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特別記事

呉
忠
根
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
呉
忠
根
氏
が
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
「
朝
鮮
分
割
占
領
へ
の
道
程
ー

米
国
の
政
策
　
一
九
四
四
～
四
五
年
1
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
か

ら
戦
争
終
結
時
に
か
け
て
の
米
国
の
朝
鮮
政
策
を
、
ソ
連
と
の
分
割
占
領

お
よ
び
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
以
来
今
日
に
い
た
る
ま
で
、

朝
鮮
半
島
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
要
な
紛
争
地
域
の
一
つ
と
し
て
国
際

的
な
注
目
を
集
め
つ
づ
け
て
い
る
。
勿
論
、
今
日
の
朝
鮮
が
抱
え
る
問
題

は
戦
争
終
結
時
の
も
の
と
は
著
し
く
様
相
を
異
に
し
て
い
る
が
．
そ
れ
が

朝
鮮
の
分
断
状
況
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
状
況
の
出
現
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
四
五
年
夏
の
米

ソ
両
国
に
よ
る
朝
鮮
の
分
割
占
領
に
端
を
発
し
て
い
る
。
著
者
が
論
文
中

で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
分
割
占
領
は
そ
の
ま
ま
朝
鮮
の
分
断
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
歴
史
的
で
あ
る
と

同
時
に
す
ぐ
れ
て
今
日
的
な
も
の
で
あ
る
．

　
同
じ
く
第
二
次
世
界
大
戦
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
ド
イ
ッ
分
割
占
領
の

場
合
、
今
目
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
と
く
に
大
き
な
疑
問
点
は
存
在
し
な

い
．
し
か
し
、
朝
鮮
分
割
占
領
の
場
合
に
は
、
米
国
の
政
策
決
定
過
程
を

中
心
に
不
明
な
点
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
．
す
で
に
多
数
の
研
究

成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関

す
る
研
究
が
ふ
た
た
び
注
目
を
集
め
て
い
る
の
は
、
た
だ
単
に
米
国
国
務

省
や
統
合
参
謀
本
部
の
秘
密
文
書
、
戦
時
指
導
者
た
ち
の
私
文
書
な
ど
の

公
開
に
刺
激
さ
れ
た
こ
と
に
の
み
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
呉
氏
提
出
の
本
論
文
は
正
に
米
国
や
日
本
に
お
け
る
新
し
い
研
究
動

向
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

　
な
お
、
本
論
文
は
同
氏
に
よ
る
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博

士
課
程
（
政
治
学
専
攻
）
で
の
八
年
有
余
に
わ
た
る
研
究
の
成
果
で
あ
り
、

そ
の
一
部
は
す
で
に
「
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
米
ソ
関
係
ー
ソ
連
の
対
日
参

戦
を
中
心
に
ー
」
（
『
共
産
主
義
と
国
際
政
治
』
第
七
巻
第
二
号
、
一
九
八
二
年
七
1

九
月
）
、
「
戦
時
米
ソ
交
渉
に
お
け
る
朝
鮮
問
題
ー
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
を
中
心

に
ー
」
（
本
誌
第
五
六
巻
第
六
号
、
一
九
八
三
年
六
月
）
、
「
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る

戦
時
米
ソ
関
係
－
米
国
の
戦
後
処
理
計
画
を
中
心
に
i
」
（
日
本
国
際
政
治

学
会
一
九
八
三
年
度
春
季
研
究
大
会
発
表
）
な
ど
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
．

　
論
文
の
主
た
る
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
え
が
き

　
第
一
章
ソ
連
の
対
日
参
戦
に
関
す
る
米
ソ
交
渉

　
　
一
、
一
九
四
四
年
秋
、
モ
ス
ク
ワ
の
取
決
め

　
　
二
、
「
朝
鮮
」
不
言
及
の
意
味

　
第
二
章
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
お
け
る
朝
鮮
問
題

　
　
一
、
勧
告
と
沈
黙
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二
、
中
国
問
題

　
　
三
、
政
策
変
更

　
　
四
、
バ
ー
ン
ズ
外
交

　
第
三
章
　
ポ
ツ
ダ
ム
軍
事
会
議
と
早
期
対
目
進
駐
計
画

　
　
一
、
軍
事
会
議

　
　
二
、
ア
ン
ト
ノ
フ
の
「
半
島
」
進
攻
発
言
の
問
題
点

　
　
三
、
早
期
対
日
進
駐
計
画
1
「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
B
」
A
C
K
L
I

　
　
　
S
T
）
」

　
第
四
章
　
ソ
連
の
対
応

　
　
一
、
対
日
作
戦
準
備
お
よ
び
参
戦

　
　
二
、
ソ
連
の
抑
制
要
因

　
第
五
章
　
米
国
の
終
戦
へ
の
対
応
と
朝
鮮
の
分
割

　
　
一
、
目
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
と
米
国
の
対
応

　
　
二
、
朝
鮮
半
島
の
分
割

　
　
三
、
分
割
の
経
緯
を
め
ぐ
る
議
論
お
よ
び
批
評

　
む
す
び

　
冒
頭
の
章
（
「
ま
え
が
き
」
）
で
は
、
朝
鮮
分
割
占
領
の
決
定
を
分
析
す
る

に
際
し
て
の
著
者
の
視
角
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
こ
で
、
こ

の
問
題
に
関
す
る
従
来
の
研
究
が
と
か
く
一
九
四
五
年
八
月
の
政
策
決
定

そ
の
も
の
に
の
み
焦
点
を
当
て
す
ぎ
る
傾
向
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
米

国
の
戦
時
外
交
お
よ
び
軍
事
戦
略
の
全
体
像
の
中
で
適
切
に
位
置
づ
け
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
ら
に
言
及
す
る
場
合

に
も
、
米
ソ
関
係
の
対
立
の
側
面
を
過
度
に
強
調
し
、
軍
事
的
な
協
調
の

側
面
を
軽
視
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
批
判
し
、
戦
時
米
ソ
関
係
を
構

成
し
た
外
交
と
軍
事
の
全
体
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
軍
事
的

な
協
調
の
側
面
に
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
換
言
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
視
角
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
は
、
こ
の

時
期
の
朝
鮮
を
め
ぐ
る
既
存
の
諸
研
究
に
み
ら
れ
が
ち
な
「
冷
戦
史
観
」

の
影
響
か
ら
の
脱
却
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
を
め
ぐ
る
一
九
四
四
年
一
〇
月
の
モ

ス
ク
ワ
米
ソ
会
談
か
ら
翌
二
月
の
ヤ
ル
タ
会
談
ま
で
の
時
期
の
、
米
ソ
交

渉
が
主
た
る
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
戦
争
の
早
期
終

結
の
た
め
に
極
東
地
域
に
お
け
る
ソ
連
と
の
軍
事
的
協
調
の
必
要
性
を
重

視
し
な
が
ら
も
，
米
国
は
対
日
戦
に
お
け
る
ソ
連
の
軍
事
的
役
割
を
「
満

州
」
に
あ
る
日
本
軍
の
撃
滅
に
限
定
し
、
ソ
連
の
軍
事
目
標
か
ら
朝
鮮
を

除
外
す
る
の
に
成
功
し
た
。
こ
れ
は
ソ
連
が
朝
鮮
半
島
を
単
独
で
占
領
す

る
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、
参
戦
準
備
に
お
い

て
米
国
の
援
助
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
ソ
連
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。
他

方
，
一
九
四
三
年
一
一
月
の
カ
イ
ロ
宣
言
に
お
い
て
、
朝
鮮
の
将
来
の
独

立
を
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
国
は
朝
鮮
問
題
に
は
じ
め
て
正
式
に

関
与
し
、
翌
年
春
以
後
．
国
務
省
を
中
心
に
朝
鮮
の
戦
後
処
理
問
題
が
検

討
さ
れ
始
め
た
。
国
務
省
の
構
想
は
朝
鮮
を
暫
定
的
軍
政
か
ら
信
託
統
治

の
下
に
う
つ
し
、
段
階
的
に
独
立
を
達
成
さ
せ
る
が
、
そ
の
各
段
階
に
米

ソ
英
中
の
四
大
国
が
共
同
で
参
加
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
章
で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
に
お
け
る
バ
ー
ソ
ズ
”
ト
ル
ー
マ
ン
外
交
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
後
処
理
問
題
を
協
議
す
る
ポ
ツ
ダ
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ム
会
談
は
米
国
に
と
っ
て
は
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
を
確
定
す
る
一
方
、
ソ

連
の
参
戦
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
必
至
で
あ
る
中
国
．
と
く
に

満
州
と
朝
鮮
の
戦
後
の
地
位
に
つ
い
て
、
ス
タ
ー
リ
ソ
か
ら
事
前
の
保
証

を
と
り
つ
け
る
好
機
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
務
省
お
よ
び
ハ
リ
マ

ン
、
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
ら
の
大
統
領
の
側
近
は
，
こ
れ
ら
の
地
域
を
ソ
連
の

勢
力
拡
張
か
ら
守
る
た
め
の
具
体
的
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
、
つ
よ
く
勧

告
し
て
い
た
。
し
か
し
、
バ
ー
ソ
ズ
国
務
長
官
と
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は

こ
れ
ら
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
原
子
爆
弾
の
入
手
、
日

本
の
和
平
へ
の
動
き
の
察
知
、
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
参
戦
時
期
の

繰
り
延
べ
な
ど
の
新
し
い
情
勢
の
も
と
で
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
が
実
現
す

る
前
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
、
政
治
的
問
題
に
有
利
に
対
処
し
う
る
条
件
を

つ
く
る
と
い
う
方
向
で
政
策
の
変
更
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
広

島
へ
の
原
爆
投
下
直
後
に
ソ
連
が
参
戦
し
た
こ
と
に
よ
り
．
こ
の
外
交
的

な
賭
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
中
国
と
朝
鮮
は
国
務

省
や
大
統
領
の
助
言
者
が
勧
告
し
た
対
ソ
防
護
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
い
ま

ま
に
終
戦
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
中
に
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
連

合
国
軍
事
会
議
の
内
容
、
と
く
に
七
月
二
四
日
の
会
議
に
お
け
る
「
半
島

に
対
し
て
攻
撃
を
遂
行
す
る
ソ
連
軍
と
協
調
し
て
、
米
軍
が
朝
鮮
沿
岸
に

対
し
て
作
戦
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
ソ
連
の
ア
ン
ト

ノ
フ
将
軍
の
発
言
が
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
発
言
は

ソ
連
が
当
時
朝
鮮
進
攻
作
戦
を
準
備
し
て
い
た
証
拠
と
し
て
解
釈
さ
れ
て

き
た
が
、
著
者
は
多
く
の
関
連
す
る
事
実
を
検
討
し
た
結
果
，
ソ
連
が
朝

鮮
へ
の
進
攻
を
意
図
し
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
同
発
言
の

趣
旨
は
む
し
ろ
、
ソ
連
軍
の
満
州
で
の
行
動
に
呼
応
し
て
米
軍
が
朝
鮮
半

島
沿
岸
で
陽
動
作
戦
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
見

解
を
提
示
し
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
間
に
、
対
日
戦
の
遂
行
方
針
の
変
更

に
伴
い
、
米
国
は
日
本
本
土
へ
の
進
攻
作
戦
か
ら
そ
こ
へ
の
早
期
進
駐
計

画
へ
と
そ
の
努
力
の
力
点
を
移
し
た
。
こ
う
し
て
、
八
月
八
日
ま
で
に
、

日
本
お
よ
び
朝
鮮
へ
の
早
期
進
駐
計
画
で
あ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
作

戦
第
三
次
案
が
完
成
す
る
。

　
第
四
章
で
著
者
は
、
対
日
参
戦
に
伴
う
朝
鮮
北
辺
諸
港
へ
の
ソ
連
軍
の

上
陸
を
、
主
作
戦
で
あ
る
満
州
進
攻
と
の
関
連
で
分
析
し
て
い
る
。
著
者

は
、
ソ
連
側
の
文
献
を
駆
使
し
な
が
ら
、
ソ
連
が
当
時
沿
海
州
方
面
か
ら

攻
撃
に
出
る
第
一
極
東
方
面
軍
の
作
戦
上
の
困
難
を
強
く
意
識
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
打
開
策
を
試
み
た
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
方
面
の
ソ
連
軍
は
朝
鮮

に
同
時
進
攻
を
開
始
す
る
だ
け
の
能
力
を
も
た
ず
、
ま
た
、
事
実
、
そ
の

よ
う
な
作
戦
を
実
施
し
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

ソ
運
軍
は
満
州
進
攻
作
戦
の
成
功
を
確
認
し
た
後
に
、
海
軍
に
対
し
て

「
追
加
的
」
任
務
と
し
て
朝
鮮
北
辺
諸
港
へ
の
上
陸
作
戦
を
命
令
し
、
八

月
一
二
日
以
降
、
そ
れ
を
比
較
的
小
規
模
の
兵
力
で
占
領
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
ソ
連
軍
が
対
目
参
戦

と
同
時
に
朝
鮮
半
島
を
急
速
に
南
下
し
た
と
す
る
通
説
的
解
釈
は
否
定
さ

れ
る
。

　
第
五
章
で
は
、
朝
鮮
の
分
割
占
領
す
な
わ
ち
三
八
度
線
の
設
定
を
め
ぐ

る
米
国
の
政
策
決
定
が
分
析
さ
れ
て
い
る
．
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
．
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本
論
文
の
結
論
的
な
部
分
で
あ
る
。
著
者
は
そ
こ
で
、
八
月
一
〇
日
か
ら

一
一
日
に
か
け
て
の
決
定
が
ソ
連
軍
が
ま
だ
朝
鮮
に
進
入
し
て
い
な
い
段

階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
三
八
度
線
の
設
定
を
純
粋
に

軍
事
的
な
便
宜
的
措
置
で
あ
る
と
し
た
り
、
ソ
連
軍
の
朝
鮮
全
土
占
領
を

阻
止
す
る
た
め
に
急
遽
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
公
式
的

説
明
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
米
国
政
府
に
よ
る
分
割
占
領
決
定
の
理
由
を

つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
解
明
す
る
。

　
e
信
託
統
治
を
は
じ
め
と
し
て
、
朝
鮮
の
戦
後
管
理
は
四
大
国
が
共
同

で
実
施
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
ソ
連
の
管
理
参
加
は
必
然
的
に
予

想
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ω
日
本
全
土
、
千
島
、
大
連
（
遼
東
半
島
）
な
ど
、

政
治
的
、
戦
略
的
に
よ
り
重
要
な
地
域
と
同
時
に
朝
鮮
全
土
を
占
領
す
る

だ
け
の
兵
力
が
米
国
に
は
不
足
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
米
国
が
千
島
を

占
領
す
れ
ば
、
朝
鮮
に
お
け
る
ソ
連
の
恣
意
的
行
動
を
制
御
す
る
十
分
な

テ
コ
に
な
り
う
る
こ
と
、
臼
米
国
は
日
本
本
土
の
単
独
占
領
に
加
え
て
、

戦
後
ソ
連
に
帰
属
す
べ
き
千
島
を
も
自
己
占
領
地
域
に
割
り
当
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ず
る
、
占
領
地
域
に
関
す
る
対
ソ
不
均
衡
を
調
整
す
る
必
要

が
あ
っ
た
こ
と
、
四
そ
れ
ら
の
諸
要
因
ま
た
は
他
の
政
治
的
考
慮
が
許
す

範
囲
内
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
軍
事
的
便
宜
性
が
局
部
的
に
適
用
さ
れ

た
こ
と
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
む
す
び
」
で
は
、
東
ヨ
i
・
ッ
バ
の
占
領
地
域
に
お
け
る

ソ
連
の
行
動
に
照
し
て
、
北
朝
鮮
へ
の
ソ
連
軍
の
進
駐
は
朝
鮮
の
前
途
に

暗
影
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
分
割
占
領
が
本
来
た
だ

ち
に
朝
鮮
の
永
続
的
な
分
割
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
現
在
な
お
継
続
す
る
分
断
状
況
は
米

ソ
両
軍
の
進
駐
後
の
東
西
対
立
と
、
朝
鮮
内
部
で
の
政
治
的
り
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
め
ぐ
る
抗
争
の
な
か
で
次
第
に
踏
み
固
め
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
第
二
次
大
戦
末
期
か
ら
戦
争
終

結
時
に
い
た
る
ま
で
の
米
国
の
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
、
独
創
的
な
解
釈
を

打
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
論
争
的
な
性
格
を
備
え
る
も
の
で
も

あ
る
。
た
と
え
ぽ
第
二
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
バ
ー
ン
ズ
ロ
ト
ル
ー
マ
ン

外
交
に
つ
い
て
の
評
価
、
第
三
章
に
み
ら
れ
る
「
ア
ン
ト
ノ
フ
発
言
」
に

つ
い
て
の
解
釈
、
第
四
章
に
示
さ
れ
る
ソ
連
軍
の
朝
鮮
進
出
に
つ
い
て
の

理
解
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
通
説
か
ら
離
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
論
議
を

呼
ぶ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
パ
ー
ン
ズ
目
ト
ル
ー
マ
ソ
外
交
に
つ
い
て
い
え
ば
、
著
者
の

解
釈
は
、
最
近
い
わ
ゆ
る
「
原
爆
外
交
」
に
焦
点
を
絞
る
形
で
展
開
さ
れ

て
い
る
論
議
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
米
国

に
お
け
る
冷
戦
研
究
の
新
し
い
潮
流
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
「
ア
ン
ト
ノ
フ
発
言
」
に
関
す
る
吟
味
も
、
同
発
言
を

た
だ
ち
に
ソ
連
に
よ
る
朝
鮮
進
攻
意
図
の
表
明
で
あ
る
と
理
解
し
す
ぎ
る

通
説
の
危
険
性
を
適
切
に
指
摘
し
た
点
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
ぎ
よ

う
。
同
発
言
の
真
意
は
満
州
進
攻
作
戦
に
呼
応
す
る
「
連
繋
行
動
」
を
米

国
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
著
者
の
解
釈
は
、
な
お
一
層
の
検

討
を
要
す
る
と
こ
ろ
な
き
に
し
も
非
ず
で
あ
る
反
面
、
独
自
の
説
得
力
を

も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ソ
連
軍
の
朝
鮮
進
出
に
関
す
る
著
者
の
解
釈
も
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通
説
の
盲
点
を
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
語
の
文
献
を
駆
使
し
、
実
証

的
に
論
理
を
展
開
し
て
い
る
点
は
大
き
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

　
独
創
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
過
程
で
、
著
者
が
外
交
的
側
面
の
み
な
ら

ず
、
軍
事
的
側
面
に
も
多
大
の
関
心
を
払
い
、
「
外
交
と
軍
事
と
を
不
可

分
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
」
と
い
う
総
合
的
視
角
を
貫
徹
し
て
い
る
こ

と
も
、
本
論
文
の
手
法
上
の
秀
れ
た
メ
リ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
新
し

い
諸
解
釈
は
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
努
力
の
産
物
で
あ
り
、
と
く
に
「
ア

ン
ト
ノ
フ
発
言
」
や
ソ
連
軍
の
朝
鮮
進
出
に
っ
い
て
斬
新
か
つ
大
胆
な
視

角
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
は
第
二
次
大
戦
末
期
の
ソ
連
の
朝

鮮
政
策
に
こ
れ
ま
で
の
学
界
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
光
を
当
て
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
．

　
大
戦
末
期
に
行
わ
れ
た
朝
鮮
分
割
問
題
に
関
す
る
通
説
は
、
著
者
の
眼

か
ら
す
れ
ば
、
戦
後
に
お
け
る
米
ソ
対
立
の
急
速
な
昂
進
か
ら
逆
算
的
に

理
解
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
す
ぎ
る
。
そ
う
し
た
「
冷
戦
史
観
」
か
ら
も

っ
と
解
放
さ
れ
て
、
こ
の
問
題
は
戦
中
お
よ
び
戦
争
終
結
時
の
文
脈
に
沿

っ
て
忠
実
に
再
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
著
者
の
基
本
姿
勢
に
、
わ

れ
わ
れ
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
．

　
し
か
し
、
「
冷
戦
史
観
」
か
ら
の
脱
却
は
あ
く
ま
で
分
析
の
視
角
に
つ

い
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
存
在
し
た
冷
戦
的
要
素
の

過
小
評
価
を
も
許
容
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
事
実
と

認
識
と
の
問
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
す
な
わ
ち
非
冷
戦
的
な
現
実
や
政
策
と
は
異

な
る
冷
戦
的
な
認
識
の
存
在
の
否
定
を
許
容
す
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
著
者
は
三
八
度
線
設
定
に
つ
い
て
の
米
国
政
府
の
公
式

的
説
明
を
厳
し
く
批
判
す
る
あ
ま
り
、
「
ソ
連
軍
は
ま
だ
朝
鮮
に
進
入
し

て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
過
度
に
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
あ
ま
り
に

多
く
の
結
論
を
導
き
出
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
事
実
が
著
者
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
米
国
陸
軍
省
内
に

ソ
連
軍
の
進
攻
能
力
へ
の
過
大
な
評
価
が
存
在
し
、
東
ヨ
ー
・
ッ
パ
占
領

地
域
に
対
す
る
ソ
連
の
政
策
に
対
す
る
不
信
感
か
ら
、
ソ
連
軍
の
朝
鮮
進

入
以
前
に
三
八
度
線
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ソ
連
軍
が
朝
鮮
全
土

を
席
巻
す
る
の
を
阻
止
す
』
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
が
生
れ
て
い
た
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
．
ま
た
、
実
際
に
、
三
八
度
線
の
設
定
が

な
け
れ
ば
、
ソ
連
軍
は
米
軍
の
進
駐
以
前
に
南
朝
鮮
の
大
部
分
を
占
領
し

え
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
「
ソ

連
軍
の
朝
鮮
進
入
以
前
に
浮
上
し
た
三
八
度
線
が
…
…
清
津
地
区
を
ほ
ぼ

占
領
し
終
え
た
八
月
一
五
日
の
時
点
で
も
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
ソ
連
側

に
提
示
さ
れ
た
事
実
は
、
本
来
こ
の
線
が
ソ
連
軍
の
進
出
問
題
と
．
ま
っ

た
く
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
関
係
な
く
考
案

さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
と
い
え
る
」
と
い
う
著
者
の
主
張
は
過
度
に
陥
り

す
ぎ
て
は
い
な
い
か
と
の
疑
問
も
出
よ
う
。
さ
ら
に
、
本
論
文
の
全
体
的

構
成
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
米
ソ
の
分
割
占
領
が
半
島
の
永
続
的
分
断

へ
と
進
展
す
る
過
程
に
つ
い
て
の
検
討
も
、
著
者
今
後
の
研
究
課
題
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
以
上
述
べ
た
ご
と
く
に
．
本
論
文
に
一
層
の
註
文
を
つ
け
よ
う
と
試
る

と
す
れ
ぽ
、
そ
の
余
地
は
い
く
っ
か
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
そ

れ
は
朧
を
得
て
蜀
を
望
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
諸
点
の
存
在
は
、
時
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期
的
に
も
資
料
的
に
も
解
明
の
き
わ
め
て
困
難
な
こ
の
問
題
に
対
す
る
著

者
の
長
期
に
わ
た
る
研
究
者
的
情
熱
の
展
開
の
、
こ
の
意
欲
的
か
つ
独
創

的
な
結
実
の
意
義
を
決
し
て
減
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
。
著
者
は
晩
学
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軽
々
な
妥
協
を
排
し
て
真
実
を
究
明
す
る
努
力

に
徹
し
よ
う
と
い
う
鋭
角
的
な
学
問
的
姿
勢
を
、
い
つ
ま
で
も
失
っ
て
い

な
い
。
そ
の
将
来
に
は
さ
ら
に
大
い
な
る
発
展
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
を
、

こ
の
論
文
は
十
分
に
示
し
て
い
る
．
わ
れ
わ
れ
は
一
致
し
て
、
本
論
文
が

呉
忠
根
氏
に
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
相
応
し

い
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

　
一
九
八
四
年
二
月
一
五
日
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