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法学研究67巻3号（’94：3）

　
　
秋
吉
祐
子
君
博
士
学
位
請
求
論
文

　
　
審
査
報
告
書

　
秋
吉
祐
子
君
提
出
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
現
代
中
国
女
性
研
究
」

構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　　第　　第　　第
第第三第第二第第一ル　　　　 よ　 び　　　　 ニむ　 い　　　　 ホ
ー一早一一早＿“』早節節　節節　節節

　　第
第第四
の　　　　　 カー一’早
節節

第
五
章

　
第
一
節

の

序
論

　
問
題
の
所
在

　
中
国
の
女
性
解
放
の
基
本
的
特
徴
と
問
題
点

女
性
の
生
産
活
動

　
女
性
就
業
政
策
の
形
成
過
程

　
女
性
就
業
の
形
態
、
農
村
労
働
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

女
性
の
政
治
参
加

　
政
治
参
加
の
形
態
と
そ
の
特
徴

　
政
治
参
加
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
現
代
化
路
線
に
お
け
る

　
中
華
全
国
婦
女
連
合
会
の
行
動
形
態

婚
姻
・
家
族
関
係
に
お
け
る
女
性
の
地
位

　
新
婚
姻
法
と
人
口
抑
制
政
策
に
お
け
る
女
性
解
放

　
婚
姻
・
家
族
関
係
に
お
け
る
女
性
解
放
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ

　
イ

女
子
教
育

　
女
子
教
育
の
展
開
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特別記事

　
第
二
節
農
村
の
女
子
初
等
教
育

第
六
章
　
結
論

　
第
一
節
経
済
体
制
改
革
期
の
女
性
就
業
・
労
働
問
題

　
第
二
節
現
代
中
国
の
女
性
解
放
の
特
徴
と
問
題
点

　
こ
の
論
文
で
い
う
「
女
性
研
究
」
の
核
心
は
「
女
性
解
放
」
で
あ
り
、

「
女
性
解
放
」
の
核
心
は
「
男
性
と
対
等
な
立
場
を
達
成
」
す
る
こ
と
で

あ
る
。
秋
吉
君
は
女
性
解
放
の
四
つ
の
主
要
問
題
領
域
を
設
定
す
る
。
生

産
活
動
，
政
治
参
加
、
婚
姻
・
家
族
関
係
、
教
育
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
論

文
の
特
徴
は
、
中
国
共
産
党
の
政
策
と
の
関
連
で
こ
れ
ら
四
つ
の
問
題
を

と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
政
治
の
な
か
の
女
性

問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
に
お
け
る
秋
吉
君
の
最
大
の
関
心
は
、
中
国
の
女
性
解
放
の

実
態
分
析
に
あ
る
。
第
一
章
は
、
分
析
の
た
め
の
視
角
と
中
国
の
女
性
問

題
の
特
徴
を
提
示
し
て
い
る
。
著
者
の
視
角
は
、
（
一
）
中
国
共
産
党
に

よ
る
女
性
解
放
の
先
進
的
状
態
と
残
存
す
る
伝
統
的
状
態
と
の
併
存
、

（
二
）
女
性
解
放
に
対
す
る
党
・
政
府
の
上
か
ら
の
指
導
、
（
三
）
政
治
変

動
と
女
性
解
放
と
の
連
動
性
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
の
視
角
そ
れ
自
体
が

中
国
の
女
性
解
放
の
特
徴
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
秋
吉
君
は
、
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
八
一
年
に
い
た
る
．
三
月
八
日
の

国
際
労
働
婦
人
節
の
『
人
民
日
報
』
．
『
中
国
婦
女
』
両
紙
誌
の
社
説
の
分

析
を
通
し
て
、
中
国
の
女
性
解
放
の
特
徴
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
分
析

の
過
程
を
省
略
し
、
四
点
の
特
徴
の
み
を
記
そ
う
。
第
一
は
、
党
・
政
府

の
主
導
に
よ
り
、
比
較
的
短
期
、
か
つ
大
規
模
に
女
性
の
社
会
進
出
が
達

成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
．
女
性
解
放
運
動
は
党
・
政
府
の
政
策

の
一
環
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
，
し
た
が
っ
て
、
第
三
は
、
女
性
政
策

は
全
体
の
党
・
政
府
の
政
策
の
な
か
で
第
二
義
的
に
評
価
さ
れ
る
傾
向
が

強
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、
第
二
の
特
徴
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
当

然
の
結
果
と
し
て
、
女
性
解
放
は
運
動
そ
の
も
の
の
独
自
性
を
欠
き
、
そ

の
こ
と
が
運
動
の
進
展
を
遅
ら
せ
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
以
上
の
視
角
と
特
徴
は
、
秋
吉
君
が
中
国
の
女
性
問
題
の
四
つ
の
領
域

の
分
析
を
行
う
た
め
の
導
入
部
を
な
す
と
と
も
に
、
長
年
に
わ
た
る
中
国

女
性
間
題
研
究
か
ら
得
た
結
論
で
も
あ
っ
た
。

　
第
一
の
問
題
領
域
で
あ
る
女
性
の
生
産
活
動
が
第
二
章
で
と
り
あ
げ
ら

れ
る
。
女
性
解
放
・
男
女
平
等
を
考
え
る
場
合
、
女
性
の
社
会
的
生
産
活

動
へ
の
参
加
が
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
著
者
の
言
を

待
た
な
い
。
本
章
で
は
、
女
性
就
業
政
策
と
、
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ

る
家
事
労
働
に
対
す
る
評
価
が
分
析
の
対
象
と
な
る
．

　
秋
吉
君
は
、
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
か
ら
一
九
六
〇

年
代
前
半
ま
で
の
女
性
就
業
政
策
の
実
体
を
，
農
村
と
都
市
に
分
け
て
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
急
速
な
経
済
発
展
を
追
求

し
た
政
権
の
復
興
期
と
大
躍
進
期
に
あ
っ
て
女
性
の
就
業
率
が
大
き
く
増

大
し
た
の
に
対
し
、
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
期
と
調
整
期
に
お
い
て
は
増
加

率
が
そ
れ
程
大
ぎ
く
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
．
著
者
は
、
女
性
就

業
率
の
急
速
な
増
大
の
背
後
で
は
、
経
済
的
要
請
に
加
え
て
、
社
会
主
義
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社
会
に
お
け
る
女
性
の
解
放
と
い
う
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
要
素
が
働
い
て
い

た
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
．

　
女
性
が
生
産
に
参
加
す
る
と
き
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
間
題
の
一

つ
に
、
家
事
労
働
を
い
か
に
男
性
と
分
担
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

秋
吉
君
は
、
急
速
な
経
済
成
長
を
求
め
た
大
躍
進
時
期
に
お
い
て
、
家
事

労
働
の
「
サ
ー
ピ
ス
業
化
」
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
家
事
か

ら
の
解
放
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

比
較
的
ゆ
る
や
か
な
経
済
建
設
と
動
員
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
家
事
労
働

が
高
い
評
価
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
秋
吉
君
は
、
以
上
の
分
析
を
通
し
て
、
中
国
に
お
い
て
女
性
の
生
産
活

動
へ
の
参
加
が
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
党
・
政

府
の
政
策
に
対
す
る
従
属
変
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま

り
．
そ
れ
は
基
本
的
に
は
女
性
の
自
発
的
参
加
に
基
づ
く
女
性
解
放
運
動

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
章
の
分
析
結
果
は
、
そ
の
対
象

と
な
っ
た
時
期
と
の
関
連
で
必
ず
し
も
こ
の
間
題
に
か
ん
す
る
現
状
を
説

明
す
る
も
の
で
は
な
い
．
し
か
し
、
生
産
活
動
へ
の
参
加
が
党
・
政
府
の

政
策
に
従
属
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
今
日
の
状
況
と
連
続

性
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
二
章
は
ま
た
、
秋
吉
君
が
農
村
に
お
け
る
女
性
の
就
業
状
態
に
か
ん

し
て
、
一
九
七
六
年
に
大
陸
か
ら
香
港
に
出
て
来
た
八
人
の
男
女
に
対
し

て
行
っ
た
イ
γ
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
を
収
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
数
の
上
か

ら
み
れ
ば
き
わ
め
て
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
の
所
在
を
確
認
す

る
う
え
で
役
立
っ
て
い
る
。
事
実
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
得
ら
れ
た
問
題
意

識
が
本
章
の
分
析
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ

は
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
、
女
性
の
政
治
参
加
を
、
国
政
レ
ベ
ル
の
女
性
指
導
者
の
比

率
と
女
性
大
衆
組
織
と
し
て
の
全
国
婦
女
連
合
会
の
分
析
を
通
し
て
検
証

す
る
。

　
国
政
レ
ベ
ル
の
女
性
の
政
治
参
加
に
か
ん
し
て
、
ま
ず
七
期
に
わ
た
る

（
一
九
五
四
～
一
九
八
八
年
）
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表
の
な
か
に
占
め

る
女
性
の
割
合
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
一
九
六
五
年
の
第
四
期
以
後
は
ほ
ぽ

一
二
～
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
数

字
は
、
旧
社
会
主
義
諸
国
と
比
べ
る
と
小
さ
い
が
，
欧
米
資
本
主
義
諸
国

よ
り
も
大
き
い
。
国
政
レ
ベ
ル
の
女
性
の
政
治
参
加
の
い
ま
一
つ
の
指
標

と
し
て
、
高
級
幹
部
（
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
、
国
務
院
部
長
・

副
部
長
、
省
長
・
副
省
長
）
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
一
九
八
八
年
の
こ
れ

ら
の
地
位
に
あ
る
女
性
の
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
扁
一
・
○
、
五
・
七
．

七
・
一
バ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
り
、
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表
中
の
女
性
比
率

に
は
及
ば
な
い
．
こ
の
こ
と
は
、
女
性
高
級
幹
部
の
「
量
的
増
大
は
必
ず

し
も
質
的
向
上
を
伴
っ
て
い
な
い
』
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
の

が
秋
吉
君
の
評
価
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
秋
吉
君
は
、
一
九
七
八
～
一
九
八
四
年
の
婦
女
連
合
会
の
活
動

を
と
り
あ
げ
る
．
こ
の
時
期
は
、
一
九
七
八
年
の
中
共
一
一
期
三
中
全
会

の
起
点
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
限
ら
れ
た
時
期
に
お
い
て
、
党
・
政

府
の
方
針
に
沿
っ
て
、
婦
女
連
が
活
動
の
重
点
を
経
済
体
制
改
革
に
と
も

な
う
生
産
活
動
、
「
精
神
汚
染
」
反
対
と
関
連
し
た
教
育
、
女
性
の
権
利
擁
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護
、
そ
し
て
再
び
生
産
重
視
に
移
し
て
い
っ
た
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
本
章
の
二
つ
の
分
析
対
象
は
異
な
る
が
、
秋
吉
君
が
一
貫
し
て
主
張
し

て
い
る
の
は
、
女
性
の
政
治
参
加
に
対
す
る
党
・
政
府
の
指
導
で
あ
る
。

新
中
国
に
お
い
て
女
性
が
急
速
に
政
治
参
加
を
達
成
で
き
た
最
大
の
要
因

は
そ
の
よ
う
な
上
か
ら
の
指
導
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
で
、
女
性
の
大

衆
組
識
で
あ
る
婦
女
連
も
党
・
政
府
の
政
策
の
執
行
者
で
あ
っ
た
。
し
か

し
著
者
は
、
上
か
ら
の
指
導
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
中
国
に
お
け
る
女
性

解
放
の
実
体
を
完
全
に
否
定
し
去
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な

い
。
中
国
共
産
党
支
配
の
枠
組
の
な
か
で
、
過
去
と
の
比
較
に
お
い
て
、

ま
た
国
際
的
対
比
に
お
い
て
、
そ
の
成
果
に
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
は
正
当
で
あ
る
。

　
中
国
女
性
研
究
の
第
三
の
問
題
領
域
は
、
婚
姻
と
出
産
を
中
心
と
し
た
、

家
族
関
係
に
お
け
る
女
性
の
地
位
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
は

こ
の
男
女
平
等
を
規
定
し
た
、
一
九
五
〇
年
公
布
の
「
中
華
人
民
共
和
国

婚
姻
法
』
（
旧
婚
姻
法
）
と
一
九
八
○
年
公
布
の
同
名
の
法
律
（
新
婚
姻

法
）
を
基
礎
に
据
え
、
他
方
で
、
す
で
に
言
及
し
た
。
自
ら
一
九
七
六
年

に
香
港
で
行
っ
た
一
七
件
の
イ
γ
タ
ビ
ュ
ー
を
素
材
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
を
文
書
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
に
ょ
り
、
こ
の
問
題
領
域
に
内
在
す
る
諸

問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
秋
吉
君
は
特
に
新
婚
姻
法
に
注
目
し
、
そ
の
最
大
の
焦
点
が
人
口
抑
制

に
あ
っ
た
と
分
析
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
近
年
の
現
代
化
路
線
遂
行
の

た
め
の
経
済
的
・
社
会
的
要
請
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
著

者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
現
代
化
路
線
の
出
現
が
な
け
れ
ば
、
計
画
出

産
や
新
婚
姻
法
の
制
定
も
誕
生
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
政
権
の
政
策
上
の
要
請
が
優
先

し
、
母
性
保
護
を
含
む
女
性
の
人
権
に
対
す
る
配
慮
が
従
属
的
地
位
に
お

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
章
で
は
ま
た
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
結
婚
、
離
婚
、
産
児
制

限
の
実
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
都
市
部
に
お

い
て
は
婚
姻
法
に
も
ら
れ
た
男
女
平
等
の
精
神
が
相
対
的
に
生
か
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
貧
し
い
農
村
部
で
は
家
の
利
益
が
優
先
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
額
の
結
納
金
と
結
婚
の
諸
費
用
、
家
に
よ
る
結
婚

と
離
婚
の
強
制
な
ど
の
伝
統
的
要
素
、
労
働
力
と
し
て
の
子
供
と
人
口
抑

制
政
策
と
の
矛
盾
な
ど
、
そ
こ
に
は
多
く
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
し

か
も
．
結
婚
、
離
婚
、
産
児
制
限
に
か
ん
す
る
「
政
策
の
運
用
は
人
々
が

所
属
す
る
末
端
の
指
導
幹
部
…
…
の
能
力
や
資
質
に
依
拠
す
る
部
分
が
き

わ
め
て
大
き
い
」
と
い
う
政
治
問
題
も
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
く
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
事
例
は
、
そ
の
件
数

の
点
で
も
、
ま
た
時
期
の
点
で
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ら
は
、
婚
姻
法
に
あ
ら
わ
れ
た
家
族
の
な
か
に
お
け
る
女
性

の
地
位
の
実
体
を
理
解
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
。
秋
吉
君
は
、
こ
こ
に
お

い
て
も
、
党
・
政
府
の
上
か
ら
の
指
導
が
真
の
女
性
解
放
の
た
め
の
障
害

と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
女
子
教
育
の
問
題
を
扱
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
育
は
女

性
が
社
会
に
参
加
し
、
男
女
平
等
を
達
成
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
要
件

の
輔
つ
で
あ
る
．
秋
吉
君
は
こ
こ
で
二
つ
の
方
面
か
ら
こ
の
問
題
を
と
り
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あ
げ
る
。
一
つ
は
．
教
育
政
策
の
展
開
過
程
の
な
か
で
女
子
教
育
の
か
か

え
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
一
九
七
〇
年

代
末
か
ら
八
○
年
代
初
期
の
農
村
に
お
け
る
九
つ
の
例
を
と
り
出
し
、
そ

の
な
か
で
初
等
教
育
の
か
か
え
る
間
題
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
第
一
の

局
面
の
諸
問
題
を
確
認
し
て
い
る
。

　
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
秋
吉
君
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
諸

点
で
あ
る
。
著
者
は
、
旧
中
国
と
の
比
較
に
お
い
て
、
中
国
共
産
党
の
指

導
の
下
で
達
成
さ
れ
た
女
子
へ
の
急
速
な
教
育
の
普
及
に
い
ち
お
う
の
評

価
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
の
小
中
学
女
児
の
中

退
者
の
増
加
、
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
女
子
就
学
率
の
低
さ
、
文
盲
・

半
文
盲
に
占
め
る
女
性
の
比
率
の
高
さ
、
女
子
教
育
に
お
け
る
都
市
と
農

村
の
格
差
の
諸
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
著
者
は
、
本
来
女
性
の
利
益
を

守
る
ぺ
き
全
国
婦
女
連
合
会
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
改
善
の
た
め
に
、
政

権
に
対
し
て
積
極
的
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
逆
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
女
子
教
育
が
政
権
の
政
策
に
対
し
て

自
立
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
、
女
性
政
策

が
党
・
政
府
の
全
体
の
政
策
に
従
属
す
る
と
見
な
す
著
者
の
視
角
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
の
問
題
は
必
ず
し
も
女
子
教
育
の
み
を
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
秋
吉
君
は
、
「
人
口
の
お
よ
そ
八
○
％
を
占
め
る
農
村
の
初
等
教

育
が
全
般
的
女
子
初
等
教
育
の
水
準
を
規
定
し
て
い
る
」
と
の
前
提
に
立

っ
て
、
間
題
発
見
に
努
め
て
い
る
。
著
者
は
、
九
つ
の
例
の
分
析
か
ら
、

農
村
に
お
け
る
初
等
教
育
の
発
展
の
条
件
と
し
て
、
以
下
の
六
項
目
を
ひ

き
出
し
て
き
て
い
る
．
（
一
）
省
以
下
の
地
方
行
政
単
位
の
適
切
な
指
導
、

（
二
）
初
等
教
育
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
の
普
及
、
（
三
）
教
師
の
質
的

向
上
と
待
遇
改
善
，
（
四
）
各
小
学
校
の
一
定
の
経
済
的
自
立
の
承
認
，

（
五
）
就
学
率
向
上
の
た
め
の
家
族
の
指
導
、
（
六
）
農
村
初
等
教
育
振
興

の
た
め
の
詳
細
か
つ
具
体
的
措
置
を
と
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
も
上
か
ら
の
指
導
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。

　
第
五
章
は
結
論
部
分
に
あ
た
る
。
こ
の
章
も
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
女
性
解
放
に
か
ん
す
る
諸
問
題
を
、

現
在
に
つ
な
が
る
一
九
八
○
年
代
の
経
済
体
制
改
革
期
の
女
性
の
就
業
と

そ
れ
に
と
も
な
う
労
働
問
題
を
通
し
て
、
い
ま
一
度
検
証
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
本
論
文
全
体
の
結
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　
経
済
体
制
改
革
下
の
女
性
就
業
問
題
に
つ
い
て
、
秋
吉
君
は
都
市
と
農

村
に
分
け
て
検
討
し
、
こ
の
過
程
で
新
し
い
現
象
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、
女
性
就
業
人
口
の
増
大
、

特
に
サ
！
ビ
ス
産
業
へ
の
女
性
の
進
出
、
女
性
企
業
家
の
出
現
、
所
得
の

増
大
に
よ
る
女
性
の
社
会
的
、
な
ら
び
に
家
庭
内
で
の
地
位
の
向
上
が
見

ら
れ
る
．
そ
の
反
面
、
請
け
負
い
地
・
賃
金
・
就
業
機
会
・
昇
進
・
住
宅

配
分
な
ど
の
面
に
お
け
る
男
女
格
差
の
拡
大
、
劣
悪
な
労
働
条
件
、
男
尊

女
卑
の
風
潮
の
復
活
な
ど
の
現
象
も
現
れ
て
き
て
い
る
。
秋
吉
君
は
、
女

性
解
放
の
観
点
か
ら
．
後
者
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
前
者
の
プ
ラ
ス
面
を
し
の

ぐ
も
の
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
結
果
は
．
女
性
解
放
が
政
権
の

経
済
建
設
路
線
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が

著
者
の
結
論
で
あ
る
。
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最
後
に
、
秋
吉
君
は
、
以
上
の
諸
章
で
到
達
し
た
結
論
を
再
確
認
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
論
文
を
終
る
。
つ
ま
り
、
社
会
主
義
政
権
下
で
、
旧

時
代
に
比
べ
て
女
性
解
放
が
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
実

現
さ
れ
た
女
性
解
放
は
政
権
の
全
体
の
政
策
の
一
環
と
し
て
党
・
政
府
主

導
の
下
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
女
性
解
放
が
政
権
の
政
策
へ
の
従
属

関
数
と
し
て
第
二
義
的
地
位
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

婦
女
連
合
会
を
中
心
と
し
た
女
性
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
の
女
性
解
放

運
動
は
、
政
権
に
対
し
て
自
立
性
を
欠
い
て
い
た
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で

あ
る
。
そ
の
過
程
で
は
、
男
尊
女
卑
の
伝
統
的
要
素
が
復
活
す
る
な
ど
、

女
性
解
放
の
後
退
現
象
も
見
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
今
日
の
中
国
の
女

性
解
放
に
お
い
て
、
先
進
的
状
況
と
後
進
的
状
況
が
依
然
と
し
て
併
存
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
参
考
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
、
「
現
代
中
国
女
性
研
究
の

特
徴
と
課
題
」
に
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
は
、
中
国
、
日
本
、
欧
米
に
お
け

る
膨
大
な
量
の
中
国
女
性
問
題
に
か
ん
す
る
文
献
を
整
理
し
た
、
研
究
史

的
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
文
献
紹
介
で
は
な
く
、
こ
の
学
位
請

求
論
文
で
展
開
さ
れ
た
秋
吉
君
の
問
題
意
識
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ば
こ
の
論
文
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　
以
上
の
概
要
を
踏
ま
え
て
、
本
論
文
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
三
点
か
ら
論

評
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
は
、
本
論
文
が
四
〇
余
年
に
わ
た
る
中
華
人
民
共
和
時
期
の
女
性

問
題
を
多
角
的
に
論
じ
た
、
体
系
的
な
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
類
書
を
見
な
い
。
本
書
は
か
か
る

角
度
か
ら
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

　
女
性
問
題
は
、
社
会
問
題
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
政
治
・
社
会
変
動
に

連
動
し
て
い
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
秋

吉
君
が
女
性
解
放
の
変
遷
を
政
権
の
政
策
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
こ

と
は
妥
当
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
女
性
解
放
の
問
題
を
通
し
て
、
逆
に
中

共
の
中
国
社
会
に
対
す
る
支
配
の
浸
透
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
限
り
に
お
い
て
、
著
者
が
党
・
政
府
の
政
策
が
女
性
解
放
に
優
先
し
て

い
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
従
来
の
中
国
政
治
に
か

ん
す
る
評
価
を
覆
す
ほ
ど
新
し
い
見
解
で
は
な
い
が
、
妥
当
な
判
断
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
問
題
は
、
秋
吉
君
が
女
性
解
放
に
対
す
る
政
権
の
上
か
ら
の

指
導
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
完
全
に
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に

し
て
も
、
女
性
運
動
と
そ
の
組
織
の
も
つ
影
響
力
、
女
性
自
身
の
意
識
を

十
分
に
分
析
す
る
こ
と
な
く
、
過
小
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
例

え
ば
、
女
性
問
題
に
か
ん
す
る
政
策
決
定
過
程
で
、
全
国
婦
女
連
合
会
は

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
全
国
レ
ベ
ル
の

政
治
に
参
加
し
た
女
性
の
役
割
も
具
体
的
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
近
年
に
お
け
る
中
国
社
会
の
急
激
な
変
化
の
な
か
で
、
党
の
権

威
は
相
対
的
に
後
退
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
代
っ
て
企
業
、
大
衆
組
織
、

地
方
な
ど
の
非
党
組
織
の
自
立
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
将
来
の
中
国

の
政
治
変
動
を
考
え
る
上
で
、
女
性
問
題
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
を
も
っ
て
分
析
す
る
こ
と
も
意
味
が
あ
る
。
本
論
文
は
、
党
の
指
導
を
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強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
十
分
に
論
じ
て
い
な
い
．

　
第
三
点
は
、
中
国
女
性
問
題
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
女
性
が

男
性
に
対
し
て
不
平
等
の
地
位
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
限
り
、
女
性
解
放

と
女
性
問
題
研
究
の
最
大
の
焦
点
は
男
女
平
等
に
あ
る
。
確
か
に
、
近
代

化
過
程
に
お
い
て
，
男
性
と
若
老
は
女
性
と
老
人
に
比
べ
て
．
社
会
的
要

請
に
よ
り
よ
く
適
合
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
日
の
成
熟
し
た
近
代
社
会

の
な
か
で
、
女
性
と
老
人
の
価
値
が
再
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
男
女
平
等

を
達
成
し
て
も
．
性
差
は
否
定
し
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
女

性
研
究
は
単
に
男
女
平
等
の
問
題
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
女

性
の
も
っ
て
い
る
価
値
が
新
し
い
社
会
の
創
造
に
い
か
に
寄
与
す
る
の
か

と
い
う
点
に
も
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
中
国

女
性
研
究
の
な
か
か
ら
後
者
の
問
題
に
か
ん
す
る
確
固
た
る
視
点
を
導
き

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
努
力
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
女
性
研
究
が
特
殊
女
性
の
研
究
で
は
な
く
、
社

会
科
学
一
般
の
研
究
に
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
本
論
文
の
学

問
的
価
値
を
考
え
る
と
ぎ
、
こ
の
方
向
へ
の
秋
吉
君
の
研
究
の
一
層
の
発

展
と
深
化
を
望
み
た
い
。

　
以
上
の
評
価
と
要
望
を
踏
ま
え
て
、
審
査
員
一
同
は
秋
吉
祐
子
君
提
出

の
こ
の
論
文
が
博
士
（
法
学
）
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
値
す
る

も
の
と
判
断
す
る
。

　
　
凶
九
九
三
年
九
月
一
四
日

副副
査査

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授

法
学
博
士
　
小
田
英
郎

法
学
博
士
　
石
川
忠
雄
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