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七
二
　
　
（
二
二
四
二
）

細
川
哲
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

　
鳥
取
大
学
教
育
学
部
助
教
授
細
川
哲
氏
提
出
に
か
か
る
学
位
請
求
論
文
「
教

育
権
独
立
論
と
学
習
権
」
に
つ
き
、
審
査
の
結
果
を
つ
ぎ
の
ご
と
く
報
告
い
た

し
ま
す
。

本
論
文
成
立
の
背
景

　
一
九
四
五
年
終
戦
に
と
も
な
う
制
度
の
混
乱
の
な
か
で
、
全
目
本
教
員
組
合

が
結
成
さ
れ
、
一
九
四
七
・
八
年
に
は
、
現
行
憲
法
の
理
念
を
具
体
化
し
た
教

育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
、
旧
教
育
委
員
会
法
が
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
、
現
行

教
育
制
度
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
に
文

部
大
臣
（
天
野
貞
祐
）
は
、
道
徳
教
育
振
興
、
修
身
科
復
活
を
強
調
し
、
日
教
組

も
こ
れ
に
抵
抗
し
「
自
主
的
教
育
確
立
」
を
め
ざ
し
第
一
回
教
研
大
会
を
開
催

す
る
な
ど
、
次
第
に
そ
の
運
動
が
た
か
ま
り
、
文
部
省
対
日
教
組
の
抗
争
が
具

体
化
し
て
き
た
。

　
さ
ら
に
、
一
九
五
六
年
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
通
称
地
方
教
育
行
政
法
－
教
育
委
員
の
公
選
を
任
命
制
に
改
正
等
）
の
制
定
や
、

翌
五
七
年
文
部
省
の
教
員
に
対
す
る
勤
務
評
定
の
実
施
、
こ
れ
に
対
す
る
日
教

組
の
非
常
事
態
宣
言
や
勤
務
評
定
反
対
闘
争
な
ら
び
に
反
対
闘
争
事
件
、
同
六



一
年
中
学
二
・
三
年
全
生
徒
一
せ
い
学
力
調
査
実
施
に
つ
い
て
の
文
部
省
発
表
、

目
教
組
等
の
学
テ
反
対
闘
争
お
よ
び
反
対
闘
争
事
件
、
同
六
五
年
以
来
の
い
わ

ゆ
る
家
永
教
科
書
訴
訟
（
第
一
次
訴
訟
、
第
二
次
訴
訟
）
な
ど
が
あ
つ
た
。
そ
し

て
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
多
か
と
き
で
全
国
の
裁
判
所
に
百
数
十
件
の
教
育

関
係
事
件
（
主
と
し
て
刑
事
事
件
）
が
審
理
さ
れ
て
い
た
由
で
あ
る
。

　
一
方
、
一
九
五
七
年
文
部
省
告
示
に
よ
る
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
特
設

道
徳
」
に
対
し
、
宗
像
誠
也
氏
（
東
京
大
学
教
授
－
当
時
V
は
、
「
教
育
権
」
と
い
う

概
念
に
も
と
づ
き
、
反
対
の
理
論
を
展
開
し
た
。
要
約
す
れ
ば
、
道
徳
要
領
に

反
対
の
価
値
観
を
ゆ
う
す
る
者
で
も
、
自
分
の
子
ど
も
に
義
務
教
育
に
お
い

て
、
そ
れ
に
よ
る
道
徳
教
育
を
う
け
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
親
に
は
自
分

の
子
ど
も
の
価
値
観
の
決
定
に
対
し
て
教
育
行
政
に
抵
抗
し
て
発
言
す
る
権
利

が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
親
の
教
育
へ
の
発
言
権
と
い
い
、
教
育
権
と
は
、

教
育
に
対
す
る
権
利
・
発
言
権
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
教
育
権
を
契
機
と
し
、
ま
た
、
こ
の
発
展
的
な
も
の
と
し
、
教
師
の
教

育
権
等
が
次
第
に
理
論
構
成
さ
れ
、
文
部
行
政
に
抵
抗
す
る
武
器
と
L
て
使
用

さ
れ
る
に
い
た
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
文
部
省
対
教
員
集
団
、
こ
と
に
教
員
集
団
の
文
部
省
に
対
す

る
抵
抗
と
し
て
、
政
治
的
要
求
な
い
し
裁
判
を
と
お
し
、
あ
る
い
は
こ
の
支
援

と
し
て
、
教
育
に
関
す
る
法
理
論
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
教
育
法
関

係
理
論
の
特
色
が
あ
る
。
そ
し
て
、
抵
抗
の
た
め
の
理
論
は
、
と
き
に
目
的
獲

得
の
た
め
主
観
的
独
自
の
理
論
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
面
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
主
張
も
、
そ
の
時
代
的
背
景
な
い
し
現
実
の
文
部
行

政
を
考
え
る
と
き
、
心
情
的
に
や
む
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
い
う
る
か
も

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
面
に
お
い
て
、
い
つ
の
時
代
か
冷
静
・
客
観
的
に
こ

れ
ら
の
主
張
・
理
論
を
再
検
討
し
、
取
捨
選
択
し
て
お
く
こ
と
も
、
法
理
論
の

正
し
い
発
展
の
た
め
是
非
必
要
な
こ
と
と
お
も
う
。

　
細
川
氏
の
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
見
地
よ
り
、
上
記
の
多
く
の
諸
現
象
を
分

析
整
理
し
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
理
論
の
再
検
討
を
な
す
と
と
も
に
、
日
本
教
育

法
学
会
（
一
九
七
〇
年
八
月
創
立
総
会
）
に
お
け
ゑ
多
数
説
と
目
さ
れ
る
理
論
の

分
析
批
判
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
文
部
省
の
諸
見
解
や
こ
れ
に

対
す
る
批
判
と
し
て
の
諸
論
を
、
さ
ら
に
自
己
の
学
問
的
見
地
に
た
ち
、
純
粋

率
直
に
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
育
基
本
法
制
定
よ
り
今
日
に

い
た
る
教
育
法
関
係
の
主
要
問
題
の
す
べ
て
を
体
系
的
、
詳
細
に
再
検
討
整
理

し
た
も
の
と
し
て
は
、
唯
一
の
論
文
で
あ
り
、
こ
の
論
文
の
も
つ
存
在
意
義
な

ら
び
に
こ
の
論
文
に
お
け
る
細
川
氏
の
基
本
的
態
度
と
学
問
的
意
欲
は
高
く
評

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
　
本
論
文
の
構
成
お
よ
び
具
体
的
内
容

　
こ
の
論
文
は
、
本
文
一
七
〇
〇
枚
（
二
〇
〇
字
詰
）
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
構
成
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
（
但
し
、
記
述
は
章
・
節
に
と
ど
め
款
は

省
略
し
た
）
。

　
第
一
章
序
　
論

　
第
二
章
　
教
育
権
の
帰
属

　
　
第
一
節
教
育
権
の
意
義

　
　
第
二
節
　
親
の
教
育
権

　
　
第
三
節
　
国
家
の
教
育
権

七
三
　
　
（
コ
ニ
四
三
）



　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

　
第
四
節
　
国
民
の
教
育
権

　
第
五
節
　
教
師
の
教
育
権

第
三
章
　
わ
が
国
教
育
権
の
歴
史
的
背
景

　
第
一
節
戦
前
の
教
育
権
思
想

　
第
二
節
戦
後
教
育
民
主
化
と
教
育
権

　
第
三
節
　
戦
後
教
育
行
政
権
の
展
開
と
教
育
権

　
第
四
節
　
教
育
裁
判
闘
争
と
教
育
権

第
四
章
教
育
権
独
立
論

　　第　　　　　　第
第第六第第第第第第五第第第第第
二一章六五四三二一章五四三二一
節節　節節節節節節　節節節節節

　
教
育
行
政
権
独
立
論

　
教
育
権
独
立
肯
定
論

　
教
育
権
独
立
否
定
論

　
教
育
権
独
立
に
関
す
る
各
国
法
制

　
教
育
権
独
立
論
の
内
容
分
析

教
育
権
独
立
論
に
関
す
る
問
題
点

　
教
育
基
本
法
の
性
格
と
準
憲
法
論

　
学
習
指
導
要
領
の
法
的
性
格

　
教
育
の
政
治
的
宗
教
的
中
立
性

　
学
問
の
自
由
と
教
育
の
自
由

　
教
員
の
身
分
と
教
育
労
働
の
特
殊
性

　
教
育
の
本
質
と
法

教
育
裁
判
と
教
育
権

　
戦
後
教
育
裁
判
の
概
観

　
教
員
の
勤
務
評
定
裁
判
と
教
育
権

　
第
三
節

　
第
四
節

　
第
五
節

第
七
章

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

第
八
章

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

　
第
五
節

七
四
　
　
（
一
三
四
四
）

　
学
力
テ
ス
ト
裁
判
と
教
育
権

　
教
科
書
裁
判
と
教
育
権

　
教
育
権
に
関
す
る
外
国
の
判
決
例

学
習
権
の
歴
史
的
思
想
的
背
景

　
学
習
権
の
意
義

　
学
習
権
の
歴
史
的
背
景

　
学
習
権
と
自
然
法

学
習
権
と
教
育
権
の
方
向
性

　
諸
外
国
憲
法
に
お
け
る
学
習
権

　
学
習
権
の
性
格

　
学
習
権
と
憲
法
解
釈
の
変
遷

　
学
習
権
の
立
場
か
ら
の
教
育
内
容
と
方
法

　
学
習
権
の
位
置
づ
け
と
教
育
権
の
方
向
性

　
さ
て
、
こ
の
論
文
は
上
述
の
ご
と
き
内
容
を
ゆ
う
す
る
が
、
読
了
し
て
感
じ

た
と
こ
ろ
を
率
直
に
述
べ
る
と
、
第
二
章
教
育
権
の
帰
属
お
よ
び
そ
の
発
展
的

理
論
と
し
て
の
第
四
章
教
育
権
独
立
論
に
学
問
的
興
味
を
感
じ
た
。
そ
し
て
、

第
七
章
以
下
は
、
こ
の
論
文
の
帰
結
で
あ
り
、
論
者
も
こ
の
部
分
に
か
な
り
の

力
点
を
お
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
提
言
な
い
し
問
題
提
起
と
理
解
さ

れ
、
こ
ん
後
の
詳
細
か
つ
具
体
的
な
研
究
を
ま
つ
部
分
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
章
に
お
い
て
は
、
天
城
勲
氏
が
今
日
使
わ
れ
て
い
る
教
育
権
の
用
語
例

を
整
理
敏
述
し
た
と
こ
ろ
を
紹
介
し
（
同
氏
は
そ
こ
で
教
育
権
の
用
語
例
＋
を
あ
げ

て
い
る
）
現
在
教
育
権
概
念
の
混
乱
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
こ
ん
後
の
議
論



展
開
の
た
め
、
一
応
、
教
育
権
と
は
教
育
を
な
す
権
利
権
能
を
い
う
と
定
義
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
「
教
育
権
」
は
権
利
性
の
き
わ
め
て
稀
薄

な
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
方
向
性
と
し
て
は
、
「
教
育
を
す
る
義
務
・
責
務
」

へ
と
止
揚
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
と
、
細
川
氏
の
思
考
の
基
本
的
方
向
を
示

し
た
の
ち
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
教
育
権
の
帰
属
の
検
討
に
移
る
。

　
さ
き
に
述
べ
た
宗
像
氏
の
教
育
権
概
念
は
、
必
ず
し
も
伝
統
的
法
学
概
念
に

し
た
が
つ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
同
氏
は
さ
ら
に
、
「
教
育
権
は
現

在
の
日
本
の
国
家
権
力
の
教
育
政
策
へ
の
抵
抗
の
性
質
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
の
性
質
を
抜
き
に
し
て
は
、
教
育
権
を
論
ず
る
理
由
が
な
く
な
る
」
と
い

う
。
ま
た
、
啓
蒙
的
な
著
述
と
お
も
わ
れ
る
同
氏
の
「
私
の
教
育
宣
言
」
（
岩
波

新
書
）
に
お
い
て
、
国
の
意
思
と
し
て
の
法
律
す
な
わ
ち
自
民
党
の
意
思
と
い

う
思
考
を
随
所
に
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
氏
の
影
響
を
強
く
う
け
た
教
育

（
行
政
）
学
者
、
現
場
の
教
員
（
主
と
し
て
公
立
中
小
学
校
教
員
）
の
主
張
・
要
求

と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
方
面
で
教
育
権
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
た
。
現
場

の
教
員
諸
氏
の
主
張
要
求
は
、
現
場
な
る
が
故
に
、
切
実
・
現
実
的
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
外
見
、
法
律
学
的
用
語
を
用
い
た
非
法
律
学
的
発
言
で
あ
つ
て
も
、

一
概
に
無
視
し
さ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
を
、
い
か
に
し
て
法
律
学
の

場
に
還
元
し
て
理
解
し
、
批
判
す
る
か
が
、
教
育
権
の
帰
属
に
お
い
て
細
川
氏

の
苦
心
し
た
と
こ
ろ
の
一
と
思
わ
れ
る
。

教
育
権
の
帰
属
と
し
て
、
ま
ず
、
親
の
教
育
権
を
と
ウ
あ
げ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
種
教
育
権
に
お
け
る
義
務
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
さ
ら
に
、
進
ん
で

「
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
」
ー
学
習
権
ー
を
中
核
と
し
て
構
造
化
す
べ

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

き
だ
と
主
張
す
る
。
同
氏
の
論
理
を
推
進
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
主
張
は
正
当
な

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
構
造
化
が
な
さ
れ
た
結
果
は
、
現
在

い
う
と
こ
ろ
の
親
の
教
育
権
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
で
て
く
る
か

（
理
念
的
に
は
と
も
か
く
、
現
実
の
問
題
と
し
て
）
。
ま
た
、
公
教
育
を
う
け
て
い
る

子
ど
も
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
親
は
自
己
の
子
ど
も
に
教
育
を
施
す
だ
け
で
た
く
、

子
ど
も
の
教
育
が
不
当
な
支
配
を
う
け
た
と
き
、
親
が
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と

も
、
親
の
教
育
権
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
子
ど
も
の
学
習
権
を
前
面
に
う
ち
だ
し
て
も
、
親
の
教
育
権
は
、
教
育
法

関
係
に
お
い
て
重
要
な
要
素
と
し
て
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

　
国
家
の
教
育
権
に
つ
い
て
は
、
鋭
く
見
解
が
対
立
す
る
。
細
川
氏
は
、
国
家

の
教
育
権
を
肯
定
す
る
立
場
に
た
つ
が
、
学
習
権
を
中
核
と
し
て
立
論
す
る
た

め
、
従
来
の
肯
定
説
と
は
異
つ
た
理
論
構
成
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
田
中
耕
太

郎
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
見
解
に
対
し
て
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
批
判
の
う
ち
に
は
、
若
干
の
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

例
え
ば
、
田
中
耕
太
郎
博
士
の
見
解
を
批
判
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
見
解
は
、

「
お
そ
ら
く
憲
法
は
国
民
と
国
家
の
権
利
義
務
関
係
を
規
律
す
る
法
で
あ
る
と

い
う
観
念
を
前
提
と
し
…
…
」
と
い
い
、
こ
の
前
提
が
当
然
誤
り
の
ご
と
き
論
理

を
進
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
が
国
民
と
国
民
の
法
律
関
係
に
も
効
力
が
及
び

う
る
と
い
う
主
張
は
、
憲
法
第
二
八
条
等
を
め
ぐ
り
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
も
大
い
に
議

論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
軽
々
に
論
断
し
え
な
い
大
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
論

文
の
そ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
憲
法
の
基
礎
を
な
す
論
理
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
（
一
三
四
五
）



　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

て
、
わ
れ
わ
れ
も
細
川
氏
に
同
調
す
る
に
し
て
も
、
す
ぺ
て
を
「
日
本
国
憲
法
」

に
期
待
し
、
す
べ
て
を
「
目
本
国
憲
法
の
条
文
」
の
内
容
を
な
す
も
の
と
理
解

し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
必
ず
し
も
妥
当
と
は
い
い
が
た
い
。
換
言
す
れ
ぽ
、

「
日
本
国
憲
法
」
の
条
文
よ
り
み
ち
び
か
れ
る
内
容
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ

り
、
ま
た
、
こ
れ
に
多
く
を
求
め
す
ぎ
る
と
、
結
果
に
お
い
て
憲
法
の
内
容
を

不
明
確
に
し
、
か
え
つ
て
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
の
保
障
を
弱
体
化
す

る
お
そ
れ
さ
え
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
に
、
国
家
の
教
育
権
否
定
論
は
、
国
家
の
教
育
権
と
国
民
の
教
育
権
と

を
二
者
択
一
的
に
把
握
し
、
国
民
の
教
育
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家

の
教
育
権
を
否
定
す
る
論
法
を
と
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
は
、
教
育
を
外
的
事

項
（
教
育
条
件
整
備
）
と
内
的
事
項
（
教
育
の
内
容
）
に
分
割
す
る
。
前
者
に
つ
い

て
は
、
国
家
が
法
律
に
よ
り
立
入
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
後
者
に
つ
い

て
は
国
家
権
力
の
介
入
を
み
と
め
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
細
川
氏
は
、
法
律
に
よ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
教
育
内
容
へ
の
介

入
を
し
て
も
よ
い
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
教
育
の

内
的
事
項
に
は
一
切
の
国
家
の
関
与
を
許
さ
な
い
と
す
る
の
も
間
違
い
で
あ
る

と
強
く
論
断
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
国
家
と
国
民
と
の
基
本
的

一
体
性
、
お
よ
び
教
育
内
容
に
つ
い
て
の
大
綱
的
基
準
立
法
は
子
ど
も
の
学
習

権
保
障
の
た
め
に
も
必
要
、
さ
ら
に
学
習
権
は
生
存
権
の
一
で
あ
り
、
生
存
権

は
本
来
国
家
の
関
与
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

　
結
局
、
細
川
氏
に
よ
る
と
、
国
家
の
教
育
権
と
国
民
の
教
育
権
と
は
、
根
源

的
に
は
学
習
権
よ
り
派
生
す
る
か
ら
、
二
老
択
一
的
の
も
の
で
な
く
、
両
者
併

立
も
容
易
に
み
と
め
う
る
こ
と
に
な
る
。

七
六
　
　
（
二
一
西
六
）

　
教
師
の
教
育
権
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
教
師
の
教
育
の
自
由
を
前
提
と
し
て
、

権
利
行
使
が
主
張
さ
れ
る
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
教
科
書
裁
判
の
杉
本
判
決
に
あ

ら
わ
れ
た
、
学
問
の
自
由
と
教
育
の
自
由
と
を
同
一
視
し
、
さ
ら
に
、
公
教
育

教
員
の
教
育
の
自
由
は
、
大
学
教
員
の
場
合
と
同
様
、
憲
法
第
二
三
条
に
よ
り

保
障
さ
れ
る
と
い
う
見
解
に
反
対
す
る
。
す
な
わ
ち
教
育
は
学
問
の
自
由
を
前

提
と
す
る
が
、
教
育
す
な
わ
ち
学
問
で
は
な
く
、
ま
た
公
教
育
教
員
に
は
、
公

教
育
の
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
、
大
学
生
と
中
小
学
校
生
徒
児
童
と
は
、
そ
の
知
的

レ
ベ
ル
の
差
異
の
故
に
、
公
教
育
に
お
い
て
は
、
教
育
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る

と
主
張
す
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
教
師
の
教
育
の
自
由
を
、
教
育
基
本
法
第
一
〇
条
第
一
項
の

「
不
当
な
支
配
」
、
あ
る
い
は
学
校
教
育
法
第
二
八
条
な
ど
の
実
定
法
に
根
拠

を
求
め
る
見
解
、
ま
た
は
教
師
の
教
育
権
は
教
師
の
「
真
理
の
代
表
者
」
た
る

こ
と
に
由
来
す
る
説
等
に
つ
い
て
も
、
詳
細
な
反
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
こ
の
論
文
は
、
第
四
章
で
「
教
育
権
独
立
論
」
を
検
討
す
る
。
教

育
権
の
独
立
は
、
一
般
行
政
権
か
ら
教
育
権
の
独
立
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る

場
合
も
あ
れ
ば
、
教
師
の
教
育
権
が
教
育
行
政
権
よ
り
独
立
と
い
う
意
味
に
使

わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
後
者
の
教
師
の
教
育
権
を
強
く
主
張
す

る
た
め
に
は
、
前
者
に
関
し
政
府
よ
り
独
立
し
た
中
央
教
育
委
員
会
な
ど
を
設

け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
丁
度
、
地
方
自
治
に
お
け
る
団
体
自
治
と
住
民

自
治
の
関
係
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
細
川
氏
の
場
合
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

現
行
制
度
ま
で
の
変
遷
を
簡
単
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
第
四
章
で
は
、
後
者



の
批
判
的
記
述
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。

　
教
師
の
教
育
権
の
独
立
に
つ
い
て
は
、
自
然
法
的
な
本
源
的
教
育
権
を
ゆ
う

す
る
両
親
の
委
託
を
う
け
て
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
り
、
弁
護
士
．
医
師

等
の
知
的
職
業
に
共
通
し
た
職
業
倫
理
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

外
部
勢
力
に
対
し
て
は
、
「
不
羅
独
立
」
す
る
と
い
う
説
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
説
に
対
し
、
か
か
る
主
張
は
、
望
ま
し
い
理
念
で
あ
り
、
法
令
の
解
釈
の

指
導
理
念
と
し
て
は
意
味
が
あ
る
が
、
現
行
法
上
は
か
か
る
保
障
が
あ
る
と
は

い
い
が
た
い
と
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
よ
り
、
教
育
行
政
権
よ
り
教
師
の
教

育
権
が
独
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
教
育
基
本
法
第
一
〇
条
第
一
項
を
根
拠
と
し
て
、
教
師
の
教
育
権

の
独
立
を
主
張
す
る
見
解
を
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
項
は
不
当
な
支
配
の
禁

止
と
、
国
民
全
体
に
対
す
る
直
接
的
教
育
責
任
と
を
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
す
る
賛
否
両
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
教
育
の
内
的
事
項
に
つ
い
て
の
教
育
権
の
独
立
を
主
張
す
る
見
解
に

対
し
、
内
的
事
項
に
つ
き
教
育
行
政
権
が
全
く
介
入
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は

な
く
、
介
入
の
限
界
を
問
題
に
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
論
文
で
は
、
教
育
権
独
立
否
定
論
に
つ
い
て
も
紹
介
を
な
し
た

の
ち
、
法
や
行
政
に
よ
る
教
育
の
規
制
は
、
必
要
か
つ
最
小
限
度
に
と
ど
め
、

教
育
の
自
由
を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
行
実
定
法
上
は
、
教

育
行
政
権
に
対
し
教
師
の
教
育
権
独
立
を
み
と
め
る
根
拠
を
み
い
だ
せ
な
い
と

結
ぶ
。

　
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
教
育
権
独
立
論
は
、
細
川
氏
の
最
も
力
を
注
い
だ
部

分
の
一
で
あ
ろ
う
。
教
育
法
関
係
理
論
を
、
文
部
行
政
に
対
す
る
抵
抗
の
理
論

　
　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

と
す
る
主
張
が
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る
場
に
お
い
て
、
伝
統
的
公
法
理
論
を
基

調
と
し
た
細
川
氏
の
再
批
判
は
大
い
に
意
味
が
あ
る
と
と
も
に
、
同
氏
の
見
解

は
大
綱
に
お
い
て
は
正
当
で
あ
り
、
評
価
さ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
教
師
の
教
育
権
の
理
論
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
個
別

具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
教
育
過
程
編
成
権
、
教
科
書
教
材
の
採
択
権
、
教
師

の
研
修
、
成
績
評
価
権
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
文
部
省

と
教
員
集
団
と
の
間
で
激
し
く
争
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
勤
務
評
定
、
統
一
学
力
テ
ス
ト
、
教
科
書
に
関
す
る
裁
判
が
、
教
育

関
係
の
裁
判
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
二
者
は
、
教
師
の
教
育
権
の

独
立
を
め
ぐ
る
裁
判
で
も
あ
る
。
ま
た
、
教
科
書
裁
判
は
、
検
定
不
合
格
処
分
取

消
し
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
杉
本
判
決
（
第
二
次
訴
訟
）
と
、
検
定
不
合
格
処
分
に

と
も
な
う
損
害
賠
償
等
請
求
の
高
津
判
決
（
第
一
次
訴
訟
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
判
決
は
、
教
科
書
検
定
不
合
格
処
分
の
違
法
性
が
主
た
る
争
点
で
あ
り

な
が
ら
、
相
対
立
す
る
理
論
構
成
を
採
用
し
て
い
る
。
な
お
、
細
川
氏
の
こ
の

部
分
の
記
述
は
、
い
わ
ゆ
る
綜
合
判
例
研
究
的
手
法
を
も
つ
て
、
確
実
に
判
例

を
追
及
し
て
い
る
。

　
こ
の
論
文
の
第
七
・
八
章
は
、
学
習
権
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
本

論
文
の
結
論
で
も
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
論
文
の
随
所
に
断
片
的
に
あ
ら
わ
れ
た
、

細
川
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
学
習
権
の
綜
合
的
．
体
系
的
記
述
で
も
あ
る
。

　
も
つ
と
も
、
学
習
権
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
か
な
り
広
く
用
い
ら
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
昭
和
四
八
年
の
日
本
教
育
法
学
会
研
究
総
会
に
お
い
て
も
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
（
二
二
四
七
）



　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
同
学
会
年
報
第
三
号
も
「
国
民
の
学
習
権
と
教
育
自
治
』

と
い
う
主
題
の
下
で
、
諸
論
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
け

る
学
習
権
は
、
例
え
ば
労
働
組
合
の
学
習
会
の
根
拠
と
し
て
の
学
習
権
な
ど
を

含
み
、
積
極
的
に
学
習
す
る
権
利
と
い
う
ご
と
く
解
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
細
川
氏
の
学
習
権
の
発
想
は
、
公
教
育
に
お
け
る
子
ど
も
の

「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
“
「
学
習
権
」
で
あ
り
、
従
来
の
教
育
法
関
係
が
諸

種
の
教
育
権
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
学
習
権
を
中
心
に
再

構
成
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
上
記
の
学
習
権
と
は
、
そ
の
内
容
も
異

り
、
細
川
氏
独
自
の
概
念
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
学
習
権
の
性
格
と
し
、
従
来
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
、
主
権
者

国
民
の
民
主
政
治
能
力
の
拡
張
の
た
め
に
国
家
の
条
件
整
備
を
求
め
る
権
利
、

あ
る
い
は
、
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
の
教
育
・
文
化
面
へ
の
あ
ら
わ
れ
、
し

た
が
つ
て
、
国
家
が
教
育
の
機
会
均
等
化
の
経
済
的
配
慮
を
お
こ
な
う
こ
と
を

意
味
す
る
と
い
う
説
等
を
一
面
的
と
し
て
斥
け
る
。
細
川
氏
に
よ
る
と
、
教
育

を
受
け
る
権
利
は
、
子
ど
も
が
人
間
と
し
て
そ
の
能
力
を
全
面
的
に
発
達
さ
せ

る
よ
う
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
に
対
し
て
積
極
的
に
要
求
す
る

自
然
権
社
会
権
的
人
権
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
教
育
を

受
け
る
権
利
は
、
具
体
的
権
利
で
な
く
、
抽
象
的
権
利
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
に

と
ど
ま
る
と
す
る
通
説
に
た
い
し
、
諸
条
件
を
整
備
し
て
具
体
的
権
利
に
ま
で

発
展
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を

い
わ
ゆ
る
朝
日
訴
訟
上
告
審
が
憲
法
第
二
五
条
の
一
般
的
生
存
権
を
、
従
来
の

通
説
た
る
抽
象
的
権
利
に
た
い
し
、
具
体
的
権
利
と
判
断
し
た
こ
と
、
な
ら
び

に
憲
法
の
解
釈
態
度
に
よ
つ
て
可
能
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習
権
は
、
こ
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れ
を
主
張
す
る
だ
け
の
存
在
価
値
が
あ
る
と
と
も
に
、
是
非
こ
れ
を
主
張
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
力
説
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
習
権
が
樹
立

す
る
と
、
従
来
の
諸
種
の
教
育
権
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
推
移
し
て
い
く
か
を

述
べ
、
こ
の
論
文
を
結
ぶ
。

三
　
結
語

　
こ
の
論
文
は
、
現
行
憲
法
下
に
お
け
る
教
育
法
関
係
の
主
要
な
問
題
の
す
べ

て
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
育
法
関
係
の
縮
図
で
あ
り
、
細
川

氏
の
努
力
に
は
敬
意
を
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
論
者
は
、
教
育
法
学
会
に
お
け
る
通
説
を
正

面
よ
り
批
判
す
る
。
従
来
の
教
育
法
関
係
理
論
を
整
理
し
、
こ
れ
を
批
判
す
る

こ
と
は
、
仮
り
に
細
川
氏
の
見
解
が
通
説
的
立
場
の
人
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
い

と
し
て
も
、
教
育
法
学
の
今
後
の
発
展
の
た
め
極
め
て
有
用
と
思
わ
れ
る
。

　
学
習
権
は
、
単
に
言
葉
の
い
い
か
え
で
は
な
く
、
理
念
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
現

実
的
に
も
諸
種
の
教
育
権
規
制
に
有
効
で
あ
る
（
児
童
不
在
の
文
部
省
対
教
員
集
団

の
教
育
権
論
等
、
教
員
集
団
内
に
お
け
る
政
争
と
い
う
好
ま
し
く
な
い
事
実
も
存
す
る
）
。

た
だ
し
、
こ
の
部
分
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
問
題
の
提
起
と
し
て
今
後
に
お
け
る

そ
の
完
成
を
み
ま
も
り
た
い
。
こ
の
た
め
、
敢
て
以
下
の
ご
と
き
を
付
記
す
る
。

　
学
習
権
を
樹
立
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
教
育
権
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
教
育

の
本
質
な
り
概
念
な
り
を
一
層
深
く
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
教
育
法
関
係
の
諸

論
は
、
細
川
氏
を
ふ
く
め
、
法
学
者
・
教
育
行
政
学
者
が
主
体
と
な
つ
て
形
成

さ
れ
る
た
め
か
、
形
式
的
、
抽
象
的
な
定
義
が
突
然
あ
ら
わ
れ
、
さ
ら
に
深
い

追
究
の
な
さ
れ
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。



　
教
育
を
如
何
に
定
義
す
る
か
は
、
教
育
学
上
の
大
問
題
で
あ
り
、
立
場
の
如

何
に
よ
つ
て
は
、
本
来
的
に
自
由
と
も
、
独
立
と
も
、
個
人
の
完
成
に
関
す
る

も
の
と
も
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
学
習
権
理
論
を
よ
り
確
実

に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
辺
の
吟
味
を
十
分
に
な
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
教
育
を
国
家
以
前
・
法
以
前
の
も
の
と
い
う
考
え
方
が
当
然
に
採

用
さ
れ
て
い
る
。
果
し
て
、
そ
の
よ
う
に
当
然
の
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

教
育
と
い
う
言
葉
の
発
生
の
事
情
自
体
が
、
む
し
ろ
国
家
と
共
に
、
法
と
共
に

出
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
た
と
え
国
家
以
前
の
も
の
と
す
る
に
し

て
も
、
慎
重
に
と
り
扱
う
必
要
が
あ
る
。

　
細
川
氏
の
論
文
に
つ
い
て
、
多
く
の
批
判
的
言
葉
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
同
氏
の
研
究
が
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
独
自
の
見
解
と
も

い
う
べ
き
学
習
権
理
論
の
完
成
を
願
い
、
敢
て
付
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

論
文
の
学
問
的
価
値
を
云
々
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
審
査
に
あ
た
り
、

細
部
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
間
に
異
つ
た
見
解
が
あ
る
に
せ
よ
、
細
川
哲
氏

に
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
考
え
る
点

に
お
い
て
は
、
全
員
一
致
し
た
意
見
で
あ
る
。
　
　
以
上

　
　
昭
和
五
一
年
九
月
一
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
　
　
　
　
金
子
芳
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
文
学
博
士
村
井
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
田
中
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
　
　
　
　
　
田
口
精
一

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

学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

七
九
　
　
（
鮒
三
四
九
）


