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特別記事

小
山
三
郎
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
文
学
は
政
治
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
く
に
、
二
〇
世
紀
の
現
代

中
国
文
学
が
革
命
の
な
か
で
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ

と
は
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。
政
治
は
自
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
文

学
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
文
学
は
、
自
ら
の
自
立
性
を
追
求
し
つ
つ
、

政
治
の
投
げ
か
け
る
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
政
治

と
文
学
は
、
利
用
と
自
立
性
を
め
ぐ
っ
て
、
常
に
緊
張
関
係
を
内
包
し
て

い
る
と
い
え
る
。

　
小
山
君
は
、
学
部
と
博
士
課
程
を
法
学
部
政
治
学
科
で
修
め
、
修
士
課

程
を
文
学
部
中
国
文
学
科
で
過
し
た
。
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
考

え
る
真
実
を
誠
実
に
追
求
し
て
、
政
治
と
文
学
と
の
境
界
領
域
を
開
拓
し

た
労
作
で
あ
る
。

　
小
山
君
は
、
こ
の
研
究
を
始
め
る
動
機
と
な
っ
た
疑
問
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
吐
露
し
て
い
る
．
「
そ
れ
は
中
国
共
産
党
、
と
り
わ
け
毛
沢
東
が
魯
迅

を
高
く
評
価
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
延
安
文
芸
講
話
以
降
魯
迅
の
弟
子

た
ち
は
文
芸
整
風
運
動
に
巻
き
込
ま
れ
粛
清
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
」
。
魯
迅
の
作
品
を
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
は
中
国
共

産
党
に
同
情
を
寄
せ
つ
つ
、
中
国
国
民
党
に
対
し
て
は
厳
し
い
批
判
的
態

度
を
と
り
続
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
中
共
の
要
求
す
る
文
芸

政
策
と
は
異
な
っ
た
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
．
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
内
外
の
現
代
中
国
文
学
研
究
の
主
流
は
、

中
共
の
文
芸
政
策
と
魯
迅
と
の
異
質
性
に
切
り
込
む
こ
と
な
く
、
毛
沢
東

の
魯
迅
評
価
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
本
論
文
に
お
い
て
小
山
君
は
、
か
か

る
潮
流
に
対
し
て
果
敢
に
挑
戦
を
試
み
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
、

同
君
の
提
起
し
た
疑
問
を
解
き
あ
か
す
こ
と
が
現
代
中
国
の
政
治
と
文
学

の
理
解
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
．

小
山
君
の
論
文
の
構
成
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章
序
論
－
現
代
中
国
に
お
け
る
政
治
と
文
学
－

第
二
章
中
国
共
産
党
の
文
芸
政
策
と
左
翼
作
家
－
一
九
三
〇
年
代
の

　
　
　
　
上
海
の
左
翼
文
壇
ー

第
三
章
毛
沢
東
の
「
文
芸
講
話
」
と
左
翼
作
家
に
関
す
る
考
察

第
四
章
　
一
九
五
五
年
の
胡
風
事
件

第
五
章
　
一
九
五
七
年
の
反
右
派
闘
争
で
批
判
さ
れ
た
作
家
に
関
す
る

　
　
　
　
考
察

第
六
章
大
躍
進
政
策
期
の
文
芸
理
論
と
文
芸
政
策

第
七
章
　
呉
喀
と
「
海
瑞
の
免
官
」
に
関
す
る
考
察

第
八
章
結
論
－
作
家
の
名
誉
回
復
か
ら
見
た
政
治
と
文
学

　
先
に
提
起
し
た
問
題
に
対
す
る
小
山
君
の
分
析
視
角
は
き
わ
め
て
明
確

で
あ
る
．
第
一
章
は
主
と
し
て
こ
の
問
題
に
あ
て
ら
れ
る
。
小
山
君
は
、

現
代
中
国
文
学
の
な
か
に
二
つ
の
主
要
な
潮
流
を
設
定
す
る
。
一
つ
は
、

「
人
民
文
学
」
と
呼
ば
れ
、
毛
沢
東
が
要
約
・
提
唱
し
、
そ
の
後
、
周
揚
ら
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の
「
党
文
芸
工
作
者
」
に
よ
っ
て
ひ
ぎ
継
が
れ
た
潮
流
で
あ
る
．
そ
れ
は
、

基
本
的
に
は
、
文
学
を
党
の
政
策
や
路
線
の
実
行
の
た
め
の
政
治
的
手
段

と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
文
学
の
自
立

性
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
政
治
へ
の
奉
仕
が
強
調
さ
れ
る
。
い
ま
一
つ
の
潮

流
は
、
魯
迅
を
中
心
と
し
た
「
左
翼
作
家
」
の
立
場
で
あ
る
．
彼
ら
の
拠

り
ど
こ
ろ
は
、
政
治
に
対
す
る
作
家
の
主
体
性
と
そ
れ
に
不
可
分
に
結
び

つ
い
た
創
作
の
自
由
の
主
張
に
あ
っ
た
。

　
小
山
君
は
さ
ら
に
、
魯
迅
の
小
説
観
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ

の
潮
流
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
魯
迅
は
、
中
国
小
説
史
の

伝
統
の
な
か
に
、
「
一
定
の
政
治
目
的
が
文
学
の
自
律
性
を
浸
食
」
す
る

「
道
徳
的
要
素
、
宗
教
的
要
素
そ
れ
に
調
諭
教
化
を
目
的
に
す
る
政
治
的

要
素
』
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
毛
沢
東
や
党
文
芸

工
作
者
の
立
場
は
、
中
国
文
学
の
伝
統
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
対
し
．
作
家
の
主
体
性
と
創
作
の
自
由
を
求
め
る
魯
迅
ら

の
立
場
は
、
中
国
文
学
の
伝
統
的
要
素
を
排
し
、
五
四
文
化
運
動
以
来
の

新
し
い
文
学
潮
流
に
つ
ら
な
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
中
国
に
お
け

る
文
学
論
争
を
見
る
限
り
、
こ
の
二
分
法
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

　
こ
の
論
法
に
よ
っ
て
、
魯
迅
と
毛
沢
東
は
切
り
離
さ
れ
る
。
か
か
る
二

つ
の
立
場
の
対
立
は
、
単
に
文
学
上
の
論
争
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
文

壇
に
お
け
る
主
導
権
争
い
に
発
展
し
た
、
と
い
う
の
が
小
山
君
の
見
解
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
政
治
と
文
学
は
、
文
学
論
争
と
政
治
権
力
闘
争
の

二
つ
の
相
互
に
関
連
し
た
領
域
に
お
い
て
、
緊
張
を
は
ら
ん
で
い
た
。
こ

の
二
分
法
の
な
か
に
、
文
学
の
政
治
に
対
す
る
自
律
性
を
重
視
す
る
小
山

君
の
立
場
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
章
は
、
か
か
る
観
点
か
ら
、

本
論
文
の
扱
う
叫
九
三
〇
年
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
文
学
潮
流
を

概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
で
と
り
あ
げ
る
二
つ
の
文
学
潮
流
の
対
立
が
基
本
的
に
は
一
九

三
〇
年
代
に
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
小
山
君
の
出
発
点
で
あ
る
。
第

二
章
は
、
一
九
二
八
年
の
革
命
文
学
論
争
、
一
九
三
〇
年
の
左
翼
作
家
連

盟
（
左
連
）
の
結
成
、
一
九
三
六
年
の
国
防
文
学
論
争
の
三
つ
の
事
件
を

通
し
て
、
こ
の
対
立
の
形
成
を
論
じ
る
。

　
一
九
二
八
年
に
成
彷
吾
、
李
初
梨
ら
の
創
造
社
、
太
陽
社
に
拠
る
文
学

者
が
、
革
命
文
学
を
提
唱
し
た
。
彼
ら
の
主
張
は
、
「
文
学
は
無
産
階
級

に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
階
級
意
識
を
喚
起
す
る
一
つ
の
道
具
』
」
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
魯
迅
ら
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文

学
」
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
も
あ
っ
た
．
こ
れ
に
対
し
て
魯
迅
は
、
早
く

か
ら
『
立
派
な
文
芸
作
品
は
、
…
…
他
人
に
命
令
さ
れ
た
り
、
利
害
を
顧

み
た
り
せ
ず
、
あ
る
が
ま
ま
に
心
の
中
か
ら
流
れ
出
た
も
の
で
あ
る
』
と

い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
魯
迅
は
、
政
治
と
文
学
と
の
関
係
を
否
定
し

な
い
が
、
文
学
を
政
治
の
手
段
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の

心
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
文
学
に
内
在
し
た
価
値
、
換
言
す
れ
ば
文
学
の

主
体
性
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
、
左
翼
作
家
内
部
で
の

対
立
の
激
化
を
憂
慮
し
た
李
立
三
指
導
下
の
中
共
の
仲
介
に
よ
り
、
革
命

文
学
論
争
は
終
焉
し
、
左
翼
作
家
が
大
同
団
結
し
て
、
左
連
の
結
成
に
い

た
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
者
を
大
同
団
結
さ
せ
た
は
ず
の
左
連
に
お
い
て
も
、
魯
迅
ら
と
党
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文
芸
工
作
者
と
の
対
立
は
続
い
た
。
つ
ま
り
、
党
文
芸
工
作
者
た
ち
が
左

連
を
党
の
文
芸
政
策
を
実
行
す
る
た
め
の
手
段
と
考
え
た
の
に
対
し
、
魯

迅
ら
は
文
学
そ
の
も
の
の
自
律
性
を
認
め
、
文
学
創
作
を
通
し
て
革
命
へ

主
体
的
に
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
か
ら
抵
抗
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
対
立
は
、
さ
ら
に
一
九
三
六
年
に
左
連
が
解
散
さ
れ
た
後
に
も
、

国
防
文
学
論
争
と
し
て
ひ
き
継
が
れ
た
。
つ
ま
り
、
中
共
の
抗
日
民
族
統

一
戦
線
へ
の
転
換
に
対
応
し
て
、
周
揚
ら
の
党
文
芸
工
作
者
は
、
左
連
を

解
散
し
、
国
防
文
学
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱
え
、
文
芸
創
作
の
内
容
を
す
べ

て
の
生
活
現
象
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
政
策
路
線
に
沿
っ
た
も
の
に
す

べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
胡
風
は
、
魯
迅
と
と
も
に
、
民

族
革
命
戦
争
の
大
衆
文
学
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱
え
、
党
の
政
策
の
千
渉
を

排
し
．
現
実
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
描
く
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
ら

は
、
中
共
の
抗
日
民
族
統
一
戦
線
政
策
を
支
持
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
創
作
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
干
渉
を
排
し
た
文
学
の
内
在
的
価
値

を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
章
で
小
山
君
は
、
以
上
の
視
点

に
立
っ
て
文
学
論
争
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
左
翼
文
学
者
陣
営
内
の
対
立
に
対
し
て
一
定
の
結
論
を
下

し
、
中
共
の
文
芸
政
策
を
確
立
し
た
の
が
、
一
九
四
二
年
に
毛
沢
東
が
延

安
で
行
っ
た
文
芸
講
話
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
が
第
三
章

の
主
題
で
あ
る
。
本
章
で
注
目
す
べ
き
は
、
毛
沢
東
の
文
芸
理
論
が
延
安

で
突
如
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
な
く
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年

代
前
半
の
江
西
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
時
期
か
ら
醸
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、

と
く
に
こ
の
時
期
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本

論
文
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

　
江
西
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
時
期
の
文
芸
政
策
の
基
本
は
、
毛
沢
東
に
よ
っ
て
一

九
二
九
年
の
古
田
会
議
で
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
農
村
革
命
根
拠
地
に

お
け
る
ゲ
リ
ラ
闘
争
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
文

芸
を
、
農
民
を
革
命
に
動
員
す
る
た
め
に
党
の
政
策
を
宣
伝
す
る
手
段
と

し
て
と
ら
え
、
党
の
文
芸
工
作
者
に
は
農
民
大
衆
の
中
に
入
り
、
一
体
化

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
．
こ
こ
で
は
文
芸
が
政
治
の
手
段
と
化
し
て
お

り
、
こ
の
文
芸
観
は
革
命
文
学
論
争
か
ら
国
防
文
学
論
争
に
至
る
過
程
で

示
さ
れ
た
党
文
芸
工
作
老
の
立
場
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
は
文
学
の
主
体
性
と
創
作
の
自
由
を
主
張
す
る
魯
迅
ら

の
立
場
と
相
容
れ
な
か
っ
た
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
毛
沢
東
は
、
魯
迅

の
こ
の
よ
う
な
立
場
を
無
視
し
て
、
国
防
文
学
論
争
を
「
革
命
陣
営
内
部

の
論
争
」
と
し
て
と
ら
え
、
魯
迅
を
「
中
国
無
産
階
級
文
学
の
旗
手
」
に

祭
り
上
げ
た
、
と
い
う
の
が
小
山
君
の
主
張
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
は
魯
迅
さ
え
も
党
の
文
芸
政
策
の
ま
え
に
手
段
化
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
潮
流
の
延
長
線
上
で
毛
沢
東
は
一
九
四
二
年
「
文
芸
講

話
」
を
発
表
し
た
．
小
山
君
は
、
講
話
の
内
容
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
意
図
に
つ
い
て
「
毛
沢
東
は
作
家
の
立
場
、
態
度
、
対
象
、
方
法
、

文
学
批
評
の
基
準
に
関
し
て
の
彼
の
見
解
を
述
べ
、
左
翼
作
家
の
文
学
論

と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
彼
ら
の
抵
抗
の
精
神
を
直
接
的
に
封
じ
込
め
よ
う

と
し
た
」
、
と
断
定
す
る
。
当
時
延
安
に
は
全
国
か
ら
や
っ
て
き
た
非
共

産
党
系
の
「
左
翼
作
家
」
が
多
数
い
た
。
彼
ら
の
あ
る
者
は
、
創
作
の
自
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由
に
基
づ
い
て
延
安
の
現
実
を
描
き
、
共
産
党
の
支
配
そ
の
も
の
に
批
判

的
態
度
を
示
し
て
い
た
。
毛
沢
東
の
文
芸
講
話
は
同
時
に
展
開
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
整
風
運
動
の
理
論
的
支
柱
の
一
つ
と
な
り
、
そ
の
な
か
で
中
共
に

批
判
的
な
「
左
翼
作
家
」
が
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
。
小
山
君
は
そ
の
一
例

と
し
て
王
実
味
の
問
題
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
文
学
を
政

治
に
従
属
さ
せ
る
党
の
文
芸
政
策
は
確
立
し
、
以
後
「
人
民
文
学
」
と
し

て
現
代
中
国
文
学
の
中
で
支
配
的
地
位
を
占
め
る
に
い
た
る
。
文
学
の
主

体
性
を
主
張
し
た
亡
き
魯
迅
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
偶
像
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
魯
迅
と
文
学
観
を
共
有
し
た
文
学
者
た
ち
は
そ
の
後
党
の

文
芸
政
策
に
抵
触
し
、
失
脚
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
四
章

以
下
は
こ
の
問
題
を
扱
う
。

　
第
四
章
は
一
九
五
五
年
の
胡
風
事
件
を
と
り
あ
げ
る
。
魯
迅
の
流
れ
を

く
む
文
芸
評
論
家
胡
風
は
、
同
年
文
芸
意
見
書
を
提
出
し
、
中
共
の
文
芸

政
策
を
批
判
し
た
結
果
、
「
反
党
・
反
革
命
分
子
」
と
し
て
排
除
さ
れ
る

と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
小
山
君
は
、
こ
の
事
件
を
単
に
突
発
的
な
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
文
芸
路
線
の
対
立
の
な
か
で
と
ら
え
、

そ
こ
に
よ
り
深
い
歴
史
的
意
味
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
胡
風
粛
清
の
よ
り
直
接
的
背
景
に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
来
の

文
壇
に
お
け
る
胡
風
グ
ル
ー
プ
と
周
揚
ら
の
党
文
芸
工
作
者
グ
ル
ー
プ
と

の
間
の
主
導
権
争
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
対
立
は
、
権
力
面
に
お

い
て
も
、
文
芸
理
論
の
面
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
一
九

三
〇
年
代
の
左
連
時
代
に
お
け
る
魯
迅
と
党
文
芸
工
作
者
と
の
対
立
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
小
山
君
の
見
解
で
あ
る
。
同

君
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
論
争
と
の
関
連
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
胡
風
の

立
場
を
解
明
し
て
い
る
が
．
特
に
本
章
は
一
九
四
〇
年
代
の
国
民
党
地
区

に
い
た
胡
風
の
文
芸
理
論
と
そ
れ
に
対
す
る
党
文
芸
工
作
者
の
批
判
に
新

た
な
光
を
あ
て
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
対
立
の
焦
点
は
、
党
指

導
下
の
文
芸
政
策
と
文
芸
の
自
立
性
と
の
根
本
的
対
立
で
あ
っ
た
。
こ
こ

に
お
い
て
も
、
小
山
君
の
分
析
視
角
に
は
一
貫
性
が
あ
り
、
明
快
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
論
的
対
立
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
九
五
五
年
に

胡
風
は
「
政
治
的
」
に
葬
ら
れ
た
。
し
か
し
、
叫
九
八
○
年
以
来
中
共
は

三
度
に
わ
た
り
胡
風
の
名
誉
回
復
を
行
っ
た
。
そ
の
過
程
で
作
家
の
主
体

性
と
創
作
の
自
由
を
主
張
す
る
胡
風
の
文
学
観
が
「
学
術
の
範
囲
内
」
で

肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は

文
学
そ
の
も
の
の
内
在
的
発
展
と
い
う
よ
り
も
、
今
目
の
政
治
情
況
に
あ

っ
た
こ
と
を
小
山
君
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
胡
風
は
政
治
的
に
抹
殺
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
文
学
論
は
文
学
の
本
質

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
後
も
く
り
返
し
現
れ
て
き
た
．

一
九
五
六
～
五
七
年
の
「
百
花
斉
放
、
百
家
争
鳴
」
の
自
由
化
の
時
期
に

早
く
も
そ
れ
が
現
れ
た
。
こ
れ
は
第
四
章
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
自
由
化

の
流
れ
の
な
か
で
胡
風
の
文
学
理
論
を
復
活
さ
せ
た
一
人
と
し
て
、
「
現

実
主
義
」
を
唱
え
た
秦
兆
陽
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
官
僚
主
義

的
干
渉
を
排
し
、
「
現
実
に
厳
格
に
忠
実
で
あ
り
、
現
実
を
芸
術
的
に
真

実
に
反
映
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
客
観
的
現
実
と
人
間

の
芸
術
的
感
覚
が
結
び
つ
く
限
り
に
お
い
て
、
文
学
の
主
体
性
が
保
持
さ
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れ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
立
場
は
、
魯
迅
以
来
胡
風
に
ひ
ぎ
継
が
れ
た
立
場

と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
秦
兆
陽
が
「
文
芸
講
話
以
後

解
放
区
で
党
の
文
芸
政
策
を
担
い
、
…
…
胡
風
批
判
で
は
積
極
的
な
役
割

を
担
」
っ
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ま
さ
に
彼
が
一

人
の
文
学
理
論
家
に
も
ど
っ
た
と
き
、
文
学
の
自
立
性
を
主
張
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
こ
と
は
誠
に
皮
肉
な
現
象
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
一
九
五
七
年
に
入
り
政
治
の
潮
流
が
自
由
化
か
ら
反
右
派
闘
争
に
転
ず

る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
由
化
の
局
面
を
担
っ
て
ぎ
た
文
芸
理
論
家

は
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
最
終
的
に
は
「
丁
玲
、
陳
企
霞
反
党
集
団
」
の
排

除
に
い
た
る
．
こ
の
文
芸
面
に
お
け
る
反
右
派
闘
争
を
指
導
し
た
の
が
周

揚
を
中
心
と
す
る
党
文
芸
工
作
者
集
団
で
あ
っ
た
。
闘
争
の
一
翼
を
担
っ

た
郡
茎
麟
は
、
文
芸
界
の
右
派
分
子
批
判
の
基
準
と
し
て
、
「
マ
ル
ク
ス

主
義
文
芸
思
想
」
、
芸
術
的
基
準
に
対
す
る
政
治
的
基
準
の
優
先
．
文
芸

に
対
す
る
党
の
指
導
の
重
要
性
な
ど
の
要
素
を
も
ち
出
し
た
。
こ
れ
ら
の

要
素
は
．
文
芸
作
品
の
内
在
的
批
判
よ
り
も
、
文
芸
の
政
治
へ
の
従
属
を

目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
六
章
は
、
一
九
五
八
年
の
大
躍
進
か
ら
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
い
た

る
時
期
の
文
芸
理
論
と
文
芸
政
策
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
輔
九
五
八
年
に

毛
沢
東
は
、
大
躍
進
政
策
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
し
て
、
「
革
命
的
現
実

主
義
と
革
命
的
浪
漫
主
義
が
結
合
し
た
創
作
方
法
」
を
提
示
し
た
。
そ
こ

で
は
、
「
民
歌
」
、
「
大
衆
詩
運
動
」
が
奨
励
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
共

産
主
義
者
を
英
雄
的
に
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
が
、
中
国
社
会
主
義
の

現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
こ
の
方
針
は
、
文
芸
に
対
す
る
政
治
の
優
先
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
大
躍
進
政
策
の
展
開
過
程
で
矛
盾
が
顕
在
化
す
る
な
か
で
、

毛
の
文
芸
政
策
に
対
す
る
批
判
が
も
ち
上
が
っ
て
き
た
。
最
初
に
何
其
芳

が
「
大
衆
詩
運
動
」
に
異
議
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
一
九
六
〇
年

代
に
入
る
と
、
大
躍
進
政
策
の
修
正
に
つ
れ
て
、
再
び
自
由
化
の
流
れ
が

も
ど
っ
て
き
た
．
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
周
揚
ら
の
党
文
芸
工

作
者
は
、
題
材
間
題
、
典
型
論
、
歴
史
劇
，
文
学
史
の
評
価
な
ど
の
問
題

を
通
し
て
新
た
に
文
芸
路
線
を
提
唱
し
始
め
た
。
そ
れ
は
、
「
大
躍
進
政

策
に
よ
っ
て
破
綻
し
た
中
国
社
会
の
矛
盾
」
を
も
描
き
出
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
共
産
主
義
の
英
雄
を
描
く
こ
と
を
強
調

し
た
大
躍
進
時
期
の
毛
沢
東
の
文
芸
政
策
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
周
揚
は
一
貫
し
て
党
の
文
芸
政
策
を
担
っ
て
き
た
文
芸

界
の
指
導
者
で
あ
り
．
何
其
芳
は
胡
風
批
判
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
．
こ
の
時
期
に
い
た
り
、
そ
れ
ま
で
党
の
文
芸
政
策
を
担
っ
て
き
た

人
々
は
、
当
時
の
現
実
を
描
き
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
の
主
体
性
を
主

張
し
、
そ
れ
故
に
毛
沢
東
の
文
芸
路
線
と
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
周
揚
が
文
化
大
革
命
で
失
脚
す
る
伏
線
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
党
文
芸
工
作
者
の
「
背
反
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毛
沢
東
の

文
芸
路
線
を
担
う
新
し
い
指
導
者
が
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
。
京
劇
改
革
を

指
導
し
た
江
青
、
呉
暗
批
判
に
立
ち
上
が
っ
た
銚
文
元
ら
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
対
立
は
文
革
に
持
ち
込
ま
れ
る
．
し
た
が
っ
て
、
こ
の
構
図
は
、
歴

史
的
に
ひ
き
継
が
れ
て
き
た
文
学
の
主
体
性
を
め
ぐ
る
二
つ
の
路
線
の
対

立
が
不
変
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
小
山
君
の
見
方
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で
あ
る
。

　
第
七
章
は
、
呉
喀
と
彼
の
歴
史
劇
「
海
瑞
の
免
官
」
に
内
包
さ
れ
た
政

治
と
学
術
の
問
題
を
扱
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
文
化
大
革
命
は
、
毛
沢
東

の
意
を
受
け
た
挑
文
元
が
一
九
六
五
年
二
月
に
呉
喰
の
「
海
瑞
の
免

官
」
を
批
判
し
た
こ
と
に
始
っ
た
。
こ
の
劇
は
、
明
代
の
清
官
海
瑞
が
農

民
の
側
に
立
っ
て
皇
帝
の
悪
政
を
諌
め
た
故
事
に
題
材
を
と
っ
た
も
の
で

あ
る
。
挑
文
元
は
、
呉
陰
が
海
瑞
を
彰
徳
懐
に
見
立
て
、
毛
沢
東
の
大
躍

進
政
策
を
批
判
し
た
彰
を
擁
護
し
た
と
し
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
呉
陰
は
．
す
で
に
一
九
五
九
～
六
一
年
の
大
躍
進
政
策
修
正
の
時
期
に
．

海
瑞
に
か
ん
す
る
文
章
を
発
表
し
て
い
た
。
大
躍
進
政
策
の
修
正
は
毛
沢

東
批
判
を
暗
に
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
文
芸
面
に
お

い
て
も
「
作
家
個
人
の
創
造
性
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
題
材
の
選
択
の
自

由
を
保
証
」
す
る
雰
囲
気
が
存
在
し
て
い
た
．
呉
喰
の
文
章
は
こ
の
よ
う

な
状
況
の
な
か
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
．
小
山
君
は
、
呉
喀
の
意
図
に
は
、

単
に
彰
徳
懐
を
擁
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
農
民
の
立
場
に
立
っ
て
生
産
力

を
増
大
さ
せ
、
現
在
の
困
難
を
克
服
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
が
こ
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
根
底
に
は
、
史
実
に
忠

実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
学
の
分
野
に
お
け
る
知
識
人
の
主
体

性
』
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
あ
っ
た
。

　
第
八
章
の
結
論
に
お
い
て
、
小
山
君
は
本
論
文
で
分
析
し
て
き
た
「
政

治
の
流
れ
に
一
貫
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
文
学
の
流
れ
」
を
回
顧
し
、
さ

ら
に
作
家
の
名
誉
回
復
の
問
題
に
言
及
す
る
。
今
目
、
過
去
に
批
判
さ
れ

た
作
家
の
名
誉
回
復
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
胡
風
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
文
学
の
主
体
性
に
か
ん
す
る
内
在
的
欲
求
よ
り

も
．
現
在
の
政
治
的
必
要
性
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
小
山
君
は
断
定

す
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
．
今
後
と
も
文
学
に
対
す
る
政
治
の
干
渉
と
、

文
学
の
主
体
性
を
主
張
す
る
文
学
者
の
抵
抗
は
止
む
こ
と
が
な
い
、
と
い

う
の
が
小
山
君
の
展
望
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
文
学
の
主
体
性
を
基
軌

に
据
え
た
現
代
中
国
の
政
治
と
文
学
に
対
す
る
小
山
君
の
視
角
と
分
析
の

対
象
に
は
一
貫
性
が
あ
り
、
明
快
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
お
い
て

支
配
的
で
あ
っ
た
魯
迅
研
究
は
、
毛
沢
東
と
魯
迅
を
結
び
つ
け
る
観
点
か

ら
な
さ
れ
て
き
た
。
竹
内
好
や
丸
山
昇
氏
の
魯
迅
論
も
こ
の
系
列
に
属
す

る
。
そ
の
意
味
で
、
小
山
君
の
主
張
は
、
毛
沢
東
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、

そ
の
後
支
配
的
と
な
っ
た
魯
迅
評
価
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
．

そ
の
論
理
は
、
魯
迅
評
価
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
代
中
国
文
学
全

体
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
一
つ
の
現
代
中

国
政
治
・
文
学
論
で
あ
る
．

　
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は
、
『
法
学
研
究
』
、
『
ア
ジ
ア
研
究
』
、
『
芸

文
研
究
』
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
部
分
は
一
九

八
七
年
度
現
代
中
国
研
究
叢
書
（
ア
ジ
ア
政
経
学
会
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

学
界
に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

　
以
上
の
評
価
を
踏
ま
え
、
本
論
文
の
一
層
の
発
展
を
願
っ
て
、
つ
ぎ
の

二
点
に
つ
い
て
希
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
第
一
は
、
こ
こ
で
提

示
さ
れ
た
二
つ
の
視
角
を
具
体
的
な
作
品
分
析
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
あ
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る
．
こ
の
こ
と
は
、
小
山
君
が
論
文
作
成
に
あ
た
り
個
々
の
文
学
作
品
を

無
視
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
代
表
的
な

作
品
の
な
か
に
そ
の
視
角
を
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
視
角
は
微

妙
に
、
し
か
も
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
第
一
点

と
関
連
し
て
い
る
。
政
治
に
対
す
る
文
学
の
主
体
性
を
め
ぐ
る
立
場
の
対

立
が
最
終
的
に
は
政
治
的
対
立
に
帰
着
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
二
つ
の

路
線
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
対

立
も
個
々
の
文
学
作
品
の
な
か
で
は
必
ず
し
も
明
確
に
現
れ
な
い
場
合
も

あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
作
家
の
心
理
的
な
揺
れ
も
現
れ
る
で
あ
ろ
う
．

そ
の
対
立
は
、
微
妙
な
相
違
を
伴
い
つ
つ
い
ろ
い
ろ
な
形
を
と
っ
て
現
れ

る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
分
析
を
通
じ
て
二
つ
の
路
線
対
立
の

多
様
な
形
態
を
と
ら
え
、
そ
れ
ら
が
権
力
対
立
を
通
じ
て
二
極
に
収
敏
し

て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
．

　
本
論
文
は
以
上
の
未
解
決
の
問
題
点
を
残
し
つ
つ
も
、
現
代
中
国
の
政

治
と
文
学
と
い
う
境
界
領
域
の
研
究
に
新
し
い
分
野
を
拓
い
た
も
の
と
し

て
、
審
査
員
一
同
博
士
（
法
学
）
（
慶
慮
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
値
す

も
の
と
判
断
す
る
。

　
　
平
成
四
年
九
月
二
一
日

　
主
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
法
学
博
士
　
山
田
　
辰
雄

　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
法
学
博
士
　
小
田
　
英
郎

　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
長
・
名
誉
教
授
　
　
法
学
博
士
　
石
川
　
忠
雄
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