩
の
イ
メ
ー
ジ
が
見
事
に
揺
曳
し
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
し
、

本
章
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

第
五
章
は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
鳥
の
鳴
き
声
の
果
た
し
て
い
た
役
割

を
、
倉
庚
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
第
四
章

で
、
鳩
の
表
象
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
鳩
が

春
を
代
表
す
る
鳥
と
し
て
、
中
国
の
古
代
人
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
同
じ
く
春
の
物
候
と
し
て
、
文
献
上
に
し
ば
し
ば
登

場
す
る
も
の
に
、
倉
庚
が
あ
る
。
著
者
は
『
詩
経
』
に
描
か
れ
た
倉
庚
に

は
春
と
婚
姻
の
イ
メ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
先
行
研
究
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
倉
庚
に
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
た
の
は
、
何
よ
り

も
そ
の
鳴
き
声
に
原
因
が
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
倉
庚
の
鳴
き
声
は
季
節
の

正
し
い
循
環
と
、
春
の
到
来
に
よ
る
農
事
の
始
ま
り
を
告
げ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
農
事
の
開
始
を
知
ら
せ
る
鳥
は
、
倉
庚
以
外
に

も
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
著
者
は
、

こ
う
し
た
鳥
の
鳴
き
声
を
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
（
音
景
）
と
い
う
概
念

彙
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で
読
み
解
く
こ
と
を
提
唱
す
る
。
こ
の
概
念
を
提
起
し
た
マ
リ
ー
・
シ
ェ

イ
フ
ァ
ー
は
、
音
の
風
景
を
基
調
音
・
信
号
音
・
標
識
音
の
三
種
に
区
別

し
た
が
、
著
者
に
よ
る
と
春
の
到
来
を
知
ら
せ
る
鳥
の
声
は
、
基
調
音
に

属
す
る
。
倉
庚
を
は
じ
め
と
す
る
、
春
鳴
く
鳥
の
声
の
な
か
に
、
人
々
は

季
節
の
新
た
な
到
来
を
知
ら
せ
る
、
確
か
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
取
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
著
者
は
さ
ら
に
中
国

の
古
代
に
お
い
て
、
鳥
の
声
の
果
た
し
て
い
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

中
国
古
代
の
人
々
が
鳥
の
声
の
中
に
聞
き
取
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
物
事

の
予
兆
・
予
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
左
伝
』
に
例
が
あ
り
、
春
秋
時
代
に

は
す
で
に
そ
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
当
時
は
鳥
の
声
を
聞
き
分
け
、
こ

れ
を
解
釈
す
る
の
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
特
殊
な
職
能
者
で
あ
っ
た
。

ま
た
当
時
が
圧
倒
的
に
声
の
優
位
な
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
に
い
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
一
般
の
人
間
も
鳥

の
声
の
中
に
予
兆
を
聞
き
取
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
背
景
に

は
、
戦
国
時
代
以
降
に
見
ら
れ
た
、
人
間
が
中
心
に
位
置
す
る
社
会
へ
の

移
行
と
、
専
門
的
な
知
識
が
よ
り
広
い
階
層
に
普
及
し
て
ゆ
く
と
い
う
現

象
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
す
で
に
論
じ
た
倉
庚

な
ど
の
「
時
の
声
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
月
令
・
歳
時
記
・
農
書
と
い
っ
た

実
用
書
に
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
年
の

正
常
な
循
環
を
人
々
に
確
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
鳥

の
声
」
の
豊
穣
な
世
界
に
注
目
す
べ
き
こ
と
を
提
言
し
、
著
者
は
本
章
を

締
め
く
く
っ
て
い
る
。

審
査
要
旨

そ
も
そ
も
中
国
古
代
史
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
従
来
政
治
・
経
済
・
法

制
史
の
分
野
に
力
点
が
置
か
れ
、
文
化
史
の
研
究
は
相
対
的
に
軽
視
さ
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
な
か
で
も
動
物
観
の
研
究
は
、
種
の
同
定
を
め
ぐ
る

作
業
を
の
ぞ
け
ば
、
ほ
ぼ
未
開
拓
の
荒
野
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し

た
前
人
未
到
の
領
域
に
鋤
を
入
れ
た
著
者
の
姿
勢
は
、
ま
ず
高
く
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
動
物
観
の
研
究
に
つ
い
て
、
著
者
は
そ
の
対

象
を
鳥
類
に
限
定
し
、
第
一
章
か
ら
三
章
ま
で
で
ふ
く
ろ
う
を
、
第
四
章

で
鳩
を
、
第
五
章
で
倉
庚
を
中
心
と
す
る
季
節
の
物
候
を
俎
上
に
載
せ
て

い
る
。
ふ
く
ろ
う
に
つ
い
て
先
行
研
究
は
、
新
石
器
時
代
か
ら
殷
代
に
お

よ
ぶ
ふ
く
ろ
う
信
仰
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
神
聖
な

存
在
が
時
代
の
く
だ
る
に
つ
れ
て
、
文
献
上
で
「
悪
鳥
」
と
し
て
マ
イ
ナ

ス
の
価
値
を
付
与
さ
れ
て
ゆ
く
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対

し
著
者
は
、
ふ
く
ろ
う
の
悪
鳥
観
を
も
た
ら
し
た
原
因
を
探
求
し
、
そ
の

一
つ
が
ふ
く
ろ
う
の
鳴
き
声
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
漢
代
の
墓
室
装
飾
で
あ
る
画
像
石
に
描
か
れ
た
ふ
く
ろ
う
に
注
目
し
、

そ
れ
が
文
献
史
料
と
は
異
な
っ
て
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
著
者
の
功
績
で
あ
る
。
ま
た
著

者
は
こ
う
し
た
分
析
に
地
域
性
を
か
ら
め
、
画
像
史
料
の
残
る
地
域
が
殷

の
故
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
環
境
史
の
視
点
か
ら
、
ふ

く
ろ
う
画
像
石
の
分
布
す
る
地
域
が
、
森
林
の
豊
富
に
残
さ
れ
た
地
域
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
知

見
で
あ
る
。
特
に
環
境
史
は
中
国
古
代
史
に
あ
っ
て
は
、
新
し
い
研
究
分

野
で
あ
り
、
そ
の
作
業
に
従
事
す
る
研
究
者
も
い
ま
だ
数
名
に
足
り
ず
、

史
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今
ま
で
に
上
梓
さ
れ
て
き
た
関
連
の
書
物
も
二
・
三
冊
を
数
え
る
に
す
ぎ

な
い
。
こ
う
し
た
斬
新
な
領
域
の
方
法
論
を
い
ち
早
く
論
文
に
取
り
入
れ

た
著
者
の
姿
勢
は
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
問
題
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
殷
の
故
地
と
い
う
地
域
性
と
、
環
境
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ

が
、
必
ず
し
も
有
機
的
に
結
合
し
な
い
恨
み
が
残
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

殷
の
故
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
森
林
が
残
さ
れ
た
地
域
が
重
な
る
歴
史
的

な
必
然
性
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
余

地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
ふ
く
ろ
う
が
「
悪
鳥
」
と
み
な

さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
戦
国
時
代
以
降
に
文
字
文
化
が
普
及
す
る
に
つ

れ
、
事
物
一
般
に
つ
い
て
そ
の
神
秘
性
が
剥
奪
さ
れ
た
点
に
原
因
を
求
め

て
い
る
の
も
、
必
ず
し
も
万
人
を
首
肯
さ
せ
え
ぬ
恨
み
な
し
と
し
な
い
。

文
字
文
化
の
普
及
が
神
秘
性
の
剥
奪
に
直
結
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

現
在
に
残
さ
れ
た
古
典
の
記
載
は
合
理
性
の
一
点
で
首
尾
一
貫
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
を
か
え
る
な
ら
、『
山
海
経
』
の
よ
う
な
怪
力

乱
神
の
書
物
が
残
さ
れ
た
理
由
が
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
行
論
に
未
熟
な
点
も
残
っ
て
い
る
が
、
第
一
・
二
章
に
お
い
て
、
ふ
く

ろ
う
の
「
悪
鳥
」
化
の
原
因
と
、
漢
代
に
お
け
る
正
負
両
イ
メ
ー
ジ
の
併

存
を
明
ら
か
に
し
た
意
義
は
大
き
い
。
今
後
こ
の
道
を
歩
む
研
究
者
が
継

承
す
べ
き
、
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
鴟
夷
（
ふ
く
ろ
う
の

皮
）
を
め
ぐ
る
伝
承
を
扱
っ
た
第
三
章
は
、
先
駆
的
な
指
摘
に
満
ち
て
い

る
。
ま
ず
動
物
の
毛
皮
一
般
が
、
そ
れ
に
包
ま
れ
た
者
の
精
神
的
・
物
理

的
な
「
越
境
」
を
可
能
に
す
る
と
い
う
指
摘
は
斬
新
で
あ
る
。
そ
う
し
た

古
代
の
信
仰
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
ふ
く
ろ
う
の
皮
が
持
つ
犠

牲
と
し
て
の
特
性
が
加
わ
っ
た
瞬
間
に
、
鴟
夷
に
ま
つ
わ
る
射
天
あ
る
い

は
管
仲
・
伍
子
胥
の
物
語
が
生
成
さ
れ
た
と
い
う
推
測
に
は
充
分
な
説
得

力
が
あ
る
。「
獣
皮
に
よ
る
渡
り
」
と
い
う
概
念
は
、
ロ
シ
ア
の
民
話
学

者
プ
ロ
ッ
プ
の
指
摘
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
古
代
史
研
究
に

ロ
シ
ア
の
学
界
の
研
究
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
従
来
決
し
て
頻
繁
で
は

な
か
っ
た
。
著
者
の
研
究
は
ロ
シ
ア
人
の
研
究
成
果
を
利
用
し
た
点
で
注

目
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
謎
と
さ
れ
て
き
た
鴟

夷
の
機
能
を
立
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
そ
こ
に
ふ
く

ろ
う
信
仰
の
残
像
を
読
み
取
っ
て
い
る
点
で
画
期
的
で
あ
る
。
た
だ
し
問

題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ふ
く
ろ
う
の
越
境
性
を
犠
牲
の
越
境
性
か
ら

説
く
著
者
の
主
張
は
必
然
的
に
、
犠
牲
獣
と
し
て
の
ふ
く
ろ
う
を
策
定
す

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
著
者
は
周
到
に
、
ふ
く
ろ
う
が
犠
牲
と
し
て
供
さ

れ
た
事
例
を
文
献
か
ら
丹
念
に
ひ
ろ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
古
典
籍
に
残

さ
れ
た
ふ
く
ろ
う
の
豊
富
な
記
載
に
反
比
例
し
て
、
量
的
に
圧
倒
的
に
少

な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
殷
代
青
銅
器
に
造
形
さ
れ
た
動
物
紋
様
は
、

祭
祀
の
場
に
あ
っ
て
犠
牲
に
供
さ
れ
た
動
物
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
張

光
直
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
殷
代
の
ふ
く
ろ
う
型
青
銅
器
を
そ
の
傍
証

と
し
て
挙
げ
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
作
業
に

よ
っ
て
も
、
ふ
く
ろ
う
の
犠
牲
獣
と
し
て
の
性
格
は
、
い
ま
だ
強
力
に
実

証
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
続
い
て
中
国
古
代
に
お
け
る
鳩
の
表
象
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
女
性
・
婚
姻
・
桑
摘
み
と
い
っ
た
鳩
を
め
ぐ
る
イ

メ
ー
ジ
を
明
確
に
摘
出
し
た
点
が
斬
新
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
イ
メ

ー
ジ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
鳩
に
は
陰
陽
二
元
論
に
お
い
て
、
陽
に
属
す
る

特
性
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
漢
代
以
降
の
文
献
に
み
え
る
鳩
杖

彙
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の
意
味
に
つ
い
て
全
く
新
た
な
視
点
か
ら
解
釈
し
た
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

鳩
杖
は
そ
の
豊
富
な
考
古
学
的
な
出
土
例
と
、
王
杖
十
簡
の
有
名
な
記
載

か
ら
、
つ
と
に
知
ら
れ
た
文
物
で
あ
っ
た
が
、
老
人
に
支
給
す
る
杖
に
、

な
ぜ
鳩
の
飾
り
が
装
着
さ
れ
た
の
か
と
い
う
謎
に
つ
い
て
、
従
来
明
確
な

回
答
が
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
事
態
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
老
人
が
陰
の
存
在
と
さ
れ
た
こ
と
を
丹

念
に
考
証
し
、
老
人
の
陰
気
に
陽
気
を
補
強
す
る
た
め
に
、
陽
鳥
と
し
て

の
鳩
が
利
用
さ
れ
た
と
説
い
た
。
説
得
力
の
あ
る
見
解
で
あ
る
。
最
終
章

で
あ
る
第
五
章
で
、
著
者
は
倉
庚
を
は
じ
め
と
す
る
、
新
た
な
季
節
の
到

来
を
告
げ
る
鳥
の
鳴
き
声
に
メ
ス
を
入
れ
、
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
と
い

う
概
念
で
こ
れ
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
鳥
の
声
に
予
言
・
予
兆
を
聞
き

取
っ
た
古
代
の
人
々
の
心
性
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
い
る
。
第
五
章
は
明

確
な
論
証
に
や
や
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
問
題
提
起
を
前
面
に
押
し
出
し

た
論
文
で
あ
る
が
、
中
国
古
代
史
研
究
に
「
聴
覚
」
を
中
心
と
し
た
「
感

性
の
歴
史
」
の
導
入
を
宣
言
し
た
点
は
、
新
鮮
な
指
摘
と
い
え
よ
う
。
以

上
の
全
五
章
を
通
じ
て
著
者
の
め
ざ
し
た
目
標
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。

そ
れ
は
中
国
古
代
人
が
鳥
類
と
い
う
お
の
れ
の
外
界
に
存
在
す
る
事
物
を

通
し
て
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
と
い
う
精
神
史
の
地
平
を

切
り
開
く
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
著
者
の
論
証
に

は
、
あ
る
い
は
十
全
な
説
得
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
あ
る

い
は
行
論
の
過
程
に
不
備
の
み
ら
れ
る
個
所
も
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
中

国
古
代
史
研
究
に
お
け
る
精
神
史
の
探
求
は
、
い
ま
だ
初
発
の
段
階
に
あ

り
、
そ
こ
に
確
か
な
足
跡
を
残
し
た
著
者
の
研
究
の
意
義
は
決
し
て
小
さ

な
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
新
た
な
知
見
の

数
々
は
、
中
国
古
代
文
化
史
の
道
程
を
行
く
も
の
に
、
確
か
な
道
し
る
べ

と
な
り
う
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
以
上
に
よ
り
審
査
員
一
同
は
、

本
論
文
が
博
士
（
史
学
）
に
ふ
さ
わ
し
い
成
果
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
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