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一
五
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一
五
七

魏
郁
欣
君
提
出
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目

「
明
清
時
代
に
お
け
る
福
建
の
宗
族
と
風
水

―
墳
樹
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
手
掛
か
り
に
し
て
―
」

本
研
究
の
概
要

　

本
研
究
は
墳
樹
、
す
な
わ
ち
祖
先
の
墓
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
に
関
わ
る

諸
問
題
を
手
掛
か
り
と
し
て
従
来
の
歴
史
学
に
お
け
る
宗
族
研
究
に
斬
新

な
知
見
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

宗
族
と
は
共
通
の
祖
先
を
も
つ
中
国
の
父
系
同
族
集
団
を
指
し
、
そ
の

淵
源
は
遥
か
紀
元
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
の
、
宋
代
、
す
な
わ
ち
十

世
紀
以
降
、
華
中
南
を
中
心
に
新
興
地
主
層
が
新
た
な
形
態
で
発
展
さ
せ

た
集
住
組
織
を
さ
す
の
が
一
般
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
十
六
世
紀
以
降
の

人
口
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
資
源
獲
得
競
争
の
激
化
は
共
通
の
祖
先
に
対
す

る
祭
祀
を
実
施
す
る
こ
と
で
同
族
間
の
結
束
を
強
化
し
、
生
存
確
保
の
た

め
の
様
々
な
行
動
を
と
る
こ
と
を
促
し
た
。
福
建
と
い
う
地
域
は
な
か
で

も
宗
族
組
織
が
強
い
代
表
的
な
地
域
で
、
農
業
は
他
地
域
に
比
べ
茶
や
煙

草
と
い
っ
た
商
品
作
物
に
頼
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
以
外
で
は
林
業
が
盛

ん
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
本
研
究
の
問
題
関
心
は
、
そ
の
よ
う

な
宗
族
が
自
ら
の
祖
先
を
祀
る
墳
墓
の
周
辺
に
生
え
る
樹
木
に
与
え
た

諸
々
の
価
値
に
つ
い
て
、
多
様
な
角
度
か
ら
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
あ
る
。

　

従
来
こ
の
問
題
は
、
人
類
学
の
立
場
か
ら
風
水
説
（
陰
陽
地
理
説
）
の

一
環
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
風
水
説
と
は
都
城
、
住
居
、
墳
墓
な
ど

の
選
定
に
際
し
て
、
地
理
環
境
を
重
視
す
る
民
間
信
仰
を
い
い
、
墳
樹
の

繁
茂
は
、
墳
墓
に
眠
る
祖
先
の
安
寧
や
墳
墓
を
維
持
す
る
子
孫
の
繁
栄
に

直
結
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
魏
君
は
こ
の

よ
う
な
地
域
社
会
に
普
遍
化
し
た
価
値
体
系
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
そ

の
墳
墓
に
宗
族
が
関
わ
る
行
動
に
は
様
々
な
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
そ
の
行
動
は
と
り
わ
け
十
六
世
紀
以
降
に
見
ら
れ
る
資
源
獲
得
競
争

と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
し
て
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
独
創
的
な
見
解
を

表
明
し
た
。

　

本
研
究
は
本
論
全
六
章
か
ら
な
り
、
巻
末
に
は
付
録
と
し
て
魏
君
自
身

が
増
補
・
改
訂
し
た
「
厦
門
大
学
民
間
歴
史
文
献
研
究
中
心
所
蔵
福
建
関

係
族
譜
目
録
」
を
付
し
て
い
る
。
以
下
、
慣
例
に
従
っ
て
全
体
の
構
成
が

通
観
で
き
る
目
次
を
掲
げ
る
。

序
章1　

本
研
究
の
意
義

⑴
宗
族
研
究
の
意
義　

⑵〈
明
清
〉
と
い
う
時
代　

⑶〈
福
建
〉

と
い
う
地
域

2　

こ
れ
ま
で
の
宗
族
研
究
の
概
要
と
残
さ
れ
た
課
題

⑴
日
本
の
中
国
宗
族
研
究　

⑵
厦
門
大
学
を
中
心
と
す
る
中
国

の
福
建
宗
族
研
究　

⑶
宗
族
研
究
に
残
さ
れ
た
課
題

3　

墳
樹
へ
の
着
目
と
そ
の
意
義

　
　

⑴
華
南
宗
族
と
墓
地
風
水　

⑵
墳
樹
が
意
味
す
る
も
の

彙
　
報
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4　

本
研
究
で
用
い
る
史
料

⑴
族
譜
資
料　

⑵
判
牘
資
料

5　

本
研
究
の
構
成
と
概
要

第
一
章　

墳
樹
認
識
の
系
譜

1　
「
不
封
不
樹
」
か
ら
「
封
樹
」
へ

⑴
墳
樹
慣
行
の
成
立　

⑵
墳
樹
慣
行
の
普
及

2　

否
定
的
認
識
か
ら
肯
定
的
認
識
ヘ

⑴
儒
教
の
立
場
か
ら　

⑵
風
水
の
立
場
か
ら

3　

儒
教
と
風
水
と
の
融
合

第
二
章　

墳
樹
を
め
ぐ
る
法
規
範
の
構
築

　
　
　
　

―『
大
清
律
例
』
盗
園
陵
樹
木
附
律
条
例
を
中
心
と
し
て
―

1　

盗
園
陵
樹
木
律
に
付
さ
れ
た
墳
樹
例

2　

子
孫
盗
売
祖
墳
樹
株
例
の
成
立
過
程

3　

盗
欣
他
人
墳
樹
例
の
成
立
過
程

4　

姦
徒
知
情
私
買
墳
塋
樹
木
例
の
成
立
過
程

5　

墳
樹
例
成
立
の
背
景

第
三
章　

明
代
福
建
の
宗
族
と
墳
林
―
万
木
林
説
話
を
め
ぐ
っ
て
―

1　

墳
林
と
し
て
描
か
れ
た
万
木
林

⑴
楊
達
卿
の
万
木
林
設
置　

⑵
万
木
林
説
話
に
つ
い
て

2　

楊
栄
と
個
々
の
風
水
説
話

⑴
楊
栄
と
万
木
林
説
話　

⑵
楊
栄
と
白
鶴
山
説
話　

⑶
も
う
ひ

と
つ
の
風
水
説
話
：
白
狸
眠
処
説
話

3　

楊
栄
を
取
り
巻
く
宗
族
の
危
機
的
状
況

⑴
楊
氏
に
つ
い
て　

⑵
楊
栄
の
宗
族
統
合
へ
の
試
み

第
四
章　

清
代
の
墳
樹
紛
争
に
見
る
福
建
宗
族
の
資
源
獲
得
戦
略

　
　
　
　

―
清
流
安
豊
羅
氏
を
例
と
し
て
―

1　

明
末
清
初
以
降
の
汀
州
府
清
流
県
社
会

2　

清
流
安
豊
羅
氏
に
つ
い
て

3　

墳
樹
紛
争

4　

墳
樹
紛
争
の
背
後
に
あ
る
も
の

第
五
章　

清
代
福
建
の
宗
族
と
墳
樹
―
福
州
郭
氏
を
具
体
例
と
し
て
―

1　

福
州
郭
氏
に
つ
い
て

2　

福
州
郭
氏
と
墓
地
風
水
の
造
営

3　

墳
樹
盗
伐
事
件

⑴
福
州
郭
氏
の
墳
樹
盗
伐
事
件　

⑵
墳
樹
盗
伐
頻
発
化
の
社
会

的
背
景

4　

福
州
郭
氏
に
と
っ
て
の
墳
樹

第
六
章　

明
清
時
代
の
福
建
に
お
け
る
風
水
の
詞
訟
化

　
　
　
　

―『
莆
陽
讞
牘
』
に
即
し
て
―

1　

明
代
中
期
以
降
の
福
建
興
化
府
社
会

2　

祁
彪
佳
と
興
化
府
社
会

3　

祁
彪
佳
が
み
た
風
水
の
詞
訟
化
現
象

⑴『
莆
陽
讞
牘
』
の
な
か
の
風
水
関
係
事
案　

⑵
裁
断
の
基
準　

⑶
誣
告
の
目
的

終
章

付
録　

厦
門
大
学
民
間
歴
史
文
献
研
究
中
心
所
蔵
福
建
関
係
族
譜
目
録

引
用
文
献
一
覧

一
五
八
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論
文
の
要
旨

　

序
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
日
本
・
中
国
の
歴
史
学
に
お
け
る
宗
族
研
究

の
あ
り
方
を
整
理
し
、
新
た
な
研
究
に
お
い
て
、
時
間
と
し
て
の
明
清
時

代
、
空
間
と
し
て
の
福
建
地
域
、
対
象
と
し
て
の
墳
樹
を
取
り
上
げ
る
そ

れ
ぞ
れ
の
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
本
研
究
が
主
に
依
拠

し
た
地
域
宗
族
の
活
動
記
録
と
し
て
の
族
譜
、
地
域
紛
争
の
裁
判
記
録
と

し
て
の
判
讀
の
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
有
効
性
に
つ
い
て
も

触
れ
る
。

　

第
一
章
「
墳
樹
認
識
の
系
譜
」
で
は
、
明
清
時
代
以
前
の
墳
樹
に
対
す

る
認
識
の
変
遷
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
漢
代
以
降
に
生
じ
た
墳
樹
＝
風

水
樹
、
す
な
わ
ち
祖
先
の
安
寧
を
維
持
す
る
樹
木
と
い
う
認
識
、
さ
ら
に

そ
れ
に
対
し
て
程
頗
や
朱
憲
に
代
表
さ
れ
る
宋
代
の
新
儒
教
知
識
人
た
ち

が
付
与
し
た
風
水
樹
と
い
う
理
念
が
明
清
時
代
の
福
建
の
人
々
に
共
有
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
二
章
「
墳
樹
を
め
ぐ
る
法
規
範
の
構
築
―『
大
清
律
例
』
盗
園
陵
樹

木
附
律
条
例
を
中
心
と
し
て
―
」
で
は
、『
大
清
律
例
』
盗
園
陵
樹
木
律

に
附
さ
れ
た
法
令
（
条
例
）
の
制
定
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
清
朝

が
十
八
世
紀
に
お
い
て
民
間
墳
樹
の
伐
採
・
売
却
に
対
す
る
法
秩
序
を
構

築
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
法
令
制
定
の
背
景
に
は
儒
教
理
念
の

規
範
化
と
と
も
に
、
宗
族
内
部
で
頻
発
し
て
い
た
樹
木
盗
伐
紛
争
を
法
に

よ
っ
て
解
決
し
て
宗
族
社
会
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
点
を
指
摘

す
る
。

　

第
三
章
、
第
四
章
、
第
五
章
は
、
墳
樹
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な

事
例
に
基
づ
き
、
な
に
ゆ
え
福
建
の
人
々
が
宗
族
組
織
を
形
成
・
維
持
し

て
い
く
過
程
に
お
い
て
み
ず
か
ら
墳
樹
に
関
与
し
た
か
と
い
う
問
題
を
検

討
し
て
い
る
。
第
三
章
「
明
代
福
建
の
宗
族
と
墳
林
―
万
木
林
説
話
を
め

ぐ
っ
て
―
」
で
は
、
建
寧
府
建
安
県
の
楊
氏
一
族
を
取
り
上
げ
、
十
五
世

紀
以
降
、
風
水
思
想
の
普
遍
的
価
値
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
の

下
、
風
水
説
話
を
利
用
し
て
自
己
の
優
位
性
を
確
立
し
、
宗
族
内
で
の
勢

力
拡
大
す
る
こ
と
で
、
と
か
く
離
反
し
が
ち
な
族
内
諸
派
の
統
合
を
は
か

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
四
章
「
清
代
の
墳
樹
紛
争
に
見
る
福
建
宗
族
の
資
源
獲
得
戦
略
―
清

流
安
豊
羅
氏
を
例
と
し
て
―
」
で
は
、
汀
州
府
清
流
県
の
羅
氏
一
族
を
取

り
上
げ
、
彼
ら
が
近
隣
宗
族
と
の
間
で
頻
繁
に
紛
争
を
起
こ
す
こ
と
で
一

族
の
繁
栄
に
必
要
な
資
源
を
確
保
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
羅

氏
は
墳
山
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
と
墓
地
風
水
と
の
関
係
を
強
調
し
、
墓
地

風
水
の
損
傷
に
よ
る
祖
先
の
不
安
を
口
実
に
し
て
他
姓
の
伐
採
行
為
の
不

当
性
を
根
拠
づ
け
、
こ
う
し
た
巧
み
な
戦
略
に
よ
っ
て
樹
木
用
益
権
を
獲

得
し
た
。
こ
れ
も

ま
た
福
建
地
域
に
展
開
し
た
紛
争
の
特
有
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　

第
五
章
「
清
代
福
建
の
宗
族
と
墳
樹
―
福
州
郭
氏
を
具
体
例
と
し
て

―
」
で
は
、
十
九
世
紀
の
福
州
城
内
の
郭
氏
一
族
の
艇
地
風
水
と
の
関
わ

り
方
を
取
り
上
げ
、
と
り
わ
け
墳
樹
の
保
護
に
執
着
し
た
背
景
を
明
ら
か

に
す
る
。
科
挙
合
格
者
を
輩
出
し
て
絶
頂
期
に
あ
っ
た
郭
氏
に
と
っ
て
墓

地
風
水
は
単
に
一
族
の
繁
栄
を
求
め
る
た
め
に
整
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
に
加
え
て
郭
氏
が
繁
栄
し
た
一
族
で
あ
る
と
い
う
既
成
事
実
を
地
域
社

会
に
再
認
識
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
、
と
り
わ
け
樹
木
は
墓
地
風
水

に
よ
る
一
族
の
盛
衰
を
視
覚
的
に
明
示
す
る
最
適
な
表
象
で
あ
っ
た
、
と

一
五
九
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第
六
章
「
明
清
時
代
の
福
建
に
お
け
る
風
水
の
詞
訟
化
―『
莆
陽
讞

牘
』
に
即
し
て
―
」
で
は
、
前
三
章
で
取
り
上
げ
た
各
宗
族
の
行
動
様
式

を
生
み
出
し
た
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
地
方
官

僚
の
裁
判
記
録
を
通
し
て
、「
風
水
の
詞
訟
化
」、
す
な
わ
ち
風
水
を
名
目

に
し
て
頻
繁
に
訴
訟
を
起
こ
す
現
象
の
普
遍
化
を
取
り
上
げ
、
風
水
に
ま

つ
わ
る
共
通
認
識
を
利
用
し
て
資
源
獲
得
、
報
復
、
恐
喝
強
盗
な
ど
風
水

保
護
以
外
の
目
的
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
福
建
地
域
な
ら
で
は
の
特
徴
を
明

ら
か
に
す
る
。

　

最
後
に
終
章
で
は
、
各
章
で
展
開
し
た
内
容
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、

同
時
期
に
福
建
地
域
で
日
常
化
し
て
い
た
図
頼
、
す
な
わ
ち
親
族
の

「
死
」
を
利
用
し
て
他
人
を
恐
喝
し
た
り
訴
え
た
り
す
る
行
動
様
式
も
ま

た
「
人
々
が
死
者
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
他
の
目
的
に
利
用
す
る
」
点
で

「
風
水
の
詞
訟
化
」
と
共
通
す
る
も
の
と
見
て
、
そ
の
関
連
の
追
究
が
福

建
地
域
の
特
徴
を
解
明
す
る
た
め
の
突
破
口
に
な
る
と
の
可
能
性
を
指
摘

す
る
。

審
査
要
旨

　

本
研
究
の
際
立
っ
た
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
社
会
的
安
定
、

上
昇
戦
略
と
し
て
の
宗
族
形
成
」
と
い
う
、
日
本
の
明
清
史
研
究
が
取
り

組
ん
で
き
た
問
題
設
定
を
継
承
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の

少
な
か
っ
た
墓
地
風
水
、
特
に
墳
樹
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
墳
樹
の
伐
採

禁
止
を
め
ぐ
る
法
令
の
整
備
、
新
儒
教
の
影
響
が
強
か
っ
た
福
建
宗
族
に

お
け
る
墳
樹
の
育
成
や
そ
の
伐
採
を
め
ぐ
る
紛
争
な
ど
を
分
析
し
、
明
清

時
代
の
中
国
社
会
の
変
化
が
、
地
域
住
民
の
行
動
や
思
想
に
及
ぼ
し
た
影

響
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。

　

墳
樹
と
い
う
、
と
か
く
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
小
さ
な
窓
口
を
通
し
て
、

明
清
福
建
宗
族
の
実
態
に
迫
る
と
い
う
大
き
な
課
題
に
挑
戦
し
、
徹
底
し

た
史
料
の
読
み
込
み
に
よ
る
手
堅
い
実
証
研
究
に
よ
っ
て
多
様
な
あ
り
方

を
丁
寧
に
検
証
し
て
、
従
来
の
福
建
宗
族
研
究
に
新
境
地
を
拓
い
た
こ
と

は
特
筆
に
値
す
る
。
さ
ら
に
、
宗
族
研
究
に
お
い
て
は
従
来
重
視
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
「
判
牘
」
と
い
う
地
方
官
僚
が
著
し
た
裁
判
史
料
を
積

極
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
宗
族
内
部
の
み
な
ら
ず
官
僚
の
認
識
と
い
う

外
部
か
ら
の
視
点
で
こ
の
問
題
を
論
じ
た
こ
と
も
、
本
研
究
に
豊
か
な
独

創
性
を
与
え
て
い
る
。

　

墳
樹
の
伐
採
禁
止
令
の
背
景
と
な
っ
た
、
儒
教
と
風
水
思
想
の
融
合
と

い
う
論
点
も
大
変
興
味
深
い
。「
孝
の
実
践
と
し
て
の
墳
樹
の
育
成
、
保

護
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
、
清
朝
が
公
共
資
産
で
あ
る
墳
樹
の
総
意
な

き
売
却
か
ら
、
墳
樹
の
売
却
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
、

さ
ら
に
は
他
人
の
墳
樹
の
伐
採
や
売
却
を
禁
止
し
て
い
っ
た
経
緯
を
た
ど

り
、
そ
こ
に
は
人
口
増
加
に
よ
る
族
内
紛
争
や
地
域
間
抗
争
を
解
決
し
よ

う
と
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
、
と
す
る
論
旨
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

　

福
建
に
残
さ
れ
た
系
図
や
、
伝
記
を
記
録
し
た
族
譜
の
博
捜
を
通
し
て

具
体
的
に
描
き
出
し
た
個
々
の
宗
族
が
、
風
水
説
話
や
墳
樹
紛
争
を
通
じ

て
族
内
統
合
や
資
源
獲
得
競
争
を
進
め
、
地
域
社
会
に
お
け
る
有
利
な
地

位
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
各
章
は
、
本
研
究
の
白
眉
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
各
宗
族
が
墳
樹
に
求
め
た
多
様
な
戦
略
が
、
如
実
に
活

写
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
魏
君
自
身
が
終
章
で
挙
げ
た
本
研
究
の
意
義
、
す

な
わ
ち
①
日
本
の
宗
族
研
究
に
お
け
る
空
白
部
分
を
埋
め
た
こ
と
、
②
福

建
宗
族
を
め
ぐ
る
中
国
の
先
行
研
究
を
深
め
た
こ
と
、
③
風
水
を
深
く
信

じ
る
個
人
の
観
念
的
な
一
面
に
偏
っ
た
風
水
研
究
の
研
究
動
向
を
修
正
す

る
こ
と
で
、
観
念
的
と
現
実
的
と
の
両
面
を
持
つ
明
清
時
代
の
福
建
宗
族

の
風
水
慣
行
を
総
合
的
に
解
明
し
た
こ
と
、
を
い
ず
れ
も
確
か
な
も
の
に

し
て
い
る
。

　

審
査
委
員
が
共
通
し
て
高
く
評
価
し
た
の
は
、
外
国
人
留
学
生
で
あ
っ

た
魏
君
の
日
本
語
論
文
の
執
筆
能
力
で
あ
る
。
平
易
な
表
現
を
用
い
つ
つ

論
旨
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
日
本
人
の
書
く
論
文
よ
り

も
読
み
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
研
究
は
、
そ
の
研
鑽
の
成
果
が
十
分

に
発
揮
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

以
上
、
評
価
で
き
る
点
は
多
々
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
研
究
が
単
位
取

得
退
学
か
ら
あ
ま
り
年
月
を
経
ず
に
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
な
お
次
の
よ
う
な
若
干
の
問
題
点
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　

一
つ
は
、
判
贖
と
い
う
新
た
な
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
宗
族
の
安

定
と
上
昇
の
た
め
の
戦
略
と
し
て
の
墓
地
風
水
と
い
う
枠
組
み
を
一
層
明

確
に
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
反
面
、
墳
樹
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
資
源
獲
得
、

報
復
、
強
奪
強
盗
と
い
っ
た
現
実
的
な
目
的
だ
け
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
印

象
を
強
く
受
け
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
用
い
た
史
料
が
描
き
出
す
認
識
、

す
な
わ
ち
地
方
官
僚
の
認
識
に
依
り
す
ぎ
て
い
る
た
め
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
当
時
の
人
々
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
側
面
だ
け
で

行
動
し
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
限
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
観
念
的
な
側
面
も
視

野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

二
つ
は
、
福
建
地
域
に
普
遍
化
し
た
「
風
水
の
詞
訟
化
」
を
論
じ
た
第

六
章
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
史
料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
論
及
が
明
末
の
沿

海
部
に
偏
っ
た
た
め
、
本
研
究
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
の
流
れ
に
や
や
違

和
感
を
呈
し
て
い
る
。
明
末
の
み
な
ら
ず
、
清
代
、
清
末
の
あ
り
方
に
も

言
及
し
、
明
清
時
代
を
通
し
て
論
じ
た
も
の
に
す
れ
ば
、
論
文
構
成
に
よ

り
安
定
感
を
増
し
た
に
違
い
な
い
。

　

三
つ
は
、
福
建
地
域
以
外
の
こ
う
し
た
問
題
と
の
比
較
研
究
で
あ
る
。

本
研
究
は
福
建
の
地
域
史
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
に
さ
ら
に
比
較
研
究
を
求

め
る
の
は
「
瀧
を
得
て
蜀
を
望
む
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

宗
族
に
お
け
る
風
水
、
墳
樹
、
さ
ら
に
は
「
風
水
の
詞
訟
化
」
と
い
っ
た

事
柄
は
、
必
ず
し
も
福
建
地
域
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
宗
族
組
織
が

強
固
な
華
南
諸
地
域
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
福
建
の
地

域
的
特
徴
が
一
層
鮮
明
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
い
ず
れ
も
魏
君
が
将
来
に
本

研
究
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
く
上
で
目
標
と
な
る
課

題
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
本
研
究
は
新
時
代
の
日
本
の

中
国
史
研
究
を
背
負
っ
て
立
つ
有
望
な
若
手
研
究
者
の
一
人
が
生
み
出
し

た
魅
力
溢
れ
る
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
審
査
委
員
一
同
は
、

本
研
究
が
博
士
（
史
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
相
応
し
い
も
の
と
判
断

す
る
。

　

な
お
、
以
上
の
審
査
報
告
に
は
、
一
昨
年
ま
で
指
導
教
授
で
あ
っ
た
山

本
英
史
本
塾
名
誉
教
授
を
は
じ
め
と
し
て
、
菊
池
秀
明
国
際
基
督
教
大
学

教
授
、
山
本
真
筑
波
大
学
准
教
授
の
三
名
の
副
査
に
よ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
的
立
場
か
ら
の
所
見
が
併
せ
て
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
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論
文
審
査
担
当
者

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
・
博
士（
学
術
） 

岩
間　

一
弘

副
査　

南
開
大
学
歴
史
学
院
講
座
教
授
・

　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
・
博
士（
文
学
） 

山
本　

英
史

副
査　

国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
教
授
・
博
士（
文
学
） 

菊
池　

秀
明

副
査　

筑
波
大
学
人
文
社
会
系
准
教
授
・
博
士（
社
会
学
） 

山
本　
　

真

学
識
確
認 

岩
間　

一
弘

一
六
二


