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特別記事

特
別
記
事

石
川
晃
司
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
石
川
晃
司
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
保
守
主
義
の
理

論
的
研
究
」
は
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

［
第
一
部
］

第
1
章

第
2
章

保
守
主
義
理
論
へ
の
視
角

　
近
代
政
治
社
会
思
想
に
お
け
る
保
守
主
義
の
位
置

　
　
－
自
然
と
「
設
定
」
の
観
念
を
中
心
に
1

　
保
守
主
義
原
理
の
批
判
的
検
討

ー
　
思
想
に
お
け
る
自
然
と
「
設
定
」
の
意
味

1（ー
　
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
近
代
政
治
社
会
理
論

2（ー
　
歴
史
の
照
明
と
保
守
主
義

3（（5）（4）（3）（2）（1）

保
守
主
義
の
範
型

保
守
主
義
の
特
質
の
批
判
的
検
討

保
守
主
義
の
特
質
の
批
判
的
検
討

保
守
主
義
的
総
合
と
し
て
の
実
践

保
守
主
義
理
論
の
彼
方
へ

第
3
章
　
制
度
論
へ
の
前
哨

21

第
4
章

　
　
　
β

［
第
二
部
］

第
5
章

　
　
　
D

　
　
　
2

　
　
　
3

　
　
　
＠

第
6
章

　
　
　
D

　
　
　
2

　
　
　
3

　
　
　
＠

第
7
章

　
思
考
様
式
と
し
て
の
保
守
主
義

　
　
　
1
そ
の
ア
ポ
リ
ア
と
意
義

　
　
下
方
の
理
念
へ
の
視
点

ー
　
制
度
へ
の
入
射
角

1（ー
　
制
度
の
形
成
と
展
開

2（）
　
根
源
的
制
度
化
と
制
度
化
的
意
識

3（ー
　
保
守
主
義
的
態
度

1（ー
　
思
考
様
式
と
し
て
の
保
守
主
義

2（　
ヒ
ュ
ー
ム
と
保
守
主
義
論

　
　
保
守
主
義
思
想
の
な
か
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
位
置

　
　
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
の
基
本
的
立
場
と
「
道
徳
論
」

　
　
社
会
理
論
と
黙
約
8
毫
①
暮
一
8

　
　
歴
史
と
構
造
ー
「
書
か
れ
な
か
っ
た
」
保
守
主
義

　
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
保
守
主
義

　
　
デ
ュ
ル
ケ
ム
保
守
主
義
へ
の
視
角

　
　
集
合
的
意
識
と
方
法
論
的
全
体
主
義

　
　
歴
史
主
義
的
思
考

　
　
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
保
守
主
義

　
メ
ル
ロ
目
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
け
る
政
治
性
・

　
　
社
会
性
の
発
想

⑭
　
実
存
と
ユ
マ
ニ
ス
ム

ー
　
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
政
治
・
社
会
哲
学
を
論
じ
る
意
義

1（
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③
　
共
存
の
構
造
・
意
味
・
自
由

　
　
　
㈲
　
歴
史
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

［
付
論
］
　
日
本
保
守
主
義
と
「
超
」
国
家
主
義

〈
1
〉
　
石
川
論
文
の
基
礎
視
角

　
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
一
部
は
保
守
主
義
の
理
論
を
総
括
し
た
部
分
で

あ
り
、
第
二
部
は
個
別
研
究
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
本
論
文
に
お
け
る

主
要
な
登
場
人
物
は
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー

ム
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ
で
あ
り
、
本
報
告

で
は
付
論
を
割
愛
し
、
第
7
章
ま
で
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
本
論
文
を
評
価
す
る
に
際
し
て
、
注
意
す
べ
き
点
は
そ
の
標
題
に

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文
が
〈
保
守
主
義
の
思
想
史
的
研
究
〉
で

も
、
〈
保
守
主
義
理
論
の
研
究
〉
で
も
な
く
、
「
保
守
主
義
の
理
論
的
研
究
」

と
題
さ
れ
て
い
る
点
に
石
川
君
の
執
筆
意
図
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
保

守
主
義
の
元
祖
と
も
い
う
べ
き
バ
ー
ク
の
理
論
を
詳
細
に
研
究
し
た
り
、

バ
ー
ク
理
論
の
継
承
関
係
を
研
究
し
た
り
、
バ
ー
ク
の
理
論
が
ど
の
よ
う

な
社
会
的
役
割
を
果
た
し
た
か
な
ど
と
い
う
思
想
史
研
究
に
典
型
的
な
問

題
群
は
、
少
な
く
と
も
論
者
の
主
要
な
関
心
事
で
は
な
く
、
本
論
文
に
お

い
て
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
例
え
ば
バ
ー
ク
の
理
論

を
総
体
的
に
と
ら
え
、
そ
の
理
論
的
妥
当
性
を
研
究
す
る
保
守
主
義
理
論

の
研
究
と
も
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
モ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
で
は
本
論
文
の
言
う
「
保
守
主
義
の
理
論
的
研
究
」
と
は
一
体
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
石
川
君
は

「
保
守
主
義
理
論
の
研
究
」
に
関
心
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
君
の
言
葉

を
用
い
て
言
え
ば
、
保
守
主
義
の
「
解
体
」
11
「
構
築
」
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
は
い
ま
ひ
と
つ
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
保
守
主
義
研
究
に
お

い
て
は
人
間
の
自
然
的
な
性
向
を
あ
ら
わ
す
「
伝
統
主
義
」
と
、
よ
り
反

省
的
で
理
念
化
さ
れ
た
「
保
守
主
義
」
と
が
区
別
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
自
然
的
な
「
伝
統
主
義
」
が
歴
史
と
と
も
に
古
い
と
す
れ
ば
、
「
保
守

主
義
」
の
方
は
特
定
の
歴
史
的
段
階
に
生
ま
れ
た
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
思

想
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
り
一
八
世
紀
の
啓
蒙
合
理
主
義
に
お
い
て

頂
点
に
達
し
た
「
近
代
合
理
主
義
」
に
触
発
さ
れ
て
、
否
、
正
確
に
は
「
近

代
合
理
主
義
」
に
よ
っ
て
存
在
意
義
を
否
定
さ
れ
る
危
機
に
陥
っ
た
「
伝

統
主
義
」
が
お
の
れ
の
存
在
理
由
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
思
想

と
し
て
の
「
保
守
主
義
」
は
誕
生
し
た
。
本
論
文
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、

　
　
「
啓
蒙
主
義
は
、
あ
く
ま
で
も
全
世
界
を
理
性
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
首

　
　
尾
一
貫
し
て
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
啓
蒙
主
義
は
世

　
　
界
像
の
あ
ら
ゆ
る
隅
々
か
ら
、
非
合
理
的
な
も
9
を
排
除
し
、
同

　
　
時
に
こ
の
凱
旋
行
進
に
お
い
て
生
命
的
要
素
を
ふ
る
い
落
と
し
た
の

　
　
で
あ
る
が
、
そ
の
ふ
る
い
落
と
さ
れ
た
生
命
的
要
素
は
、
ま
さ
に
こ

　
　
の
よ
う
に
ふ
る
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
統
一
に
凝

　
　
縮
し
、
そ
の
上
ひ
と
つ
の
統
一
的
な
対
抗
極
と
な
り
え
た
の
だ
っ
た
」

そ
し
て
こ
の
対
抗
極
が
「
保
守
主
義
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
石
川
君
は
「
保
守
主
義
」
思
想
を
構
成
す
る
様
々
な
主
張
の
う
ち
、
な

に
よ
り
も
根
源
的
な
〈
保
守
的
志
向
性
〉
に
着
目
し
、
そ
の
意
義
を
高
く
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評
価
す
る
。
そ
の
際
た
と
え
ば
「
保
守
主
義
」
が
封
建
的
土
地
所
有
者
層

の
利
害
を
擁
護
し
て
い
る
と
い
っ
た
面
は
意
識
的
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
本
論
文
の
方
法
の
是
非
は
と
も
か
く
、
こ
の
点
は
本
論
文
を
読

む
際
に
ま
ず
念
頭
に
お
い
て
お
く
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
「
保
守
主
義
」
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
に
つ
い
て
の
言
及
は
簡
単
に
と
ど
め
、
「
保
守
主
義
」

に
み
ら
れ
る
根
源
的
な
〈
保
守
的
志
向
性
〉
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

く
保
守
主
義
V
か
ら
切
り
離
し
、
よ
り
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
保
守
主
義

の
可
能
性
を
追
及
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
本
論
文
に
お
け
る
「
保
守
主

義
」
の
「
解
体
」
ロ
「
構
築
」
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
本

論
文
に
お
い
て
は
狭
義
の
保
守
主
義
者
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
思
想
家
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
既
成
の
保
守
主
義
を
総
合
し
て
、

そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
原
理
・
特
質
を
批
判
的
に
読
み
な
お
す
」
と
か
、

バ
ー
ク
に
つ
い
て
言
え
ば
、
バ
ー
ク
に
見
ら
れ
る
「
保
守
主
義
」
の
原
理

を
手
掛
か
り
に
し
て
、
「
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
た
地
点
に
ま
で
展
延
し
て

み
た
い
」
と
い
っ
た
本
論
文
の
意
図
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
本
報
告
に
お
い
て
と
り
あ
え
ず
〈
保
守
的
志
向
性
〉
と
命
名
し
た

特
徴
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
本
論
文
に
よ
れ

ば
、
デ
カ
ル
ト
の
立
場
は
「
世
界
か
ら
独
立
し
た
超
越
的
主
観
と
し
て
の

我
を
世
界
に
対
峙
さ
せ
、
世
界
を
主
観
的
我
の
操
作
の
対
象
と
し
て
措
定
」

し
、
「
こ
の
超
越
的
主
観
が
世
界
に
価
値
や
意
味
を
賦
与
す
る
」
、
と
要
約

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
〈
保
守
的
志
向
性
〉
と
は
何
よ
り
も
こ
う
し
た
立

場
に
対
抗
し
つ
つ
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
で
は
繰
り
返
し
、
や

や
表
現
を
変
え
つ
つ
、
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
主
観
が
世
界
の

な
か
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
と
か
、
「
理
性
を
可

能
に
す
る
地
平
の
先
在
性
」
を
問
う
姿
勢
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
志
向
性
は
、
バ
ー
ク
は
勿
論
の
こ
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
、
メ
ル
ロ
”
ポ
ン
テ
ィ
ら
本
論
文
で
主
題
化
さ
れ
て
い
る
保
守
主
義
者

に
み
ら
れ
る
志
向
性
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
な

ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
保
守
的
志
向
性
〉
こ
そ
が
本
論

文
に
お
け
る
も
っ
と
も
一
般
的
な
保
守
主
義
規
定
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
何
度
も
言
及
さ
れ
る
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
」
と
い
う
場
合
の

「
地
平
」
と
は
そ
も
そ
も
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
の
点
に
つ
い
て
一
般
に
保
守
主
義
は
十
分
に
納
得
い

く
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
保
守
主
義
は
あ
く
ま
で
も
「
理

性
を
可
能
に
す
る
地
平
」
へ
の
視
野
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
平
を
強
調
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点

に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
理
論
的
説
明
を
保
守
主
義
が
な
し
え
て
い
な
い

と
い
う
の
は
保
守
主
義
の
限
界
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

は
、
石
川
君
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
保
守
主
義
本
来
の
理
論
に
対
す
る

消
極
的
な
姿
勢
に
よ
る
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。
保
守
主
義
思
想

の
核
心
の
一
つ
が
「
合
理
主
義
批
判
」
に
あ
る
た
め
、
保
守
主
義
は
そ
の

理
念
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
論
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
保
守
主
義
は
そ
の
た

め
に
「
曖
昧
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
り
も
し
た
が
、
そ
れ
は
保
守
主
義

が
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
経
験
的
概
念
で
あ
る
こ
と
」
に
由
来
し

て
い
る
。
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
理
論
的
に

説
明
す
る
と
い
う
よ
り
、
経
験
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
具
体
的
事
実
に
即
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し
た
説
明
を
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
は
「
理
性
を
可
能
に
す

る
地
平
」
を
『
ド
イ
ッ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
』
の
中
で
「
社
会
的
諸
関
係
の

複
合
的
総
体
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
「
科
学
的
に
」
研
究
す
る
の
だ
と
宣
言

し
た
が
、
上
記
の
意
味
で
保
守
主
義
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
宣
言
は
無
縁

の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

〈
2
〉
　
ヒ
ュ
ー
ム
　
デ
ュ
ル
ケ
ム
　
メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ

　
そ
れ
で
は
次
に
理
性
な
り
思
惟
を
可
能
に
す
る
「
地
平
」
は
具
体
的
に

ど
う
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
？
　
以
下
個
別
論
文
に
即
し
て
簡
単
に
見
て

お
き
た
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
メ
ル
ロ
睡
ポ
ン
テ
ィ
ら
は
、
目

的
意
識
的
に
で
は
な
く
、
い
わ
ば
お
の
ず
と
無
意
識
の
う
ち
に
成
長
し
て

き
た
も
の
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
啓
蒙
合
理
主
義
と
区
別
さ
れ
、
ま
た

「
近
代
合
理
主
義
」
を
批
判
す
る
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
「
反
理
性
」
の
立
場

に
た
つ
わ
け
で
な
く
、
ま
た
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
事
実
に
着
目
し
て
い

こ
う
と
す
る
点
で
、
神
秘
主
義
者
と
も
ロ
マ
ン
主
義
者
と
も
区
別
さ
れ
る
。

　
さ
て
ヒ
ュ
ー
ム
論
に
お
い
て
も
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
が
ま
ず
理

性
に
先
だ
っ
て
存
在
」
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
地
平
に
お
い
て
は
「
理
性
」

は
中
心
的
地
位
を
占
め
て
お
ら
ず
、
「
感
情
や
習
慣
が
優
位
に
立
っ
て
い

る
」
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
地
平
を
と
く
鍵
と
し
て
措
定

さ
れ
て
い
る
の
が
「
共
感
」
「
利
己
心
」
な
ど
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ら
と
共
有
さ
れ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー

ム
独
自
の
概
念
と
も
く
さ
れ
る
の
は
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
支
え
る
位

置
を
占
め
て
い
る
「
黙
約
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
「
黙
約
」
は
ヒ
ュ
ー
ム

思
想
に
お
い
て
、
社
会
契
約
論
を
批
判
す
る
際
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
重

要
な
概
念
で
あ
り
、
「
約
定
」
の
概
念
と
対
比
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
約
定
」
の
方
が
人
間
の
反
省
的
意
識
に
お
い
て
取
り
結
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、
「
黙
約
」
の
方
は
「
約
定
」
の
背
後
に
あ
っ
て
「
暗
黙
の
う

ち
に
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
共
通
の
了
解
の
場
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

典
型
的
な
保
守
主
義
的
語
法
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
保
守
主
義
は
か
れ
の
道
徳
論
の
中
に
典
型
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
社
会
の
本
質
を
「
道
徳

的
紐
帯
」
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
い
か
に
も
保
守

主
義
者
ら
し
く
道
徳
を
「
社
会
的
事
実
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
所
与
の

道
徳
事
実
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
け
る

「
道
徳
」
の
担
い
手
は
個
人
で
は
な
く
「
集
合
意
識
」
で
あ
り
、
こ
の

「
集
合
意
識
」
自
体
歴
史
の
淘
汰
を
経
て
き
た
も
の
、
バ
ー
ク
的
に
言
え

ば
「
時
効
」
の
検
証
を
経
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ
の
場
合
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
影

響
も
あ
っ
て
か
、
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
さ
ら

に
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
本
論
文
の
中
で
も
読
み
応
え

の
あ
る
メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ
論
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ
の
キ
ー
概
念
と
な
る
の
は
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

と
「
実
存
」
で
あ
る
が
、
「
生
活
世
界
」
「
生
活
内
存
在
」
「
相
互
主
観
性
」

と
い
っ
た
意
識
と
存
在
の
位
相
分
析
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
社
会
的
現
実
と

歴
史
的
状
況
と
の
か
か
わ
り
の
実
存
的
解
明
な
ど
、
石
川
君
は
メ
ル
ロ
“

ポ
ン
テ
ィ
思
想
の
中
に
一
貫
し
て
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
マ
ル
ク
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ス
主
義
と
の
批
判
的
継
承
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
論
文
が
繰
り
返
し

強
調
す
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
「
世
界
は
私
た
ち
の
前
に
あ
る
の
で
は

な
く
て
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
な
か
に
取
り
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
た
ん
な
る
認
識
で
は

な
く
、
存
在
の
関
係
で
あ
る
」
。
こ
の
基
本
的
立
場
を
実
存
の
問
題
と
し

て
と
ら
え
る
と
、
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
実
存
は
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
な
孤

立
し
た
人
間
主
体
な
の
で
は
な
く
、
世
界
と
分
か
ち
難
く
む
す
び
つ
き
、

事
物
・
他
者
と
の
「
根
源
的
交
流
」
関
係
の
な
か
に
あ
る
も
の
と
と
ら
え

ら
れ
る
。
彼
の
「
知
覚
の
現
象
学
』
と
の
関
連
で
言
え
ば
こ
う
し
た
と
ら

え
か
た
は
、
彼
の
独
創
的
な
知
覚
”
身
体
概
念
を
基
礎
と
し
て
身
体
性
を

媒
介
と
す
る
我
と
他
者
と
の
共
同
投
企
と
し
て
の
世
界
形
成
と
い
う
考
え

方
に
連
携
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
的
基
盤
を
も
と
と

し
て
、
言
語
、
文
化
、
あ
る
い
は
伝
統
や
行
動
類
型
が
お
り
な
さ
れ
て
い

く
。
従
っ
て
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
歴
史
的
世
界
と
は
、
前
反

省
的
、
前
客
観
的
、
前
人
称
的
次
元
に
あ
っ
て
、
我
々
の
「
実
存
の
弁
証

法
」
の
所
産
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
未
完
に
終
わ
っ
た
メ
ル
ロ
ロ

ポ
ン
テ
ィ
の
「
制
度
」
論
の
最
大
の
貢
献
は
こ
の
「
奥
深
い
弁
証
法
」
に

あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
、
保
守
主
義
の
「
解

体
」
目
「
構
築
」
の
理
論
的
可
能
性
を
し
め
て
い
る
の
が
メ
ル
ロ
目
ポ
ン
テ

ィ
の
こ
う
し
た
考
え
方
に
な
る
。

〈
3
〉
　
保
守
主
義
の
範
型

以
上
の
よ
う
な
根
源
的
な

〈
保
守
的
志
向
性
V
を
踏
ま
え
た
上
で
、
石

川
君
は
主
と
し
て
バ
匹
ク
を
例
に
保
守
主
義
の
範
型
を
え
が
き
だ
し
て
い

る
。
保
守
主
義
の
基
本
的
特
質
は
①
「
宗
教
の
重
視
」
、
②
「
有
機
的
世
界

観
」
、
③
「
具
体
的
な
も
の
と
歴
史
性
」
、
④
「
『
現
実
的
政
治
家
』
の
発
想
」
、

⑤
「
理
性
批
判
」
の
五
点
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
保
守
主
義
が
宗
教
を
重
視
す
る
の
は
、
魂
の
救
済
と
い
う
観
点
か

ら
で
も
な
く
、
ま
た
宗
教
が
超
越
的
視
点
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
も
な
く
、

な
に
よ
り
も
宗
教
が
社
会
統
合
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

次
に
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
と
違
っ
て
保
守
主
義
は
「
歴
史
的
に
譲
成
さ
れ

た
具
体
的
事
実
的
な
世
界
」
を
ま
ず
第
一
に
措
定
す
る
。
こ
の
世
界
に
お

け
る
人
間
の
結
び
付
き
は
機
械
的
で
は
な
く
、
有
機
的
な
も
の
で
あ
る
。

バ
ー
ク
は
異
な
る
も
の
が
相
互
に
有
機
的
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
重

視
す
る
。
バ
ー
ク
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
を
「
そ
の
構
成
部
分
の
間
に
か
く
も

多
様
性
が
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
あ
る
統
一
性
を
維
持
し
て
い
る
」
と
い

う
理
由
で
称
揚
し
て
い
る
の
も
有
機
的
観
点
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
又
保
守
主
義
が
批
判
す
る
理
性
は
決
し
て
理
性
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
啓
蒙
合
理
主
義
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
現
実

か
ら
遊
離
し
た
思
弁
的
－
抽
象
的
な
理
性
」
で
あ
っ
て
、
「
具
体
的
な
も
の

に
就
く
理
性
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
擁
護
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
点
は
す
で
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
卓
抜
な
論
文
「
保

守
的
思
考
」
な
ど
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
が
、
石
川
君

は
こ
の
点
を
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
保
守
主
義
が
啓
蒙
主
義
の
思
弁
的
・

抽
象
的
理
性
に
代
え
て
、
「
先
入
見
」
、
す
な
わ
ち
「
伝
習
観
念
」
や
「
経

験
的
知
」
を
重
視
し
て
い
る
点
に
「
具
体
的
な
も
の
に
就
く
理
性
」
の
現
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実
的
作
用
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
点
を
説
明
す
る
上
で
重
要
な
の
が
、
保
守
主
義
の
特
質
の

③
④
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
論
点
に
他
な
ら
な
い
。
③
「
具
体
的

な
も
の
と
歴
史
性
」
で
は
、
保
守
主
義
に
お
い
て
「
現
在
」
が
重
視
さ
れ

て
い
る
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
バ
ー
ク
は
抽
象
的
理
性
を
排
し
、

歴
史
的
に
生
成
し
て
き
た
も
の
、
「
歴
史
的
に
醸
成
さ
れ
た
価
値
」
を
重

視
す
る
。
「
現
在
」
の
中
に
は
「
歴
史
的
叡
知
」
が
結
晶
化
し
て
い
る
の

だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
我
々
の
「
経
験
」
や
「
伝
統
」
は
「
私
た
ち

の
狭
隆
な
理
性
で
は
汲
み
尽
く
し
難
い
叡
知
や
複
雑
性
を
秘
め
て
い
る
」

も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
注
目
に
値
す
る
の
が
バ
ー
ク
の
言

う
時
間
の
効
果
、
す
な
わ
ち
「
時
効
冥
①
8
匡
冥
一
9
」
の
観
念
で
あ
る
。

バ
ー
ク
に
と
っ
て
「
時
効
」
と
は
価
値
の
根
拠
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
本

論
文
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
「
時
間
の
経
過
は
そ
れ
自
体
で
試
金
石
を
な

し
て
お
り
、
時
間
に
よ
る
自
然
の
淘
汰
を
経
て
後
代
へ
と
発
展
・
継
承
さ

れ
る
も
の
は
自
然
の
う
ち
に
あ
る
い
は
暗
黙
の
う
ち
に
価
値
を
宿
し
て
い

る
」
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
の
考
え
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
保
守
主
義
的
価
値

措
定
の
根
拠
は
「
持
続
性
」
「
生
き
残
っ
て
き
た
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
③
に
関
連
し
て
④
「
『
現
実
的
政
治
家
」
の
発
想
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ

る
の
は
、
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
と
は
合
目
的
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の

で
も
超
越
的
な
も
の
で
も
な
く
、
「
事
実
の
中
に
内
属
し
て
い
る
価
値
」
で

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
半
沢
孝
磨
氏
は
バ
ー
ク
に
つ
い
て
「
思
想
を
必

ず
し
も
そ
の
真
理
性
に
お
い
て
」
み
て
は
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
石

川
君
は
こ
の
視
点
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
。
保
守
主
義
に
お
い
て
は

「
思
想
的
真
実
」
よ
り
も
「
現
実
の
政
治
の
安
定
」
「
民
衆
の
生
活
の
安
寧
」

が
第
一
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
論
文
に
言
う
「
現
実
政
治
家
」

の
立
場
、
あ
る
い
は
実
践
優
位
の
立
場
で
あ
る
。
「
政
治
」
と
は
形
而
上
学

や
抽
象
的
理
論
に
よ
っ
て
扱
う
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
領
域
な
の
だ
、

と
い
う
の
が
保
守
主
義
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
保
守
主
義
の
特
質
は
基
本
的
に

〈
啓
蒙
合
理
主
義
の
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
〉
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て

き
た
。
啓
蒙
合
理
主
義
の
考
え
方
が
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
定

さ
れ
た
り
、
そ
の
存
在
を
抹
殺
さ
れ
た
り
す
る
危
機
に
追
い
込
ま
れ
た
人

問
の
基
本
的
な
思
考
・
経
験
の
あ
る
重
要
な
断
面
を
救
い
出
そ
う
と
い
う

防
御
的
な
意
識
か
ら
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
保
守
主
義
の
特
徴
が
生
ま
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
も
予
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
保
守
主
義
は
一
般
に

「
経
験
」
や
「
伝
統
」
の
方
に
身
を
寄
せ
る
だ
け
で
、
問
題
を
解
決
済
み
と

見
な
し
、
こ
れ
以
上
先
に
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
」
に
切
り
込
ん
で

い
こ
う
と
し
な
い
。

　
　
「
保
守
主
義
に
あ
っ
て
は
何
よ
り
も
ま
ず
現
実
の
政
治
の
安
定
、
ひ
い

　
　
て
は
民
衆
の
生
活
の
安
寧
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
抽

　
　
象
的
理
性
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
代

　
　
わ
る
学
的
な
原
理
を
こ
と
さ
ら
追
及
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ

　
　
る
」
。

こ
れ
は
保
守
主
義
が
「
理
性
」
な
り
「
理
論
的
認
識
」
を
批
判
し
て
登
場
し
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て
き
た
以
上
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、
保
守
主
義
の
「
解

体
」
”
「
構
築
」
を
目
的
と
す
る
本
論
文
の
場
合
は
、
保
守
主
義
が
「
理
性

を
可
能
に
す
る
地
平
」
に
向
け
た
視
線
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
保
守

主
義
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
理
論
的
認
識
に
対
す
る
諦

念
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
か
く
し
て
石
川
君
は
問

題
解
決
の
手
掛
か
り
を
〈
制
度
〉
　
に
求
め
て
い
く
。
何
故
な
ら
ば
〈
制

度
〉
こ
そ
が
保
守
主
義
が
お
し
な
べ
て
重
視
す
る
「
現
在
性
」
「
事
実
性
」

と
い
う
か
た
ち
で
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
」
を
示
し
て
い
る
、
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
4
〉
　
制
度
論
へ
の
展
開

①
制
度
論
へ
の
ス
タ
ン
ス

　
制
度
論
に
関
す
る
石
川
君
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
「
既
に
私
た
ち
は
、
保
守
主
義
の
根
本
に
横
た
わ
る
原
理
と
し
て
、

現
実
主
義
政
治
家
の
発
想
と
合
理
主
義
批
判
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
背

後
に
論
拠
と
し
て
控
え
て
い
る
」
の
が
「
制
度
」
で
あ
る
。
保
守
主
義
は

第
一
に
「
実
践
の
思
想
」
で
あ
り
、
「
理
論
」
や
形
而
上
学
に
大
き
な
価
値

を
お
く
こ
と
は
な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
主
観
と
客
観
の
一
一
元
論
や
彼

岸
に
あ
る
抽
象
的
な
真
理
な
ど
は
意
味
を
持
た
な
い
。

　
　
「
保
守
主
義
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
現
実
に
人
々
に
よ
っ
て
抱
か
れ
て

　
　
い
る
価
値
が
問
題
で
あ
り
、
現
実
の
生
活
の
安
寧
が
目
指
さ
れ
て
い

　
　
る
。
現
実
の
生
活
の
な
か
に
あ
っ
て
、
人
々
は
眼
に
見
え
る
も
の
か

　
　
ら
見
え
な
い
も
の
ま
で
様
々
な
制
度
の
な
か
に
絡
め
と
ら
れ
て
い
る
。

　
　
つ
ま
り
、
人
々
は
制
度
的
世
界
に
生
き
て
い
る
。
保
守
主
義
は
こ
の

　
　
制
度
の
意
味
を
最
大
限
に
評
価
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
よ
う
お
も
わ
れ

　
　
る
」
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
制
度
」
と
言
っ
て
も
眼
に
見
え
る
制
度
の
み
な
ら

ず
、
眼
に
見
え
な
い
「
制
度
」
を
も
意
味
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
「
制
度
」
と
は
「
単
に
表
象
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
な
く
、
表

象
の
背
後
に
あ
っ
て
作
動
し
て
い
る
部
分
ま
で
を
含
め
た
広
い
意
味
に
お

け
る
制
度
で
あ
り
、
ま
た
目
的
合
理
的
に
措
定
さ
れ
た
制
度
と
い
う
よ
り

も
人
間
存
在
の
歴
史
的
全
体
性
に
お
い
て
自
然
譲
成
的
に
培
わ
れ
、
経
験

的
な
叡
知
が
沈
澱
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
」
。
し
か
も
こ
の
場
合
「
制
度
」

と
は
固
定
的
で
は
な
く
動
的
な
過
程
で
あ
り
、
保
守
主
義
に
と
っ
て
重
要

な
の
は
既
成
秩
序
の
表
象
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
こ
の
動
的
な
過
程
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
本
論
文
に
よ
る
と
、
保
守
主
義
は
「
制
度
」
を
「
外
側
か
ら

辿
っ
て
み
せ
る
だ
け
で
、
そ
の
内
部
構
造
に
ま
で
は
立
ち
入
ら
な
い
」
。
制

度
の
成
立
あ
る
い
は
展
開
に
関
し
て
、
保
守
主
義
は
歩
を
進
め
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
限
界
は
ま
さ
に
保
守
主
義
の
限
界
で
あ
る
以
上
、
石
川
君
は

こ
の
内
部
構
造
の
分
析
へ
と
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ

の
際
議
論
は
保
守
主
義
の
制
度
論
を
超
え
て
、
制
度
論
一
般
に
ま
で
入
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
制
度
論
に
お
い
て
保
守
主
義

の
限
界
を
突
破
す
る
た
め
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
際
こ
こ
で
は

三
木
清
や
長
谷
川
如
是
閑
、
中
村
雄
二
郎
、
さ
ら
に
は
吉
本
隆
明
な
ど
日

本
の
理
論
や
、
バ
ー
ガ
ー
障
ル
ッ
ク
マ
ン
、
さ
ら
に
は
デ
ュ
ピ
ィ
、
メ
ル
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ロ
ー
ー
ボ
ン
テ
ィ
ら
の
議
論
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
制
度
を
「
意
識
主
体
の
つ
く
っ
た
も
の
」
に

倭
小
化
し
て
は
な
ら
ず
、
も
っ
と
幅
広
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

石
川
君
が
バ
ー
ガ
ー
旺
ル
ッ
ク
マ
ン
に
よ
り
つ
つ
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

制
度
形
成
の
端
緒
は
習
慣
化
に
あ
り
、
習
慣
化
が
共
同
性
の
次
元
を
獲
得

す
る
と
制
度
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
定
の
時
間
を
経
て
制
度
化
は
「
客
観

性
」
の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
制
度
の
背
後
に
は
「
歴
史

的
な
叡
知
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

②
「
根
源
的
制
度
化
」
の
概
念

　
次
に
制
度
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
石
川
君
が
制
度
を
三
つ
の
層
に
分

け
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。
ま
ず
第
一
に
制
度
の
「
目
に
見
え
る
層
」

が
あ
り
、
こ
れ
は
一
定
の
目
的
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
意
識
主
体
が
生
み

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
制
度
の
「
目
に
み
え
な
い
層
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
「
制
度
が
人
間
の
手
を
離
れ
そ
れ
自
体
で
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
受

け
な
が
ら
沈
澱
さ
せ
た
も
の
、
ま
た
明
示
的
な
次
元
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
な
く
形
成
さ
れ
た
も
の
」
等
の
総
体
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
こ
れ
ら
二
つ
の
層
と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
第
三
に
「
根

源
的
制
度
化
」
の
レ
ベ
ル
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
根
源
的
制
度
化
」
と
は

「
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
成
立
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
制
度
」
で
あ
り
、

さ
ら
に
「
諸
々
の
制
度
の
存
立
を
可
能
に
す
る
地
平
の
領
域
」
を
形
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
根
源
的
制
度
化
」
と
は
「
人
間

の
力
に
よ
ら
な
い
根
源
的
設
定
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要

な
こ
と
は
こ
の
「
根
源
的
設
定
」
に
よ
っ
て
、
目
に
み
え
る
も
の
に
せ
よ

目
に
み
え
な
い
も
の
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
「
人
間
的
制
度
」
が
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
な
概
念
な
の
で
も
う
少
し

石
川
君
の
説
明
を
聞
い
て
お
こ
う
。

　
　
「
私
た
ち
は
根
源
的
制
度
化
に
よ
っ
て
混
沌
と
し
て
の
く
地
V
8
且

　
　
を
差
異
化
し
て
そ
の
上
に
一
定
の
意
味
（
秩
序
）
を
も
つ
く
図
ζ
蒔
ξ
o

　
　
を
描
き
出
す
が
、
こ
の
〈
図
〉
の
初
源
は
、
人
問
の
場
合
、
最
初
か

　
　
ら
共
同
化
さ
れ
た
〈
私
た
ち
〉
の
世
界
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」
。

　
人
間
に
と
っ
て
意
識
を
も
つ
こ
と
自
体
す
で
に
コ
つ
の
制
度
化
」
に

他
な
ら
な
い
か
ら
、
人
間
が
自
己
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
同
時
に

そ
こ
に
「
私
た
ち
の
世
界
」
の
「
台
座
」
と
い
う
共
同
的
な
世
界
が
形
成

さ
れ
て
い
る
。
「
人
間
が
自
己
意
識
を
も
つ
と
い
う
事
態
は
根
源
的
意
味

に
お
け
る
制
度
で
あ
り
、
前
反
省
的
意
識
次
元
に
お
い
て
〈
わ
れ
わ
れ
〉

の
交
流
が
す
で
に
成
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
」
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
「
世

界
か
ら
独
立
し
た
超
越
的
・
構
成
的
主
観
と
し
て
の
〈
我
〉
」
か
ら
出
発
す

る
の
で
は
な
く
、
「
根
源
的
制
度
化
」
に
よ
っ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
〈
わ

れ
わ
れ
〉
と
い
う
共
同
態
か
ら
出
発
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

③
　
「
根
源
的
制
度
化
」
と
し
て
の
「
時
間
」
と
「
言
語
」

　
次
い
で
石
川
君
は
こ
の
「
根
源
的
制
度
化
」
概
念
を
前
提
と
し
て
、

「
根
源
的
制
度
」
の
成
立
に
は
「
時
間
」
と
「
言
語
」
が
根
本
的
要
因
と
し

て
か
か
わ
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
「
根
源
的
制
度
と
し
て
の

時
間
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
人
間
の
固
有
性
は
自
己
意
識
（
対

自
的
意
識
）
を
持
つ
点
に
あ
る
。
石
川
君
は
サ
ル
ト
ル
に
よ
り
つ
つ
、
「
対

自
的
意
識
」
を
持
つ
と
は
、
「
観
念
的
に
自
己
疎
外
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
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て
絶
え
ず
自
己
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
ず
、
こ
の
こ

と
こ
そ
が
人
間
が
普
遍
的
に
所
有
す
る
根
源
的
「
制
度
」
な
の
で
あ
り
、

こ
の
「
乗
り
越
え
」
に
よ
っ
て
「
時
間
」
が
析
出
し
て
く
る
、
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
主
と
し
て
吉
本
隆
明
に
依
拠
し
つ
つ
、
「
根
源
的
制
度
と
し
て

の
言
語
」
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
自
己
意
識
を
持
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
関
係
す
る
領
域
の
す
べ
て
を
「
人
間
化
」
し
た
と

と
ら
え
ら
れ
る
。
「
自
己
意
識
の
成
立
」
、
そ
し
て
「
人
間
的
に
な
っ
た
世

界
」
の
成
立
、
さ
ら
に
は
「
人
間
と
い
う
現
象
」
を
可
能
に
す
る
地
平
の

成
立
に
あ
た
っ
て
、
「
根
源
的
制
度
」
と
し
て
の
言
語
が
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
言
語
を
問
題
に
す
る
場
合
、
吉
本
の

言
語
論
が
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
本
論
文
で
は
吉
本
の
『
言
語

に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
の
論
旨
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
吉
本
の
言
語
論
の
特
徴

は
「
既
に
存
在
す
る
言
語
の
体
系
」
で
は
な
く
「
表
現
と
し
て
の
言
語
」

を
主
題
化
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
「
ひ
と
は
な
ぜ
言
語
を
発
す
る

の
か
」
と
い
う
地
点
、
「
初
源
」
に
お
け
る
「
人
間
的
意
識
と
言
語
の
関
係
」

を
問
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
論
文
に
よ
れ
ば
、
吉
本
の
独
創
性
は
「
人

間
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
〈
対
象
的
な
識
知
〉
口
観
念
化
の
過
程
を
可
能

に
す
る
本
質
要
件
を
言
語
（
表
現
と
し
て
の
言
語
、
と
り
わ
け
自
己
表
出

と
し
て
の
言
語
）
に
求
め
、
言
語
的
意
識
は
自
然
的
意
識
や
知
覚
的
意
識

と
は
異
な
る
位
相
に
あ
る
こ
と
」
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
。

④
メ
ル
ロ
ロ
ポ
ン
テ
ィ
の
「
制
度
」
論

　
人
間
の
自
己
意
識
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
時
間
や
言
語
が
根
源
的
制
度

と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
方
を
さ
ら
に
引
き
延
ば
し
て
い
く
と
、

意
識
も
ま
た
徹
底
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
晩
年

の
メ
ル
ロ
ロ
ポ
ン
テ
ィ
は
意
識
と
対
象
、
観
念
と
物
質
の
二
元
論
と
い
う

近
代
哲
学
が
含
み
込
ん
だ
ア
ポ
リ
ア
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
一
連
の
試

み
の
な
か
で
、
「
制
度
」
の
概
念
に
着
目
し
て
い
る
。
す
で
に
処
女
作
『
行

動
の
構
造
』
に
お
い
て
メ
ル
ロ
ロ
ポ
ン
テ
ィ
は
物
で
も
観
念
で
も
な
い
行

動
や
構
造
と
い
っ
た
概
念
を
主
題
に
採
り
、
二
元
論
を
回
避
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
ま
た
「
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
は
「
意
識
主
体
」
と
い
う

観
念
に
対
し
て
「
身
体
主
体
」
と
い
う
観
念
を
対
峙
さ
せ
た
り
し
た
点
に

も
そ
の
試
み
は
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
点
に
お
い
て
「
意
識
を

超
え
た
、
否
、
意
識
を
も
含
み
込
む
よ
う
な
存
在
の
次
元
に
焦
点
を
あ
て

て
」
い
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
の
ち
の
「
制
度
」
論
を
想
起
さ
せ
る
も
の

が
あ
る
。

　
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
「
生
活
世
界
」
を
、

〈
我
V
　
に
代
え
て
出
発
点
に
置
く
べ
き
だ
と
考
え
た
が
、
メ
ル
ロ
“
ポ

ン
テ
ィ
は
基
本
的
に
こ
の
観
点
を
継
承
し
た
。
そ
し
て
石
川
君
は
木
田
元

氏
の
論
文
を
手
掛
か
り
に
、
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
は
「
生
活
世
界
」
に
お

け
る
人
間
主
体
を
「
意
識
」
で
は
な
く
、
「
身
体
」
と
と
ら
え
、
『
知
覚
の

現
象
学
』
に
お
け
る
「
身
体
主
体
」
の
理
論
を
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の

後
期
思
想
に
お
い
て
「
制
度
」
の
概
念
を
手
掛
か
り
に
さ
ら
に
深
化
さ
せ

て
い
っ
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ
旺
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
根
本
的

特
徴
は
「
構
成
的
意
識
」
で
は
な
く
、
「
共
存
の
領
域
」
か
ら
出
発
す
る
と

い
う
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の
領
域
の
内
容
を
解
明
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
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共
存
の
領
域
に
お
け
る
意
識
の
在
り
方
を
、

覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
「
身
体
的
意
識
」

さ
ら
に
み
後
年
こ
れ
を
「
制
度
化
的
意
識
」

メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ
は
「
知

と
し
て
規
定
し
て
い
た
が
、

と
し
て
精
緻
化
し
て
い
っ
た
。

〈
5
〉
　
本
論
文
の
評
価
と
問
題
点

　
以
上
、
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る
石
川
論
文
の
主
旨
を
、
不
十
分
な
が
ら
そ

の
意
図
に
即
し
て
要
約
し
て
き
た
。
最
後
に
本
論
文
は
次
の
よ
う
に
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
本
論
文
の
研
究
視
角
の
独
自
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
の
報
告
の
は
じ
め
に
お
い
て
、
本
論
文
の
特
徴
を
〈
保
守
主
義
の

思
想
史
的
研
究
〉
で
も
〈
保
守
主
義
理
論
の
研
究
〉
で
も
な
く
、
〈
保
守
主

義
の
理
論
的
研
究
〉
で
あ
る
点
に
求
め
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
内
容
を

踏
ま
え
て
い
ま
や
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
半
沢
氏

の
「
保
守
主
義
論
」
な
ど
を
除
け
ば
、
本
論
文
は
数
少
な
い
保
守
主
義
の

く
総
合
的
研
究
V
で
あ
り
、
本
論
文
の
意
義
も
す
ぐ
れ
て
こ
こ
に
求
め
ら

れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
来
の
保
守
主
義
研
究
の
対
象
は
、
一
方
で
、

イ
ギ
リ
ス
で
あ
れ
ば
バ
ー
ク
の
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
れ
ば
ド
ゥ
・
メ
ー
ス
ト

ル
の
、
ド
イ
ッ
で
あ
れ
ば
ミ
ュ
ラ
ー
ら
の
保
守
主
義
の
個
別
研
究
が
主
た

る
も
の
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
英
国
の
『
西
洋
思
想
事
典
』
の
解
説
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
保
守
主
義
と
ド
イ
ッ
型
の
ロ
マ
ン
主
義

的
保
守
主
義
と
を
対
比
し
た
り
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら

既
存
の
研
究
と
の
比
較
に
お
い
て
、
本
論
文
の
独
自
な
視
点
を
よ
り
詳
し

く
言
え
ば
、
社
会
科
学
〈
理
論
〉
と
し
て
見
た
場
合
の
、
保
守
主
義
思
想

の
理
論
的
含
意
に
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
保
守
主
義

は
く
理
論
V
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
経
験
的
主
張
で
あ
る
と
い

う
認
識
は
本
論
文
も
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
自

体
と
し
て
は
社
会
科
学
く
理
論
V
と
は
言
え
な
い
保
守
主
義
思
想
を
、
社

会
科
学
〈
理
論
〉
と
し
て
で
き
る
だ
け
読
み
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
の
が

本
論
文
の
意
図
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
本
論
文
は
決
し
て

保
守
主
義
思
想
の
復
権
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
現
代
の
支
配
秩
序

の
後
ろ
向
き
の
擁
護
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
社
会
科
学
の
充

実
と
い
う
観
点
か
ら
、
保
守
主
義
は
社
会
科
学
に
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お

い
て
貢
献
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
、
つ
ま
り
は
「
保
守
主
義
の
可
能
性
」

に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
視
角
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
視
角
に
関
連
し
て
、
第
二
に
本
論
文
は
保
守
主
義
の
理
論
的
可
能

性
を
、
ど
の
よ
う
な
保
守
主
義
で
あ
れ
、
保
守
主
義
が
い
ず
れ
も
何
ら
か

の
か
た
ち
で
「
近
代
合
理
主
義
」
を
批
判
し
、
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
」

に
視
線
を
向
け
て
い
る
点
に
み
て
い
る
。
そ
し
て
保
守
主
義
が
こ
の
志
向

性
を
持
っ
て
い
る
点
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
こ
の
地
平
に
学
問
的
に

切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
し
な
い
点
に
保
守
主
義
の
限
界
を
み
、
「
制
度
」

論
の
視
点
か
ら
こ
の
限
界
を
突
破
し
て
い
く
方
向
を
追
求
し
て
い
る
。

　
第
三
に
個
別
的
論
文
を
見
た
場
合
、
と
り
わ
け
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
論

が
注
目
に
値
す
る
。
従
来
の
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
政
治
思
想
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
主
と
し
て
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル
」
と
「
弁
証
法
の
冒
険
』

に
限
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
本
論
文
は
対
象
を
よ
り
一
層
拡
げ
、
彼
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の
作
品
の
前
期
・
後
期
の
全
般
に
わ
た
っ
て
視
野
を
向
け
、
彼
の
思
想
に

内
在
す
る
政
治
・
社
会
的
次
元
を
析
出
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ
”
ポ
ン
テ
ィ

思
想
の
総
体
を
保
守
主
義
の
枠
組
み
で
と
ら
え
る
視
角
に
は
異
論
も
あ
ろ

う
が
、
本
論
文
の
言
う
よ
う
に
保
守
主
義
の
中
心
的
価
値
が
制
度
に
あ
る

と
す
れ
ば
、
メ
ル
ロ
に
ポ
ン
テ
ィ
に
見
ら
れ
る
「
制
度
」
の
概
念
は
、
サ

ル
ト
ル
の
よ
う
な
知
識
人
と
比
較
し
た
場
合
、
確
か
に
政
治
的
に
は
保
守

的
で
あ
り
、
ま
た
本
論
文
が
特
に
注
目
し
て
い
る
メ
ル
ロ
匡
ポ
ン
テ
ィ
の

「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
っ
た
も
の
は
啓
蒙
合
理
主
義
と
、
そ
れ
を
根
底
に

捉
え
た
抽
象
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
し
、
保
守

主
義
と
の
親
近
性
を
み
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
き
わ
め
て
野
心
的
で
、
し
か
も
幅
広
い
分
野
と
人
物
を
カ
バ
：

し
て
い
る
だ
け
に
、
本
論
文
に
は
問
題
点
や
今
後
な
お
検
討
す
べ
き
問
題

点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
本
論
文
で
は
「
近

代
合
理
主
義
」
批
判
の
全
般
が
保
守
主
義
と
同
一
視
さ
れ
が
ち
で
、
時
に

不
用
意
な
表
現
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
「
近
代
合
理
主
義
」
批
判
の
思
想

と
し
て
は
、
一
九
世
紀
前
半
に
限
っ
て
も
、
保
守
主
義
の
ほ
か
に
ロ
マ
ン

主
義
や
社
会
主
義
な
ど
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。
「
近
代
合
理
主
義
」
批

判
、
「
理
性
を
可
能
に
す
る
地
平
」
に
着
目
し
て
も
こ
れ
ら
の
思
想
と
の
比

較
検
討
が
な
お
一
層
必
要
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
マ
ン
ハ
イ
ム
は
「
啓
蒙
合

理
主
義
」
批
判
を
保
守
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
に
み
、
そ
れ
ら
が
へ
ー
ゲ

ル
に
よ
っ
て
啓
蒙
思
想
と
総
合
さ
れ
、
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
流
れ
込

ん
で
い
く
系
譜
に
着
目
し
て
い
る
が
、
石
川
君
は
こ
れ
ら
を
保
守
主
義
と

区
別
し
て
ど
う
と
ら
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
二
に
本
論
文
は
保
守
主
義
の
限
界
を
制
度
論
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
制
度
論
と
し
て
は
ま
だ
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
例
え
ば
言
語
論
に
限
っ
て
み
て
も
、
ヘ
ル
ダ
ー
や
ル
ソ
ー
か
ら
始
ま
っ

て
今
世
紀
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
な
ど
多
く
の
成
果
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
制

度
」
論
の
構
築
に
あ
た
っ
て
役
立
つ
点
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
根
源
的
制
度
化
」
の
概
念
は
注
目
に
値
す
る
が
、
「
根
源
的
制
度
」
と
し
て

の
「
時
間
」
や
「
言
語
」
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
と
保
守
主
義
思
想
の
「
解

体
」
H
「
構
築
」
と
は
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
ま
だ
必
ず
し
も
自
明

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
三
に
も
と
も
と
個
別
的
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
集
め
た
も
の
と
は
い

え
、
本
論
文
に
は
あ
ま
り
に
も
同
じ
主
張
の
繰
り
返
し
が
多
い
。
今
後
ま
た

別
の
か
た
ち
で
発
表
す
る
際
に
は
も
っ
と
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
と
は
い
え
、
本
論
文
を
総
合
的
に
評
価
し
、
あ
わ
せ
て
本
論
文
に
見
ら

れ
る
論
者
の
学
識
の
深
さ
に
鑑
み
、
審
査
員
一
同
、
本
論
文
は
法
学
博
士

（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
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