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特別記事

特
別
記
事

青
山
瑠
妙
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
青
山
瑠
妙
君
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
中
国
に

お
け
る
対
外
政
策
の
構
造
と
展
開
」
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

終
章

序
論

対
外
政
策
の
シ
ス
テ
ム
と
体
制

冷
戦
初
期
に
お
け
る
対
外
政
策

集
権
主
義
的
政
策
形
成
・
執
行
体
制

文
革
・
米
中
緊
張
緩
和
と
外
交
政
策
・
体
制
の
転
換

対
外
問
題
に
か
か
わ
る
行
政
改
革
と
冷
戦
後
の
対
外
政
策

国
際
・
国
内
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
中
の
中
国
外
交

結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
日
本
で
は
、
現
代
中
国
の
対
外
政
策
に
関
す
る
体
系
的
な
研
究
業

績
は
比
較
的
少
な
い
。
中
国
研
究
の
世
界
に
お
い
て
は
内
政
が
基
本

で
あ
り
、
こ
れ
を
ま
ず
き
ち
ん
と
習
得
し
な
い
限
り
対
外
政
策
を
研

究
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
中

国
の
場
合
は
、
内
政
が
外
交
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
が
、
中
国
共

産
党
に
よ
る
］
党
支
配
と
い
う
政
治
体
制
も
あ
っ
て
か
き
わ
め
て
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
の
研
究
で
は
、
中
国
の
対
外
政
策
を

経
済
面
な
ど
現
実
的
な
外
交
を
志
向
す
る
穏
歩
と
革
命
や
原
則
性
を

強
調
す
る
急
進
の
時
期
の
サ
イ
ク
ル
現
象
と
し
て
理
解
す
る
見
方
が

支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
各
時
代
の
内
政
、

と
り
わ
け
指
導
部
内
の
権
力
闘
争
を
直
接
に
反
映
し
て
い
た
が
ゆ
え

に
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
改
革
開
放
以
後
、
中
国
の
対

外
政
策
に
お
け
る
基
本
方
針
は
、
そ
の
流
れ
で
い
え
ば
間
違
い
な
く

穏
歩
の
時
期
に
突
入
し
、
以
前
に
比
べ
て
変
動
の
幅
は
き
わ
め
て
小

さ
く
な
り
、
見
通
せ
る
将
来
に
お
い
て
か
つ
て
の
よ
う
な
急
進
路
線

が
復
活
す
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
消
え
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
九
〇
年
代

以
後
の
中
国
の
市
場
経
済
化
と
経
済
成
長
を
通
じ
た
世
界
的
台
頭
に

よ
り
、
そ
の
存
在
感
は
世
界
市
場
と
の
相
互
依
存
化
も
あ
っ
て
巨
大

な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
が
実
際
の
姿
で
あ
る
。
同
時
に
、
中
国

外
交
自
体
が
内
政
だ
け
で
な
く
、
世
界
か
ら
受
け
る
影
響
の
幅
も
以

前
に
比
べ
、
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
現
実
の
な
か
で
、
今
ほ
ど
、
中
国
の
対
外
政
策
の
本
格

的
な
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。
か
つ
て
は
内
政
研
究
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の
習
得
者
の
み
が
到
達
で
き
た
中
国
外
交
研
究
も
、
現
在
で
は
内
政

と
外
交
・
国
際
関
係
の
対
等
化
・
一
体
化
が
急
速
に
進
行
し
て
お
り
、

そ
う
し
た
従
来
の
暗
黙
の
前
提
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
青
山
瑠
妙

君
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
で
、
日
本
の
中
国
研
究
に
お

い
て
優
れ
た
業
績
を
現
し
つ
つ
あ
る
若
手
研
究
者
の
筆
頭
で
あ
る
。

青
山
君
は
本
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学
専
攻
に
在
籍
し
た

大
学
院
生
時
代
か
ら
一
貫
し
て
中
国
の
対
外
政
策
研
究
に
従
事
し
、

中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
か
ら
現
在
に
い
た
る
対
外
政
策
の
一
貫
性

と
変
化
を
内
政
と
の
関
連
の
な
か
で
究
明
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
た

び
青
山
君
が
大
学
院
時
代
か
ら
の
研
究
業
績
を
集
大
成
さ
せ
、
博
士

論
文
と
し
て
提
出
し
た
の
が
本
研
究
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
特
に
実

際
の
外
交
政
策
と
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
外
交
体
制
が
時
代
を
追
っ
て

丁
寧
に
分
析
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
両
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

従
来
の
中
国
外
交
研
究
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
手

法
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
を
よ
り
詳
し
く
紹

介
す
る
こ
と
で
、
青
山
君
の
研
究
成
果
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
口

　
ま
ず
序
章
に
お
い
て
は
、
中
国
の
対
外
政
策
に
関
す
る
従
来
の
先

行
研
究
を
整
理
し
た
あ
と
、
本
研
究
の
構
成
と
方
法
論
を
明
確
に
し

て
い
る
。
青
山
瑠
妙
君
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
中
国
外
交
政
策
研
究
は
、

決
定
要
因
と
し
て
の
国
際
環
境
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
国
内

環
境
を
強
調
す
る
も
の
に
二
分
さ
れ
る
と
い
う
が
、
近
年
に
い
た
り

国
内
政
治
と
国
際
政
治
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
注
目
す
る
研
究
が
増
え
て

い
る
と
い
う
。
本
論
文
も
む
し
ろ
近
年
の
研
究
動
向
に
近
い
が
、
こ

れ
ら
よ
り
も
深
化
さ
せ
た
分
析
枠
組
み
と
し
て
、
政
府
、
社
会
、
国

際
環
境
と
い
う
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
の
相
互
関
連
に
注
目
し
、
さ
ら
に

国
内
要
因
と
し
て
最
高
政
策
決
定
者
、
ル
ー
テ
ィ
ン
政
策
決
定
者
、

対
外
機
構
の
三
層
構
造
の
解
明
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
の
対
象
は
、
民
間
団
体
、
市
民
団
体
、
企

業
な
ど
も
含
め
た
広
義
の
「
外
交
」
で
は
な
く
、
「
主
権
国
家
を
主

体
と
す
る
政
府
行
為
」
と
い
う
狭
義
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
政
治
体
制
を
考
慮
す
れ
ば
、
十
分
に
理
解
で

き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
一
章
「
対
外
政
策
の
シ
ス
テ
ム
と
体
制
」
で
は
、
中
国
に
お
け

る
対
外
関
係
を
「
外
交
」
と
「
外
事
」
に
分
類
し
、
そ
の
比
較
検
討

こ
そ
が
中
国
外
交
の
分
析
の
鍵
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
外
事
機
構
は

中
国
に
お
け
る
中
央
か
ら
地
方
へ
の
垂
直
レ
ベ
ル
と
党
・
国
家
（
二

重
指
導
体
制
）
の
水
平
レ
ベ
ル
に
存
在
し
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で

は
、
建
国
以
来
垂
直
レ
ベ
ル
の
関
係
性
が
強
く
、
水
平
レ
ベ
ル
は
薄

弱
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
改
革
開
放
後
に
徐
々
に
こ
れ
が
変
化
し
始
め

た
と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
青
山
君
は
、
垂
直
型
の
外
交
パ
タ
ー
ン
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は
今
日
に
い
た
る
も
旧
態
依
然
と
し
て
強
く
、
水
平
型
は
依
然
と
し

て
弱
体
で
あ
る
と
論
ず
る
。
そ
の
結
果
、
業
務
機
構
を
跨
ぐ
問
題
に

対
す
る
外
交
の
総
合
力
は
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
き
わ
め

て
興
味
深
い
示
唆
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
冷
戦
初
期
に
お
け
る
対
外
政
策
」
で
は
、
一
九
四
九
年

の
中
華
人
民
共
和
国
建
国
の
前
後
に
お
け
る
冷
戦
期
の
外
交
の
政
策

と
体
制
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
中
国
の
対
外
政
策
の
理
論

的
支
柱
は
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
り
わ
け
「
帝
国
主
義
論
」

て
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
の
外
交
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
束
縛
さ
れ
な

い
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
向
ソ
一
辺
倒
」
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
と

の
関
係
も
模
索
さ
れ
た
し
、
建
国
後
も
国
内
経
済
の
必
要
か
ら
「
政

経
分
離
」
の
も
と
で
西
側
諸
国
と
の
経
済
関
係
も
あ
る
程
度
維
持
さ

れ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
外
交
問
題
に
関
わ
る
中
心
的
課
題
と
し

て
、
台
湾
問
題
が
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
米
中
関
係
の
最
大
の
テ

ー
マ
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
外
交
体
制
は
毛
沢
東
以
下
の
ト
ッ
プ
リ

ー
ダ
ー
間
で
業
務
別
や
問
題
別
の
分
業
体
制
が
敷
か
れ
て
お
り
、
最

終
的
な
政
策
調
整
は
彼
ら
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は

軍
事
も
含
め
て
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
第
三
章
「
集
権
主
義
的
政
策
形
成
・
執
行
体
制
」
で
は
、
↓
九
五

〇
年
代
後
半
の
中
国
の
対
西
側
通
商
政
策
と
対
ア
フ
リ
カ
援
助
政
策

を
取
り
上
げ
、
こ
の
段
階
の
対
外
政
策
の
特
徴
と
体
制
を
論
じ
て
い

る
。
青
山
君
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
外
交
体
制
は
L
意
下
達
の
集

権
主
義
で
あ
り
、
最
高
決
定
者
は
毛
沢
東
で
あ
っ
た
が
、
通
商
や
援

助
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
は
周
恩
来
が
主
管
し
て
い
た
。
当
時
、
指

導
部
内
に
は
対
西
側
政
策
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
分
岐
が
あ
っ
た
が
、

現
実
に
は
柔
軟
姿
勢
が
優
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
外
交
に
お

け
る
実
務
系
統
の
発
言
力
が
比
較
的
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
中
ソ
論
争
の
影
響
も
あ

っ
て
党
系
統
の
影
響
力
の
低
下
が
見
ら
れ
、
代
わ
っ
て
政
府
系
統
つ

ま
り
周
恩
来
を
中
心
と
し
た
外
交
系
統
の
人
々
の
台
頭
が
見
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
点
も
従
来
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
部
分
で

あ
る
。

　
第
四
章
「
文
革
・
米
中
緊
張
緩
和
と
外
交
政
策
・
体
制
の
転
換
」

で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
文
化
大
革
命
か
ら
七
〇
年
代
前
半
の

ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
し
た
西
側
諸
国
と
の
関
係
改
善
へ
と
展
開
す

る
時
期
の
外
交
政
策
と
体
制
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
文
化
大
革
命

は
国
内
の
党
と
政
府
の
組
織
や
機
構
を
破
壊
し
た
が
、
そ
の
な
か
で

も
外
交
分
野
は
革
命
の
中
心
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て

比
較
的
秩
序
が
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
従
来
の
研
究
と
は
立
場

を
異
に
し
て
い
る
。
体
制
に
関
し
て
言
え
ば
、
文
革
中
に
最
大
の
敵

で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
関
係
改
善
さ
せ
た
こ
と
で
、
国
内
の
権
力
構
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造
に
埋
め
込
ま
れ
た
冷
戦
体
制
を
溶
解
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
文

革
中
、
周
恩
来
は
浮
沈
を
繰
り
返
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
確
立
し
て

い
た
外
交
に
お
け
る
周
恩
来
を
中
心
と
し
た
一
元
体
制
を
突
き
崩
す

原
因
と
な
り
、
こ
れ
以
後
外
交
体
制
は
集
権
型
か
ら
分
散
型
に
移
行

し
始
め
た
。

　
第
五
章
「
対
外
問
題
に
か
か
わ
る
行
政
改
革
と
冷
戦
後
の
対
外
政

策
」
で
は
、
改
革
開
放
後
の
↓
九
八
○
年
代
か
ら
冷
戦
終
結
後
に
い

た
る
か
な
り
長
い
時
期
が
扱
わ
れ
、
こ
こ
で
も
同
様
に
外
交
の
政
策

と
体
制
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
八
O
年
代
以
後
、
中
国
の
対
外
問
題

に
関
わ
る
行
政
権
限
は
、
外
交
部
か
ら
他
省
庁
へ
、
中
央
か
ら
地
方

へ
と
い
う
形
で
移
動
す
る
こ
と
で
、
分
散
化
の
道
を
た
ど
り
、
中
央

と
外
交
部
は
重
要
問
題
に
関
し
て
の
み
主
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
場
合
、
対
外
間
題
に
関
わ
る
軍
と
行
政
の
間
の
関
係
と
指
導
体

制
は
、
依
然
と
し
て
二
つ
の
異
な
る
領
域
を
形
成
し
、
相
互
交
流
は

少
な
い
。
こ
の
間
、
外
交
官
試
験
や
人
事
制
度
で
も
改
革
が
行
わ
れ
、

外
交
官
と
い
う
一
つ
の
職
能
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
冷

戦
後
、
中
国
は
対
外
政
策
と
し
て
は
一
貫
し
て
協
調
路
線
を
と
ろ
う

と
し
て
い
る
が
、
内
部
の
意
見
は
よ
り
多
元
化
・
分
散
化
し
て
お
り
、

今
後
と
も
複
雑
な
様
相
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
と
い

う
。
本
章
で
指
摘
さ
れ
た
、
外
交
を
め
ぐ
る
軍
と
行
政
の
二
重
体
制

の
部
分
は
学
界
で
注
目
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　
第
六
章
「
国
際
・
国
内
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
中
の
中
国
外
交
」
で
は
、

冷
戦
後
の
中
国
外
交
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
下
に
お
け
る
国
際

と
国
内
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
国
際
環
境
、
中
国
政

府
の
認
識
と
対
応
、
国
内
社
会
と
い
う
三
つ
の
角
度
か
ら
分
析
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
対
外
政
策
に
お
け
る
世
論
の
役
割
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
、
外
交
部
主
導
の
外
交
改
革
な
ど
を
事
例
に
、

こ
れ
ら
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
言
論
の
自
由
が
十
全
に
機
能
し

な
い
中
国
に
お
い
て
は
、
改
革
に
よ
っ
て
伝
統
的
メ
デ
ィ
ア
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
二
つ
の
空
間
の
隙
間
に
大
衆
に
よ
る
対
外
政
策

世
論
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
い
つ
も
規
制
と
競
争
の
綱
引
き
が

存
在
し
、
外
交
と
「
世
論
」
と
の
緊
張
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ

こ
か
ら
外
交
部
自
身
も
世
論
に
配
慮
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
を
試
み

て
い
る
。
ま
だ
限
界
も
あ
り
、
漸
進
的
で
も
あ
る
が
、
以
前
に
比
べ

れ
ば
よ
り
開
か
れ
た
外
交
政
策
と
外
交
体
制
へ
と
向
か
っ
て
動
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
。

　
終
章
に
お
い
て
は
、
本
論
文
の
内
容
を
総
括
し
、
中
国
の
対
外
政

策
の
特
徴
を
党
・
国
家
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
二
重
指
導
体
制
」
、

政
策
決
定
ユ
ニ
ッ
ト
を
形
成
す
る
「
業
務
別
統
括
責
任
制
」
と
「
行

政
区
分
別
統
括
責
任
制
」
、
原
則
問
題
と
実
務
問
題
の
峻
別
、
一
部

の
政
策
決
定
者
や
統
括
責
任
機
構
の
執
行
権
限
の
肥
大
化
、
な
ど
の

観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
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特別記事

　
　
　
　
　
　
　
　
信

　
本
研
究
の
意
義
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
第
一
に
、
青
山
瑠
妙
君
の
研
究
は
、
日
本
に
お
け
る
中
国
の
対
外

政
策
研
究
の
一
つ
の
画
期
を
成
す
業
績
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
従
来
、
中
国
の
対
外
政
策
研
究
の
多
く
が
、
内
外
を
問

わ
ず
歴
史
的
経
緯
や
背
景
の
実
証
分
析
あ
る
い
は
政
策
決
定
分
析
に

終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
研
究
は
外
交
の
政
策
と
体
制
を
同

時
に
取
り
ヒ
げ
、
外
交
体
制
に
着
目
す
る
こ
と
で
中
国
の
対
外
政
策

を
立
体
的
に
浮
か
ひ
上
が
ら
せ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
中
国
の
対
外

政
策
に
お
け
る
党
と
政
府
の
関
係
、
中
央
と
地
方
の
関
係
な
ど
に
踏

み
込
ん
だ
部
分
は
前
人
未
到
の
領
域
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

本
研
究
は
画
期
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
今
後
の
中
国
外
交
研

究
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
に
違
い
な
い
業
績
て
あ
る
。

　
第
二
に
、
本
研
究
が
外
交
体
制
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
結
果
、
従
来

の
中
国
外
交
に
関
す
る
解
釈
に
大
き
な
変
更
を
迫
っ
て
い
る
点
が
見

ら
れ
る
。
中
国
外
交
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
集
権
主
義
的
で
あ
っ
た

も
の
が
文
化
大
革
命
て
破
壊
さ
れ
、
そ
の
後
周
恩
来
に
よ
っ
て
立
て

直
さ
れ
、
改
革
開
放
政
策
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
た
も
の
に
な
り
つ
つ

あ
る
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
青
山
君
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
中
国
外
交
は
文
革
で

必
ず
し
も
破
壊
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
周
恩
来
を
中
心
と
し
た
］
元
指

導
が
崩
れ
た
こ
と
で
政
策
の
体
制
は
分
散
化
さ
れ
た
。
し
か
も
改
革

開
放
後
、
外
交
の
権
限
も
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
応
じ
て
多
元
化
さ

れ
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
て
「
世
論
」
が
介
入
し
始
め
た
こ
と
な

ど
の
結
果
、
対
外
政
策
の
集
約
過
程
か
き
わ
め
て
難
し
く
な
り
つ
つ

あ
る
現
実
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
外
交
に
お
け
る
軍
の
立
場

も
別
個
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

　
第
三
に
、
本
研
究
が
膨
大
な
量
に
お
よ
ぶ
内
外
の
先
行
研
究
と
新

た
な
資
料
を
駆
使
し
て
い
る
点
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
先
行
研
究

に
関
し
て
は
、
〕
本
に
お
い
て
過
去
に
発
表
さ
れ
た
著
書
や
論
文
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
欧
米
で
公
刊
さ
れ
た
英
語
文
献
に
も
数
多
く
あ

た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
依
拠
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら

自
ら
の
視
点
を
提
供
す
る
努
力
を
怠
っ
て
い
な
い
こ
と
は
特
筆
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
語
の
資
料
に
関
し
て
も
、
外
交
に
限

ら
ず
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
原
典
資
料
に
当
た
っ
て

お
り
、
こ
れ
も
敬
服
に
値
す
べ
き
で
あ
る
。
本
研
究
の
深
み
は
こ
う

し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
本
研
究
の
意
義
が
考
え
ら
れ
る
が
、

最
後
に
若
干
の
課
題
を
付
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
本
研
究
は
画
期
て
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
点
の
記
述
が

本
論
の
な
か
で
実
は
い
ま
一
つ
弱
い
。
ま
だ
研
究
途
上
で
十
分
に
確

信
が
も
て
な
い
と
い
う
謙
虚
さ
の
現
れ
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
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本
研
究
の
研
究
史
上
の
意
味
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
、
自
身
の
言
葉

で
よ
り
明
確
に
序
章
な
ど
に
お
い
て
展
開
す
べ
き
で
あ
る
。
本
研
究

は
ま
も
な
く
公
刊
さ
れ
る
予
定
と
聞
く
。
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
期
し
て
、

思
う
存
分
に
こ
の
部
分
を
展
開
し
て
も
ら
い
た
い
。
第
二
に
、
外
交

体
制
の
定
義
と
範
囲
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
し
、
ま
た
外
交
に
関
す

る
党
と
政
府
、
中
央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
と
も
具
体
的

な
事
例
研
究
を
多
く
重
ね
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
恩

来
の
役
割
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
て
き
る
が
、
彼
の
影
響
下

の
人
的
構
成
も
含
め
て
も
う
少
し
詳
し
く
、
そ
し
て
整
理
し
て
論
ず

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
現
在
の
中
国
の
対
外
政
策
に
お
け
る

多
元
化
状
況
に
関
し
て
、
今
後
と
も
よ
り
深
い
研
究
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
こ
て
は
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
軍
を
含

め
た
利
益
集
団
や
民
間
団
体
な
ど
の
役
割
、
ま
た
最
近
の
平
和
的
発

展
論
な
ど
の
外
交
理
念
と
ク
て
の
実
践
に
関
し
て
も
分
析
が
必
要
と
な

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
課
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
本
論
文
の
全
体
の

意
義
を
い
さ
さ
か
も
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
お
い
て
展

開
し
た
先
駆
的
成
果
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
た
め
の
今
後
へ
の
期
待

と
し
て
加
え
た
も
の
に
す
き
な
い
。

　
審
査
員
一
同
は
、
本
論
文
が
中
国
の
対
外
政
策
研
究
の
画
期
を
成

す
も
の
で
あ
る
と
の
確
信
か
ら
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
青
山
瑠
妙
君
の

業
績
が
博
士
学
位
（
法
学
、
慶
慮
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
値
す

る
学
識
を
示
し
た
内
容
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
六
年
一
月
一
　
日

主
査

副
査

副
査

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
哲
学
博
士
（
賄
D
）

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
　
　
学
　
　
博
　
　
士

国
分
　
良
成

添
谷
　
芳
秀

高
橋
　
伸
夫
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