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根
岸
毅
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

本
報
告
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

e
提
出
者
の
問
題
意
識

⇔
論
文
の
内
容
と
要
旨

㊧
特
記
す
べ
き
諸
点
と
今
後
の
研
究
課
題

四
総
合
評
価

　
提
出
者
の
問
題
意
識

　
根
岸
毅
君
が
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
提
出
し
た
学
位
請

求
論
文
『
政
治
学
と
国
家
』
の
執
筆
の
動
機
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

特別記事

政
治
学
の
方
法
論
に
関
す
る
第
二
次
大
戦
後
の
論
議
は
、
伝
統
的
な

政
治
学
を
批
判
し
そ
れ
を
科
学
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
行
動

論
の
立
場
に
組
す
る
人
々
と
．
伝
統
を
擁
護
し
行
動
論
を
批
判
す
る

立
場
に
組
す
る
人
々
と
の
間
の
確
執
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

こ
の
両
者
の
間
に
は
、
た
ん
な
る
論
争
以
上
の
、
感
情
的
対
立
を
孕

ん
だ
争
い
の
状
況
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
冷
静
な
対
話
と
論
理
的
な

理
詰
の
説
得
が
充
分
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
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（
り
ω
ω
）
．

と
し
、
政
治
学
の
過
去
数
十
年
の
学
説
の
推
移
を
検
討
し
な
が
ら
、
同
君

自
身
が
構
想
し
よ
う
と
す
る
「
政
治
学
」
の
体
系
を
論
理
的
に
支
え
る
基

礎
的
な
方
法
論
を
、
本
論
文
で
、
明
確
な
形
で
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
科
学
と
哲
学
、
科
学
的
客
観
性
と
価
値
判
断
、

目
的
と
手
段
、
理
学
と
工
学
、
政
治
概
念
と
国
家
概
念
に
つ
い
て
、
概
念

上
の
明
晰
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
学
と
は
な
に
か
、
政
治

学
と
関
連
す
る
国
家
と
は
な
に
か
、
学
問
論
と
し
て
の
政
治
学
の
旧
く
て

新
し
い
根
元
的
な
問
題
が
こ
こ
で
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
論

文
の
挑
戦
的
な
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

　
號
文
の
内
容
と
要
旨

　
本
論
文
は
全
六
章
二
十
一
節
、
約
三
十
万
字
に
及
ぶ
内
容
か
ら
な
っ
て

い
る
。

　
第
一
章
政
治
学
の
問
題
状
況

　
方
法
論
的
に
み
て
政
治
学
は
い
ま
大
き
な
問
題
を
孕
ん
だ
状
況
に
あ
る
、

と
す
る
認
識
の
も
と
に
、
政
治
学
の
問
題
状
況
の
整
理
の
仕
方
に
つ
い
て
、

執
筆
者
独
自
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
執
筆
者
が
有
効
だ
と

考
え
る
問
題
整
理
の
枠
組
み
は
、
知
識
の
入
手
に
関
す
る
「
知
識
の
発
見

の
文
脈
」
と
「
知
識
の
妥
当
化
の
文
脈
」
の
二
分
法
に
し
た
が
っ
て
問
題

を
分
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
属
す
る
相
互
に
異
な
っ
た
性
質
を
明
確

に
区
別
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
発
見
の
文
脈
は
取
り
上
げ
る
研
究
対
象

の
選
別
の
経
緯
に
か
か
わ
り
、
妥
当
化
の
文
脈
は
特
定
の
仮
説
や
理
論
の

受
容
や
拒
否
に
か
か
わ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
混
同
が
政
治
学
の
領
域
に

お
け
る
不
毛
の
論
争
の
原
因
の
一
端
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
に
繋

が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
．
政
治
学
は
一
面
に
お
い
て
（
発
見
の
文
脈
）
の

哲
学
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
（
妥

当
化
の
文
脈
）
の
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
｝
β
）
こ
と
に
な
り
、
さ

ら
に
、
両
者
は
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
章
　
政
治
学
再
構
成
の
い
く
つ
か
の
試
み

　
政
治
学
は
価
値
を
論
じ
続
け
し
か
も
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

同
時
に
、
両
者
が
相
互
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

れ
ば
、
具
体
的
に
は
、
研
究
対
象
の
選
定
は
社
会
的
に
妥
当
な
も
の
と
の

評
価
を
受
け
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
同
時
に
、
研
究
活

動
そ
れ
自
体
も
実
際
問
題
の
解
決
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
政
治
学
の
再
構
成
の
試
み
は
、
執
筆
者
に
よ
る
と
、

対
象
選
定
の
社
会
的
妥
当
性
と
問
題
解
決
の
社
会
的
有
効
性
に
関
す
る
諸

問
題
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
．

　
第
三
章
　
科
学
と
問
題
解
決

　
政
治
学
に
お
け
る
研
究
活
動
が
『
科
学
』
的
で
あ
る
と
同
時
に
『
問
題

解
決
』
に
役
立
つ
こ
と
の
条
件
の
解
明
が
こ
の
章
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
科
学
の
条
件
（
第
嚇
節
）
、
問
題
解
決
の
条
件
（
第
二
節
）
、

科
学
的
な
問
題
解
決
の
条
件
（
第
三
節
）
の
三
つ
の
節
で
、
執
筆
老
独
特
の
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「
科
学
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
科
学
的
知
識
が
入
手
さ
れ
る
一
連
の

知
的
過
程
は
、
前
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
「
発
見
の
文
脈
』
と
「
妥
当

化
の
文
脈
」
に
分
け
ら
れ
、
科
学
が
関
わ
る
の
は
後
者
だ
け
で
あ
っ
て
前

者
の
文
脈
に
お
け
る
知
的
活
動
は
科
学
的
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
は
関
係

が
無
い
と
い
う
。
こ
の
点
が
、
科
学
的
で
あ
る
こ
と
と
問
題
解
決
に
役
立

つ
こ
と
と
の
、
通
説
で
は
両
立
不
可
能
と
さ
れ
て
い
た
要
請
を
共
に
両
立

さ
せ
う
る
鍵
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
執
筆
者
は
、
さ
ら
に
、
学
間
研
究

の
も
っ
と
も
基
本
的
な
区
分
を
「
問
題
解
決
の
意
図
の
有
無
』
に
立
脚
す

る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
図
が
あ
る
も
の
は
「
工

学
」
、
な
い
も
の
は
「
理
学
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
両
者
は
「
発
見
の
文
脈
」

に
お
け
る
意
図
の
あ
る
な
し
の
違
い
の
区
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
「
工
学
」

が
科
学
の
条
件
を
満
た
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
現
在
政
治
学
上
の
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
諸
点
を

相
互
に
矛
盾
無
く
組
織
だ
っ
た
形
で
解
決
で
き
る
唯
一
の
研
究
形
態
は
、

執
筆
者
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
「
工
学
」
に
お
い
て
ほ
か

に
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
四
章
政
治
学
に
対
す
る
社
会
的
要
請

　
政
治
学
は
一
つ
の
工
学
で
あ
る
と
す
る
執
筆
者
の
考
え
方
を
、
従
来
の

社
会
通
念
お
よ
び
政
治
学
の
学
説
史
の
流
れ
に
沿
っ
て
再
検
討
し
よ
う
と

し
、
政
治
学
に
関
す
る
社
会
通
念
（
第
一
節
）
、
政
治
学
の
変
遷
（
第
二
節
）
、

政
治
学
に
対
す
る
社
会
的
要
請
（
第
三
節
V
の
三
節
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
考

え
方
の
理
論
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
一
般
の

人
々
が
「
政
治
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
の
核
と
な
る
も
の
は
国
家
で

あ
る
こ
と
、
目
常
の
政
治
論
議
は
間
題
解
決
志
向
（
工
学
）
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
政
治
学
の
こ
れ
ま
で
の
展
開
過
程
か
ら
み
て
、

政
治
学
と
呼
ば
れ
る
学
問
領
域
が
分
担
し
て
き
た
研
究
対
象
の
範
囲
は

「
国
家
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の
」
（
P
一
誘
）
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
．
政
治
学
に
社
会
が
期
待
し
て
い
る
も
の
は
国
家
を
め
ぐ
っ
て
発
生

す
る
不
都
合
（
ぎ
8
ぎ
三
。
琴
＄
）
や
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
、
で
あ
る
と

結
論
づ
け
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
価
値
中
立
的
な
客
観
的
な
「
科

学
」
方
法
論
に
の
み
固
執
し
続
づ
け
た
行
動
論
的
政
治
学
は
、
伝
統
的
な

政
治
哲
学
お
よ
び
政
治
制
度
論
の
政
治
学
の
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
は
極
め

て
例
外
に
属
す
る
、
と
い
う
認
識
が
執
筆
者
の
立
論
の
前
提
と
な
っ
て
い

る
。

　
第
五
章
　
国
家
と
は
な
に
か

　
政
治
学
を
「
国
家
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
不
都
合
を
そ
の
分
担
と
す
る

一
つ
の
工
学
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
と
、
次
ぎ
に
、
必
然
的
に
「
国
家
と

は
な
に
か
」
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
国
家
概
念
の
規
定
は
ま
た
政
治
学

上
の
基
本
的
な
ポ
レ
ミ
ー
ク
の
一
つ
で
も
あ
る
．
国
家
の
概
念
、
国
家
の

本
質
、
国
家
の
機
能
、
国
家
と
法
、
そ
れ
と
関
連
す
る
政
治
の
諸
概
念
を

明
確
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
政
治
学
上
の
概
念
論
争
の

深
海
に
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
執
筆
者
の
と
る
戦

略
は
、
一
つ
の
「
社
会
的
装
置
」
と
し
て
の
国
家
を
措
定
し
、
「
特
定
の
目

的
の
実
現
の
た
め
に
、
特
定
の
仕
事
を
実
行
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
も
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0
」
と
し
て
の
「
装
置
」
は
、
そ
の
目
的
、
そ
の
仕
事
を
明
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
装
置
自
体
の
本
質
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
論

法
で
、
装
置
と
し
て
の
国
家
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
「
装
置
」
の

目
的
と
仕
事
は
、
執
筆
者
に
よ
る
と
、
結
局
、
『
ル
ー
ル
の
設
定
と
維
持
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
つ
ま
り
、
「
一
定
範
囲
の
人
々
の
行
動

が
一
定
の
枠
の
な
か
で
行
わ
れ
る
状
態
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
を
そ
れ
に
特

有
の
目
的
と
す
る
社
会
的
な
装
置
」
（
℃
』
8
）
が
国
家
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
同
時
に
、
国
家
と
呼
ば
れ
る
社
会
的
な
存
在
の
全
体
で
は
な
く
、
そ

の
装
置
と
し
て
の
側
面
の
み
を
定
義
の
対
象
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
工
学
と
し
て
の
政
治
学
は
、
国
家
と
い
う
装
置
の
使
い

手
（
有
権
者
）
と
装
置
の
仕
事
の
対
象
（
国
民
）
の
関
係
を
中
心
と
し
て

現
れ
る
多
種
多
様
な
間
題
の
解
決
を
意
図
す
る
学
問
研
究
で
あ
る
、
と
い

う
結
論
に
な
る
。

　
第
六
章
伝
統
的
な
政
治
学
と
行
動
論

　
執
筆
者
は
、
そ
の
独
自
の
政
治
学
の
構
想
が
主
と
し
て
行
動
論
的
政
治

学
へ
の
批
判
か
ら
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
再
論
し
、
そ
の
構
想
の
も
っ
と
も

重
要
な
契
機
と
な
っ
た
理
学
と
工
学
の
関
係
に
つ
い
て
も
再
論
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
政
治
学
を
工
学
と
し
て
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
を
首
尾

一
貫
し
て
追
及
し
て
き
た
執
筆
者
は
、
こ
こ
で
も
、
政
治
学
の
学
問
と
し

て
の
一
体
性
、
統
合
性
、
問
題
解
決
の
た
め
の
研
究
活
動
と
そ
こ
で
得
ら

れ
る
知
識
の
客
観
性
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ま
や
確
固
た
る
答
を
提

示
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
自
負
し
て
い
る
。

　
特
記
す
べ
き
諸
点
と
今
後
の
研
究
課
題

　
根
岸
毅
君
の
構
想
す
る
政
治
学
は
「
国
家
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
問
題

（
不
都
合
）
を
そ
の
分
担
の
範
囲
と
す
る
一
個
の
問
題
解
決
の
学
問
（
工

学
）
」
（
マ
旨
一
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
国
家
は
二
定
範
囲
の
人

々
の
行
動
が
一
定
の
枠
の
な
か
で
行
わ
れ
る
状
態
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
を

そ
れ
に
特
有
の
目
的
と
す
る
社
会
的
装
置
」
（
b
』
8
）
で
あ
り
、
そ
の
文

脈
で
の
『
問
題
」
と
は
「
人
が
欲
求
を
満
足
な
形
で
充
足
さ
せ
な
が
ら
生

き
よ
う
と
す
る
場
面
（
文
脈
）
に
生
ず
る
特
定
の
事
情
」
（
質
§
の
こ
と

で
あ
り
、
欲
求
充
足
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
場
合
に
そ
れ
が
持
つ
性
質

（
否
定
的
な
価
値
）
が
「
不
都
合
（
ぎ
。
琴
豊
聲
8
。
）
」
と
い
う
概
念
の
内

容
と
な
る
。
そ
し
て
、
間
題
解
決
（
不
都
合
や
障
害
の
除
去
や
克
服
）
の

意
図
を
も
つ
学
問
研
究
と
し
て
の
「
工
学
」
は
、
問
題
解
決
の
作
業
の
㈹

目
標
の
提
示
と
、
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
⑧
手
立
て
の
解
明
の
、
二
つ

の
局
面
を
も
つ
こ
と
に
な
る
．
第
一
の
局
面
は
哲
学
の
領
域
に
関
連
し
、

第
二
の
局
面
は
ふ
つ
う
い
う
と
こ
ろ
の
工
学
（
例
え
れ
ば
機
械
工
学
、
造

船
学
）
に
加
え
て
、
医
学
、
獣
医
学
な
ど
他
の
問
題
解
決
を
志
向
す
る
多

様
な
学
問
研
究
を
含
む
。
そ
し
て
、
構
想
の
提
示
に
際
し
推
論
の
徹
底
し

た
厳
密
性
を
追
及
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
学
体
系
の
既
存
理
論
の
レ
ヴ
ュ
ー
と
し
て
、
一

九
六
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
政
治
学
界
で
展
開
さ
れ
た
行
動
論
的
政
治
学
の
徹

底
し
た
科
学
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
伝
統
的
政
治
学
の
立
場
か
ら
す

る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
別
の
緩
や
か
な
科
学
観
の
立
場
か
ら
す
る
に
せ
よ
、

さ
ほ
ど
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
．
し
か
も
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
焉
」

へ
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の
時
代
的
地
平
を
迎
え
た
ア
メ
リ
カ
独
自
の
．
当
時
の
社
会
状
況
に
出
現

し
た
一
つ
の
ロ
ー
カ
ル
な
政
治
理
論
運
動
を
反
面
教
師
と
し
て
、
本
論
文

の
基
本
的
構
想
は
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
時
期
の
、

そ
し
て
、
そ
の
後
の
西
欧
の
政
治
学
界
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
段
、
本

論
文
に
お
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
本
論
文

は
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
研
究
の
潮
流
の
な
か
で
の
、
新
し
い

革
新
的
な
一
つ
の
政
治
理
論
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
も
の
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
．
同
じ
よ
う
に
、
伝
統
的
政
治
学
の
復
権
に
強
い
関
心
を
示

す
本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
政
治
哲
学
が
、
現
在
の
執
筆
者
の
意

図
に
反
し
、
工
学
的
に
ま
っ
た
く
無
能
で
あ
り
専
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
論
議
に
終
始
し
て
き
た
過
去
の
事
実
に
触
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
。

　
さ
ら
に
特
記
す
べ
ぎ
重
要
な
点
は
、
工
学
と
し
て
の
政
治
学
の
研
究
対

象
の
選
別
に
関
す
る
優
先
順
位
の
決
定
、
お
よ
び
、
問
題
解
決
作
業
の
際

の
目
標
提
示
の
決
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
執
筆
者
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

「
研
究
が
取
り
上
げ
る
べ
き
問
題
の
優
先
順
位
は
公
開
の
場
で
検
討
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
．
そ
の
種
の
論
議
を
公
開
の
場
で
行
う
環
境
が
社
会
的
に

確
保
さ
れ
、
そ
の
種
の
議
論
は
つ
ね
に
意
識
的
に
行
う
べ
き
だ
と
い
う
社

会
的
な
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
研
究
老
間
で
取
り
上
げ
る
べ
き
問

題
の
優
先
順
位
に
関
し
て
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
工
学
成

立
の
支
障
と
は
な
ら
な
い
」
（
㍗
逞
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
問
題
解
決

に
お
け
る
目
標
の
吟
味
に
つ
い
て
も
、
学
問
的
な
価
値
論
の
存
在
理
由
は

価
値
の
対
立
の
局
限
と
そ
れ
で
も
収
拾
で
ぎ
な
い
対
立
の
構
造
の
明
確
化

に
あ
る
と
し
、
公
開
の
場
で
の
対
立
構
造
の
明
確
化
に
よ
っ
て
．
結
果
と

し
て
、
価
値
判
断
に
関
す
る
対
立
に
橋
を
架
け
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と

思
わ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
質
§
．
こ
の
点
で
は
、
執
筆
者
の
発
想
は
、

ま
こ
と
に
楽
観
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
価
値
対
立
の
局

限
状
況
こ
そ
、
政
治
学
研
究
の
伝
統
的
な
究
極
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
権
力
の
磁
場
が
阿
修
羅
の
世
界
を
構
成
し
、

政
治
的
決
断
と
権
力
関
係
の
百
鬼
夜
行
す
る
現
象
界
が
出
現
す
る
筈
で
あ

る
．
公
開
の
場
で
自
ず
か
ら
す
ぺ
て
が
自
然
に
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
．

　
次
ぎ
に
、
国
家
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
問
題
（
不
都
合
）
を
そ
の
分
担

の
範
囲
と
す
る
一
個
の
問
題
解
決
の
学
問
と
し
て
の
政
治
学
は
、
同
じ
分

担
籠
囲
の
同
種
の
問
題
解
決
を
意
図
す
る
経
済
学
、
と
り
わ
け
、
公
共
政

策
、
公
共
選
択
の
最
近
の
諸
理
論
と
、
一
体
、
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
も
、
是
非
と
も
取
り
上
げ
ら
れ

る
必
要
が
あ
る
。

　
最
後
に
、
い
わ
ゆ
る
生
活
世
界
”
意
味
解
釈
の
側
か
ら
の
工
学
的
思
考

に
対
す
る
反
動
、
あ
る
い
は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
思
惟
世
界
か
ら

の
発
見
の
文
脈
に
お
け
る
価
値
論
へ
の
反
発
も
、
社
会
的
通
念
と
い
う
用

語
を
多
用
す
る
本
論
文
は
、
今
後
の
研
究
過
程
で
、
安
易
に
黙
殺
し
さ
る

こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
総
合
評
価

　
根
岸
毅
君
が
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
『
政
治
と
国
家
』
は
、
以
上
に

述
べ
た
若
干
の
諸
点
の
再
考
察
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
審
査
を
担
当
し
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た
三
名
の
審
査
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
攻
領
域
．
政
治
思
想
史
、
政
治
理
論

社
会
理
論
の
観
点
か
ら
判
断
し
、
論
文
構
成
に
お
け
る
統
合
性
、
既
存
研

究
検
討
に
お
け
る
論
理
的
厳
密
性
、
理
論
の
体
系
化
に
お
け
る
推
論
の
緻

密
性
、
お
よ
び
、
政
治
学
に
対
す
る
新
た
な
る
ポ
レ
ミ
ー
ク
を
生
み
出
す

で
あ
ろ
う
諸
点
に
お
い
て
、
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授

与
す
る
に
相
応
し
い
業
績
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
。

　
一
九
八
九
年
二
月
三
日

　
　
主
計
　
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
社
会
学
博
士
　
十
時
　
嚴
周

　
　
副
査
　
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
法
学
博
士
　
　
奈
良
　
和
重

　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
　
　
　
　
　
　
堀
江
　
　
湛
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