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学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

徳
田
教
之
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

　
徳
田
教
之
氏
提
出
に
か
か
る
学
位
請
求
論
文
「
中
国
共
産
党
に
お
け
る
毛
沢

東
主
義
の
形
成
と
展
開
t
特
に
一
九
三
五
年
ー
一
九
五
六
年
の
時
期
を
中
心

と
し
て
ー
」
の
構
成
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
序
文

　
第
一
部
毛
沢
東
主
義
の
形
成
　
一
九
三
五
年
！
一
九
四
五
年

　
　
第
一
章
分
析
の
枠
組

　
　
第
二
章
ひ
と
り
の
指
導
者
の
出
現
ま
で

　
　
　
第
一
節
　
遵
義
会
議
の
限
定
的
勝
利

　
　
　
第
二
節
　
四
川
省
北
西
部
－
指
導
権
の
不
確
定
性

　
　
　
第
三
節
　
瓦
客
墨
ー
指
導
権
の
定
着
化
へ

　
　
第
三
章
　
毛
沢
東
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
漸
次
的
成
長

　
　
　
第
一
節
権
威
の
原
始
的
蓄
積

　
　
　
第
二
節
集
団
の
結
合

　
　
第
四
章
　
超
越
的
権
威
へ
の
前
進
の
加
速
化

　
　
　
第
一
節
六
中
全
会
ー
前
進
の
始
ま
り

　
　
　
第
二
節
　
党
内
で
の
反
応

　
　
　
第
三
節
　
圧
力
の
加
速
化

一
一
四

（
五
二
八
）

　
　
第
四
節
　
毛
沢
東
と
王
明

　
第
五
章
　
カ
リ
ス
マ
的
指
導
へ
の
「
大
突
進
」
と
し
て
の
整
風
運
動

　
　
第
一
節
危
機
の
発
生
と
全
面
的
な
動
員

　
　
第
二
節
　
整
風
運
動
の
政
治
的
文
脈

　
　
第
三
節
　
指
導
の
多
元
的
構
造
の
終
結

　
　
第
四
節
　
毛
沢
東
崇
拝
の
噴
出
－
一
九
四
三
年

　
第
六
章
　
党
史
の
改
訂
ー
神
話
の
創
造

　
　
第
一
節
　
党
史
の
検
討

　
　
第
二
節
毛
沢
東
の
思
想
か
ら
「
毛
沢
東
思
想
」
へ
の
転
換

　
　
第
三
節
　
シ
ン
ボ
ル
創
出
の
対
外
的
条
件

　
第
七
章
　
毛
沢
東
の
思
想
の
凝
集
カ
ー
む
す
び
に
代
え
て

第
二
部
毛
沢
東
主
義
の
展
開
　
一
九
四
九
年
ー
一
九
五
六
年

　
第
八
章
　
高
崩
・
饒
漱
石
粛
清
の
政
治
力
学

　
　
は
じ
め
に

　
　
第
一
節
　
事
件
処
理
の
経
過

　
　
第
二
節
葛
藤
の
構
造

　
　
第
三
節
　
粛
清
の
政
治
的
衝
撃

　
第
九
章
　
社
会
主
義
戦
略
と
し
て
の
毛
沢
東
主
義
の
起
源

　
　
は
じ
め
に

　
　
第
一
節
転
換
期
の
政
治
状
況

　
　
第
二
節
　
ソ
連
モ
デ
ル
の
学
習
と
毛
沢
東
の
「
沈
黙
」
の
終
り

　
　
第
三
節
　
　
「
農
業
合
作
社
」
演
説
の
論
理
と
心
理

　
　
第
四
節
　
　
「
反
革
命
」
へ
の
認
識



　
　
　
第
五
節
動
員
状
況
へ
の
反
応

　
　
　
第
六
節
　
新
し
い
政
治
哲
学
の
出
現

　
　
　
む
す
び
に
代
え
て

　
中
国
現
代
史
の
研
究
に
お
い
て
、
毛
沢
東
研
究
の
も
つ
重
要
性
が
極
め
て
大

き
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
毛
沢
東
の
思
想
と
そ
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
す
ぐ
れ

た
研
究
業
績
が
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
時
期
的
に
い
え
ば
、
延
安

時
期
に
お
け
る
毛
沢
東
研
究
を
含
め
た
中
国
共
産
党
史
そ
の
も
の
の
研
究
は
決

し
て
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
成
立

以
後
に
お
け
る
毛
沢
東
研
究
の
成
果
も
内
容
的
に
は
不
満
足
で
あ
る
と
い
つ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
徳
田
教
之
氏
に
よ
る
こ
の
論
文
は
、
中
国
共
産
党
の
長
征
か

ら
延
安
時
期
に
お
け
る
毛
沢
東
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
の
成
立
過
程
と
そ
の
性

格
、
な
ら
び
に
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
後
に
お
け
る
毛
沢
東
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
内
包
す
る
政
治
力
学
的
諸
問
題
お
よ
び
社
会
主
義
建
設
戦
略
と
し
て
の

「
毛
沢
東
主
義
」
と
そ
の
背
景
に
あ
る
政
治
哲
学
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
つ
て
、
多
く
の
点
で
こ
れ
ま
で
の
毛
沢
東
研
究
の
未
開
拓
な
分
野
に
研
究

の
手
を
の
ば
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
詳
細
な
実
証
的
分
析
に
よ
つ
て
徳
田

氏
自
身
の
新
し
い
解
釈
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
研
究
は
、
毛

沢
東
研
究
ひ
い
て
は
中
国
現
代
史
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
本
格
的
研
究
の
一

つ
と
し
て
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
論
文
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
毛
沢
東
主

義
の
形
成
」
は
、
毛
沢
東
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
成
長
を
共
産
党
内
に
お
け
る

「
権
威
の
形
成
」
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
政
治
学
的
な
枠
組
を
利
用
し
つ
つ
、

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

一
九
三
五
年
一
月
の
遵
義
会
議
か
ら
一
九
四
五
年
の
党
七
全
大
会
に
お
い
て
か

れ
が
一
種
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
と
し
て
登
場
す
る
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
毛

沢
東
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
過
程
を
、
そ
の
政
治
的
環
境
、
革
命
戦
略
、

党
組
織
操
縦
技
術
な
ど
の
諸
側
面
か
ら
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
一

章
か
ら
第
七
章
ま
で
が
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
部
「
毛
沢
東
主

義
の
展
開
」
は
、
一
九
五
四
年
の
中
国
共
産
党
最
高
指
導
部
に
お
け
る
権
力
闘

争
と
し
て
の
高
嵩
、
饒
漱
石
粛
清
事
件
と
、
一
九
五
五
年
の
農
業
集
団
化
に
お

け
る
毛
沢
東
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
在
り
方
を
分
析
し
、
社
会
主
義
建
設
の
戦

略
を
め
ぐ
る
党
指
導
部
内
の
緊
張
関
係
の
パ
タ
ー
ン
と
、
大
躍
進
運
動
・
文
化

大
革
命
に
つ
な
が
る
「
毛
沢
東
主
義
」
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
第
八
章
お
よ
び
第
九
章
が
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
徳
田
氏
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
　
「
権
威
の
形
成
」
の
パ
タ
ー
ン
を
三

段
階
に
分
け
、
そ
れ
が
〇
一
定
の
支
配
関
係
の
成
立
、
⇔
権
力
を
権
威
に
転
換

す
る
た
め
の
権
威
の
原
始
的
蓄
積
、
信
条
体
系
の
拡
大
強
化
、
㊧
権
威
の
人
格

化
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
へ
の
転
換
、
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
経
て
進
行
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
枠
組
を
基
礎
と
し
て
、
毛
沢
東
の
「
権
威
の
形
成
」
過

程
を
追
求
し
て
い
る
。
こ
の
第
一
段
階
に
照
応
す
る
も
の
が
第
二
章
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
ま
ず
、
毛
沢
東
の
「
権
威
の
形
成
」
へ
の
第
一
歩
と
し
て
の
遵
義
会

議
の
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
徳
田
氏
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
五
年
一
月
長

征
の
途
次
に
開
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
遵
義
会
議
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ

つ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
毛
沢
東
の
党
内
支
配
権
が
確
立
さ
れ
た
会
議
で

は
な
く
、
党
内
の
権
力
関
係
か
ら
み
て
も
、
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
側
面
か
ら
み

て
も
、
い
わ
ば
毛
沢
東
の
ロ
シ
ア
留
学
生
派
に
対
す
る
限
定
的
不
確
定
的
勝
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
　
（
五
二
九
）



　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
会
議
の
主
要
な
論
争
点
が
軍
事
作
戦
上
の

問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
党
と
軍
の
新
し
い
指
導
部
が
・
シ
ア
留
学
生

派
と
の
一
種
の
集
団
指
導
的
形
態
を
と
つ
て
い
た
こ
と
、
長
征
途
上
張
国
煮
の

挑
戦
を
う
け
危
機
に
直
面
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
毛
の
指
導

権
が
こ
の
限
定
的
勝
利
か
ら
さ
ら
に
新
し
い
成
長
の
段
階
を
迎
え
た
の
は
、
長

征
終
了
直
後
の
一
九
三
五
年
十
二
月
瓦
窟
墾
で
開
か
れ
た
中
央
政
治
局
会
議
に

お
い
て
で
あ
り
、
こ
こ
で
毛
沢
東
の
党
内
で
の
主
導
的
役
割
が
確
認
さ
れ
る
と

同
時
に
、
瓦
客
塗
決
議
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
毛
沢
東
の
延
安
時
期
に
お
け

る
革
命
戦
略
の
原
型
が
こ
の
と
き
に
つ
く
り
出
さ
れ
、
中
国
共
産
党
の
な
か
に

「
ひ
と
り
の
指
導
者
が
出
現
し
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
徳
田
氏

の
遵
義
会
議
、
と
く
に
瓦
客
墜
会
議
の
党
史
上
の
位
置
づ
け
は
、
こ
の
二
つ
の

会
議
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
新
し
い
視
角
を
提
供
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
．

　
「
権
威
の
形
成
」
の
第
二
段
階
に
照
応
す
る
も
の
が
第
三
章
と
第
四
章
で
あ

る
。
徳
田
氏
は
第
三
章
に
お
い
て
、
抗
日
戦
争
の
勃
発
に
と
も
な
う
困
難
な
政

治
的
軍
事
的
組
織
的
環
境
の
な
か
で
毛
沢
東
が
行
つ
た
抗
日
民
族
統
一
戦
線
政

策
決
定
に
お
け
る
指
導
性
の
発
揮
、
中
国
革
命
戦
争
と
抗
日
戦
争
の
戦
略
間
題

の
理
論
的
体
系
化
、
哲
学
の
分
野
で
の
理
論
活
動
、
・
シ
ア
留
学
生
派
と
の
微

妙
な
協
調
と
相
互
依
存
関
係
に
み
ら
れ
る
柔
軟
な
幹
部
政
策
の
適
用
、
な
ど
の

問
題
に
つ
い
て
、
極
め
て
詳
細
に
検
討
し
、
か
れ
が
主
体
的
に
は
権
威
の
原
始

的
蓄
積
を
こ
の
時
期
に
終
了
し
た
こ
と
を
論
証
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
毛
自
身
を
含
め
て
全
党
的
に
は
、
毛
沢
東
の
思
想
と
指
導
の
独
自
性

に
対
す
る
認
識
が
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、
　
「
結
局
こ
の
時
期
に
お
け
る
毛
沢
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
　
　
（
五
一
二
〇
）

の
指
導
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
存
在
の
態
様
は
、
か
れ
が
集
団
指
導
と
い
う

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
構
造
の
な
か
で
、
一
人
の
卓
越
し
た
実
践
的
戦
略
家
と
し

て
、
指
導
者
群
の
頂
点
に
立
つ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
」
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
一
九
三
八
年
十
一
月
の
六
中
全
会
を
契
機

と
し
て
、
毛
沢
東
の
権
威
確
立
の
方
向
に
む
か
つ
て
流
動
化
す
る
。
徳
田
氏
に

ょ
れ
ば
、
六
中
全
会
で
の
毛
沢
東
の
政
治
報
告
「
新
段
階
論
」
は
指
導
者
と
し

て
の
毛
沢
東
の
「
自
己
主
張
の
漸
増
と
『
上
か
ら
』
の
圧
力
の
行
使
の
始
ま

り
」
で
あ
り
、
「
毛
沢
東
自
身
に
よ
る
中
国
共
産
党
の
毛
沢
東
化
へ
の
前
進
運
動

の
出
発
点
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
と
く
に
か
れ
が
こ
こ
で
と
り

あ
げ
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
国
化
」
と
い
う
提
唱
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の

権
威
の
源
泉
を
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
離
れ
て
、
中
国
そ
れ
自
身
の
な
か
に
ょ
り
強

く
求
め
て
い
つ
た
も
の
で
あ
り
」
、
「
中
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
造
者
と
し
て

の
毛
沢
東
そ
の
人
の
な
か
に
、
自
立
的
に
み
ず
か
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
権
威

の
源
泉
を
求
め
」
て
い
つ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、

そ
の
後
、
「
『
共
産
党
人
』
発
刊
の
こ
と
ば
」
、
「
中
国
革
命
と
中
国
共
産
党
」
、
「
新

民
主
主
義
論
」
な
ど
一
連
の
重
要
論
文
を
ひ
き
つ
づ
き
発
表
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
上
の
主
導
権
を
掌
握
し
、
一
九
四
〇
年
に
は
党
内
に
揺
ぎ
な
き
革
命
戦
略
家

と
し
て
の
地
位
を
き
づ
き
あ
げ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
毛
独
自
の
思
想
と
党
建
設
の
展
開
は
、
当
然
に
党
内

指
導
者
集
団
の
協
調
関
係
を
流
動
化
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
そ

れ
は
、
党
内
の
理
論
活
動
の
主
流
で
あ
つ
た
王
明
を
頂
点
と
す
る
・
シ
ア
留
学

生
派
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
お
よ
び
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
上
で
の
批
判
闘
争

の
始
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
当
時
延
安
で
ひ
ら
か
れ
た
「
幹
部
学
習
運
動
」



ば
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
の
毛
沢
東
の
重
要
な
試
み
で
あ
つ
た
。
こ
の
結
果
、
党

内
に
は
、
全
く
新
し
い
徴
候
と
し
て
毛
沢
東
へ
の
称
賛
が
・
シ
ア
留
学
生
派
の

内
部
か
ら
も
出
現
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
で
展
開
さ
れ
た
毛
沢
東
の
「
権
威
形
成
」
の
第
二
段

階
の
分
析
は
、
徳
田
氏
の
緻
密
な
論
理
と
豊
富
な
資
料
に
裏
づ
け
ら
れ
、
ま
こ

と
に
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
毛
沢
東
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
性
格
の
微
妙
な
変
化
を
的
確
に
と
ら
え
、
こ
れ
ま
で
の
毛
沢
東

研
究
の
未
開
拓
な
分
野
を
き
り
ひ
ら
い
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
氏
が
第
四
章
に
お
い
て
、
毛
沢
東
と
王
明
と
の

対
立
の
基
本
的
原
因
が
、
一
般
に
広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
抗
日
民
族
統

一
戦
線
政
策
で
の
「
相
違
点
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
　
「
よ
り
一
般
的
な
イ
デ

オ
p
ギ
ー
ー
そ
れ
は
毛
の
中
国
共
産
党
に
お
け
る
権
威
に
係
つ
た
ー
の
領
域
に

あ
つ
た
」
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
党
の
毛
沢
東
化
と
い
う
毛
の
課
題
に
と
つ

て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
で
の
王
明
の
抜
き
が
た
い
影
響
力
は
な
ん
と
し
て
も
排

除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
要
な
問
題
で
あ
つ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
点
も
、
わ
れ
わ
れ
に
重
要
な
新
解
釈
を
提
供
し
た
も
の
と
い
つ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　
　
「
権
威
の
形
成
」
の
第
三
段
階
は
、
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
至
る

時
期
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
第
五
章
お
よ
び
第
六
章
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
毛
沢
東
の
指
導
の
カ
リ
ス
マ
ヘ
の
転
換
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
可
能
に
し
た
種
々
の
基
本
的
条
件
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
徳
田
氏
に
よ

れ
ば
、
目
本
軍
の
猛
烈
な
抗
日
根
拠
地
進
攻
に
伴
つ
て
発
生
し
た
厳
し
い
危
機

的
状
況
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
再
編
制
へ
の
圧
力
、
リ
ー
ダ

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

ー
シ
ッ
プ
の
性
質
転
換
へ
の
要
求
、
毛
沢
東
自
身
の
意
志
、
そ
の
協
力
者
た
ち

の
助
力
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
社
会
的
諸
力
が
統
合
さ
れ

て
、
そ
こ
に
一
人
の
「
運
命
的
な
指
導
者
」
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
そ
の
指
導
者

の
「
思
想
」
が
、
抗
日
根
拠
地
の
動
員
体
制
を
支
え
る
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
i

的
凝
集
力
の
源
泉
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
二
年
延
安
に
お
い
て
展
開
さ

れ
た
整
風
運
動
は
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
な
か
で
、
　
「
中
国
共
産
党
の
毛
沢
東

化
へ
向
か
う
毛
沢
東
自
身
に
よ
る
慎
重
に
計
画
さ
れ
た
『
大
突
進
』
」
で
あ
り
、

こ
れ
を
契
機
と
し
て
ロ
シ
ア
留
学
生
派
の
影
響
力
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
、
毛

沢
東
の
指
導
の
正
当
性
に
対
す
る
讃
辞
が
党
内
に
数
多
く
出
現
す
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
一
九
四
三
年
「
危
機
」
が
克
服
さ
れ
る
に
至
つ
て
、
毛
沢
東
の
指

導
の
「
実
績
」
は
、
党
内
に
お
け
る
毛
沢
東
崇
拝
を
噴
出
さ
せ
、
　
「
毛
沢
東
思

想
」
と
い
う
用
語
が
現
れ
、
毛
の
指
導
は
カ
リ
ス
マ
的
性
格
を
お
び
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
カ
リ
ス
マ
性
は
、
最
後
的
に
は
、
中
国
共
産
党
の
党
史
の
改
訂
を

つ
う
じ
毛
沢
東
の
無
謬
性
の
神
話
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
完
成
さ
れ
、
「
毛

沢
東
思
想
」
は
党
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
そ

の
結
果
、
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
毛
沢
東
思
想
」
と
「
毛
沢
東
の
思

想
」
と
の
問
に
は
乖
離
が
生
じ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
徳
田
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
「
毛
沢
東
思
想
」
の
体
現
者
と
し
て
の
毛

沢
東
そ
の
も
の
の
思
想
の
凝
集
力
に
つ
い
て
、
第
七
章
で
詳
細
な
検
討
を
加

え
、
中
国
共
産
党
は
毛
沢
東
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
が
認
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る

七
全
大
会
当
時
に
お
い
て
す
ら
、
　
「
毛
沢
東
思
想
」
を
中
軸
と
し
て
基
本
的
に

は
連
帯
性
を
保
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
枠
内
で
微
妙
な
多
様
性
を
含
ん
で
い
た
こ
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七
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学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
権
威
形
成
過
程
の
特
質
か
ら
毛
沢
東
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
ブ
の
も
つ
強
さ
と
弱
さ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
部
分
の
研
究
で
認
め
ら
れ
る
徳
田
氏
の
功
績
は
、
毛
沢
東
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
カ
リ
ス
マ
化
へ
の
契
機
と
し
て
、
前
述
し
た
い
く
つ
か
の
基
本
的
条

件
を
理
論
的
に
設
定
し
、
そ
れ
を
現
実
の
政
治
的
展
開
の
な
か
で
綿
密
に
論
証

し
て
い
つ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
そ
れ
と
の
関
連
で
と
ら
え
ら
れ
た
整

風
運
動
と
党
史
改
訂
の
も
つ
歴
史
的
意
味
づ
け
は
、
党
史
研
究
に
と
つ
て
重
要

な
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
さ
ら
に
ま
た
、
同
氏
が
第
七
章
の
終
り
の
部
分
で
、

毛
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
は
大
衆
動
員
的
状
況
の
な
か
で
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
ひ
と
た
び
そ
の
緊
張
状
態
が
去
つ
て
安
定
状
況
の
な
か

で
緩
和
と
制
度
化
が
進
行
し
た
場
合
、
毛
沢
東
の
人
格
化
さ
れ
た
カ
リ
ス
マ
的

指
導
は
否
定
的
影
響
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
、
毛
沢
東
の
カ
リ
ス
マ
的

指
導
と
、
緩
和
と
制
度
化
の
対
抗
的
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
中
華
人
民

共
和
国
史
に
お
け
る
毛
沢
東
指
導
の
位
置
づ
け
と
の
関
連
に
お
い
て
、
示
唆
に

と
む
見
解
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
部
「
毛
沢
東
主
義
の
展
開
」
に
は
第
八
章
「
高
嵩
・
饒
漱
石
粛
清
の
政

治
力
学
」
と
第
九
章
「
社
会
主
義
戦
略
と
し
て
の
毛
沢
東
主
義
の
起
源
」
と
い

う
二
つ
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
八
章
は
、
中
華
人
民
共
和

国
成
立
後
、
中
国
共
産
党
指
導
部
内
で
は
じ
め
て
発
生
L
た
権
力
闘
争
で
あ
る

高
崩
・
饒
漱
石
事
件
の
意
義
と
そ
の
政
治
的
影
響
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

徳
田
氏
は
こ
こ
で
、
こ
の
事
件
発
生
の
原
因
を
、
一
九
五
三
年
に
は
じ
ま
る
社

会
主
義
へ
の
転
換
と
い
う
状
況
の
な
か
で
生
れ
た
　
e
権
力
の
集
中
化
と
地
方

勢
力
と
の
再
編
過
程
に
お
け
る
摩
擦
　
⇔
資
源
の
配
分
を
中
心
と
し
た
地
域
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
五
三
二
）

利
害
の
摩
擦
と
経
済
戦
略
の
対
立
　
日
指
導
部
内
の
権
力
闘
争
、
の
三
つ
に
求

め
る
と
と
も
に
、
高
崩
・
饒
漱
石
に
対
す
る
粛
清
は
、
当
時
の
党
幹
部
一
般
が

過
去
の
革
命
期
か
ら
継
承
し
て
き
た
意
識
と
行
動
様
式
を
批
判
し
権
力
構
造
の

集
権
化
を
求
め
る
た
め
の
一
種
の
ス
ケ
ー
プ
ゴ
1
ト
と
も
み
ら
れ
る
、
と
主
張

し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
粛
清
に
象
徴
さ
れ
る
中
国
の
政
治
体
制
の
制
度
化
、

巨
大
化
、
正
規
化
へ
の
傾
向
は
、
毛
沢
東
の
個
人
的
な
独
裁
制
を
強
化
す
る
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
そ
の
な
か
に
埋
没
さ
せ
る
反
面
、
一
九
五
〇
年

代
半
ば
か
ら
の
粛
清
運
動
の
下
降
的
拡
大
へ
の
契
機
を
も
与
え
る
こ
と
に
な
つ

た
と
し
て
、
こ
の
事
件
の
な
か
に
中
国
に
お
け
る
そ
の
後
の
政
治
発
展
を
貫
く

二
つ
の
相
対
立
す
る
傾
向
、
す
な
わ
ち
制
度
化
と
階
級
闘
争
の
原
初
的
形
態
を

み
い
だ
し
て
い
る
。

　
い
ま
一
つ
の
論
文
、
す
な
わ
ち
第
九
章
「
社
会
主
義
戦
略
と
し
て
の
毛
沢
東

主
義
の
起
原
」
は
、
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
五
六
年
に
か
け
て
の
「
社
会
主
義

の
高
潮
」
の
時
期
に
、
社
会
主
義
建
設
戦
略
と
し
て
の
「
毛
沢
東
主
義
」
が
形

成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
徳
田
氏
は
、
一
九
五
五
年
七

月
の
有
名
な
毛
沢
東
の
農
業
合
作
化
演
説
に
は
じ
ま
る
急
激
な
農
業
集
団
化
の

過
程
を
政
治
学
的
視
角
か
ら
分
析
し
、
毛
の
基
本
的
見
解
は
、
ソ
連
モ
デ
ル
の

中
国
化
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
別
の
戦
略
的
系
譜
に
た
つ
延
安
的
社
会
理
念

へ
の
回
帰
で
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
か
れ
は
、
毛
沢
東
に

み
ら
れ
る
階
級
闘
争
重
視
主
義
、
基
層
幹
部
主
導
型
の
大
衆
動
員
方
式
、
矛
盾

論
に
も
と
づ
く
不
均
衡
的
社
会
発
展
の
哲
学
、
　
「
一
窮
二
白
」
の
積
極
的
評
価

な
ど
と
な
ら
ん
で
、
集
団
指
導
の
原
則
を
軽
視
し
た
毛
の
反
制
度
的
行
動
様
式

と
人
格
的
指
導
へ
の
欲
求
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
党
の
実
務
官
僚
型



指
導
者
集
団
と
の
緊
張
関
係
を
潜
在
的
に
増
幅
さ
せ
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
後

の
大
躍
進
運
動
お
よ
び
文
化
大
革
命
の
発
生
に
つ
な
が
る
萌
芽
を
こ
の
時
期
に

お
け
る
「
毛
沢
東
主
義
」
の
展
開
の
な
か
に
み
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
本
論
文
の
要
旨
で
あ
る
が
、
中
国
共
産
党
に
お
け
る
毛
沢
東
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
過
程
に
関
す
る
徳
田
氏
の
研
究
は
、
内
外
の
研
究
成
果
を

十
分
に
参
照
し
、
豊
富
な
原
資
料
を
駆
使
し
て
綿
密
に
そ
の
立
論
を
裏
づ
け
、

多
く
の
点
で
こ
の
問
題
に
関
す
る
新
な
解
釈
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
提
示
し
た
す

ぐ
れ
た
研
究
業
績
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
こ
の
問
題
を
と
り
扱
つ
た
第
一
部

に
く
ら
べ
る
と
、
第
二
部
は
、
徳
田
氏
が
今
後
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
後
に

お
け
る
中
国
の
政
治
的
発
展
過
程
の
研
究
に
取
り
く
む
に
当
つ
て
、
そ
の
な
か

で
中
心
的
役
割
を
担
つ
て
き
た
「
毛
沢
東
主
義
」
の
性
格
と
構
造
と
を
究
明
す

る
た
め
の
手
が
か
り
を
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
の
理
論
的
枠
組
の
構
成
に
力
点
を
お
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
、
将
来
さ
ら
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
包

括
的
な
研
究
の
発
展
を
期
待
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
論
文
第
一
部
で
は
、
毛
沢
東
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
過
程

を
前
述
し
た
よ
う
に
ま
こ
と
に
緻
密
に
分
析
し
て
い
る
が
、
徳
田
氏
の
い
う

「
毛
沢
東
主
義
」
そ
の
も
の
の
性
格
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
に

明
ら
か
で
は
な
い
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
後
に
お
け
る
「
毛
沢
東
主
義
」

の
展
開
と
の
関
連
を
し
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
体
系
的
に
究
明
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
は
存
在
す
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
本
論
文
の
も
つ
す

ぐ
れ
た
価
値
を
基
本
的
に
損
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

が
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
文
が
中
国
現
代
史
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
価
値

あ
る
研
究
業
績
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
徳
田
教
之
氏
に
法
学
博
士
の
学
位
を
授

与
す
る
こ
と
を
適
当
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
論
文
と
と
も
に
二
つ
の
副
論
文
「
中
国
共
産
党
の
人
的
構
成
の
特

質
」
と
「
中
国
の
政
治
・
社
会
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
徳
田
氏
の

中
国
研
究
の
学
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
昭
和
五
十
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
査
慶
慮
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
石
川
忠
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
中
村
菊
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
内
山
正
熊

備
考
　
本
学
位
は
、
慶
感
義
塾
大
学
学
位
規
程
第
四
条
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

コ
ん

（
五
三
三
）


