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小
嶋
華
津
子
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
小
嶋
華
津
子
君
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文

主
義
中
国
と
労
働
組
合
」
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

糸冬　第’　第9　　　　第　　第　　舞醇　鐸与　r茎

章六五ト四三二一一章
　も　 ぜ　 ロ　 ヨエじ　 コヒ　　と　　サ

　早早　早 甲・早早

「
社
会

本
研
究
の
視
角

建
国
初
期
の
工
会
を
め
ぐ
る
論
争

一
九
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
の
工
会
論
争

社
会
セ
義
教
育
運
動
と
工
会

ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
人
革
命
と
労
働
者
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
i

経
済
体
制
改
革
と
工
会

市
場
経
済
化
と
工
会
の
自
立
化
を
め
ぐ
る
議
論

結
語

　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
中
国
に
お
い
て
は
、
｝
九
七
八
年
に
開
始
以
来
す
で
に
三
〇
年
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
改
革
・
開
放
政
策
の
も
と
、
そ
れ
以
前
の
三
〇

年
の
社
会
主
義
体
制
の
な
か
で
蓄
積
さ
れ
た
各
種
の
歪
み
の
是
正
に

取
り
組
ん
で
き
た
。
郵
小
平
に
よ
る
］
九
九
二
年
の
南
巡
講
話
以
来
、

中
国
は
計
画
経
済
へ
の
固
執
を
捨
て
市
場
経
済
と
開
放
経
済
へ
の
体

制
転
換
を
は
か
っ
て
き
た
。
二
〇
〇
一
年
の
W
T
O
（
世
界
貿
易
機

関
）
へ
の
加
盟
は
そ
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
路
線
転
換
は
確
か
に
中
国
の
巨
大
な
経
済
成
長
を
呼
び
起
こ

し
た
。
し
か
し
時
問
の
経
過
と
と
も
に
、
地
域
格
差
や
個
人
所
得
格

差
は
無
制
限
に
広
が
り
、
社
会
的
弱
者
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
。
弱

者
の
中
心
的
存
在
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
で
あ
る
。
い
ま
や
彼
ら

は
社
会
の
底
辺
で
最
低
限
の
生
活
保
障
を
求
め
る
存
在
に
な
っ
て
い

る
。　

共
産
党
の
担
い
手
の
中
核
で
あ
り
、
社
会
主
義
社
会
の
主
人
公
と

な
る
は
ず
で
あ
っ
た
労
働
者
は
、
実
質
的
に
資
本
主
義
に
向
か
う
な

か
で
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
構
図
は
そ
も

そ
も
改
革
・
開
放
以
後
だ
け
の
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
の

堅
固
な
社
会
主
義
体
制
の
時
代
に
、
労
働
者
は
祉
会
主
義
体
制
に
相

応
し
い
生
活
条
件
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
に
は
労
働
者

の
利
益
を
代
弁
す
べ
き
組
織
と
し
て
工
会
（
労
働
組
合
）
が
存
在
す

る
。
し
か
し
工
会
は
真
に
労
働
者
の
利
益
を
代
弁
し
て
き
た
の
て
あ

ろ
う
か
。

　
小
嶋
華
津
子
君
の
問
題
意
識
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
小
嶋
君
は

労
働
者
の
代
表
た
る
べ
き
工
会
の
あ
り
よ
う
を
、
建
国
と
そ
の
後
の
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社
会
主
義
建
設
か
ら
文
化
大
革
命
、
改
革
・
開
放
政
策
を
経
由
し
て

現
在
に
い
た
る
歴
史
的
経
緯
に
沿
っ
て
実
証
的
に
分
析
す
る
こ
と
て
、

中
国
に
お
け
る
社
会
主
義
の
意
味
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
嶋
君
の
問
題
意
識
は
、
「
建
国
以
来
今
目

ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
工
会
の
位
置
つ
け
と
機
能
を
め
ぐ
る
論
争

の
経
緯
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
社
会
主
義
』
、
『
ブ
ロ
レ
タ
リ

ア
独
裁
』
の
名
の
下
に
表
面
化
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
労
働
者
階

級
』
内
部
の
利
益
衝
突
と
そ
こ
に
派
生
す
る
中
国
現
代
史
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。

　
共
産
党
は
そ
の
本
来
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
自
身
が
労
働
者

階
級
の
前
衛
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
共
産
党
の
利
益
か
、
権
力
掌
握

後
に
労
働
者
階
級
の
利
益
と
乖
離
す
る
こ
と
自
体
が
あ
り
え
な
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
は
ま
っ
た
く
逆
て
あ
っ
た
。
今
日
で
は
、

中
国
共
産
党
で
す
ら
こ
の
現
実
を
認
め
さ
る
を
え
な
い
状
況
が
前
述

の
よ
う
に
多
々
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
工
会
は
党
・
政
府

と
労
働
者
の
中
間
に
位
置
し
、
そ
の
存
在
と
方
向
が
問
わ
れ
て
い
る
。

工
会
（
労
働
組
合
）
と
い
う
中
国
政
治
の
琴
線
に
触
れ
る
テ
ー
マ
に

着
目
し
て
、
工
会
、
党
・
政
府
、
労
働
者
（
社
会
）
の
関
係
に
迫
る

こ
と
で
中
華
人
民
共
和
国
史
を
鳥
諏
し
よ
う
と
す
る
野
心
的
な
試
み

が
本
研
究
の
意
図
て
あ
る
。

　
中
国
の
工
会
や
労
働
者
に
関
す
る
研
究
は
、
過
去
に
も
存
在
す
る
。

建
国
以
後
の
中
国
に
お
け
る
［
会
の
機
能
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
、

工
会
の
幹
部
人
事
や
組
織
構
造
に
関
す
る
研
究
、
労
働
者
階
級
内
部

の
格
差
や
雇
用
に
関
す
る
利
害
関
係
か
ら
表
出
す
る
集
団
行
動
に
関

す
る
研
究
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
小
嶋
君
は
、
こ
れ
ら
の

先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
現
代
中
国
研
究
の
世
界
て
近

年
よ
り
さ
か
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
広
い
意
味
で
の
「
国

家
」
1
「
社
会
」
ア
プ
ロ
ー
チ
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
フ
て
れ
は
民

主
化
へ
の
主
観
的
期
待
を
込
め
た
よ
う
な
過
去
の
「
市
民
社
会
」
論

ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
ま
た
近
年
有
力
な
ア
ブ
ロ
ー
チ
で
あ
る
国

家
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ス
ム
ヘ
の
移
行
論

で
も
な
く
、
基
本
的
に
ア
ク
タ
ー
中
心
の
多
元
主
義
の
立
場
か
ら
、

党
・
国
家
と
労
働
者
の
間
で
揺
れ
動
く
工
会
の
複
雑
な
「
共
棲
・
対

立
・
融
合
の
構
図
」
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　
以
L
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
提
示
と
先
行
研
究
の
再
検
討
か
、
本

論
文
の
序
章
に
お
い
て
き
わ
め
て
明
瞭
な
筆
致
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
第
↓
章
「
建
国
初
期
の
工
会
を
め
ぐ
る
論
争
」
で
は
、
建
国
直
後

の
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
生
起
し
た
工
会
の
立
場
を
め
ぐ
る
中
国
共

産
党
内
部
の
論
争
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
大
別
す
る
と
、
当
時
党

内
に
は
二
つ
の
立
場
が
存
在
し
た
。
一
つ
は
郵
子
恢
、
劉
少
奇
、
李
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立
三
ら
の
主
張
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
新
民
主
主
義
革
命
か
ら
社
会
主

義
革
命
へ
と
い
う
二
段
階
革
命
論
の
観
点
か
ら
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
と
の
団
結
を
重
視
し
、
工
会
に
当
時
の
主
要
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
資

本
家
、
共
産
党
、
行
政
に
対
す
る
自
立
的
な
権
限
を
付
与
し
よ
う
と

考
え
た
。
も
う
一
つ
は
、
高
歯
や
毛
沢
東
ら
の
主
張
で
あ
る
。
彼
ら

は
社
会
主
義
革
命
を
急
ぐ
観
点
か
ら
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
役
割

を
制
限
し
、
党
と
工
会
の
一
体
化
と
国
営
企
業
内
の
党
・
行
政
・
工

会
の
一
体
化
を
進
め
る
よ
う
主
張
し
た
。
こ
の
論
争
で
は
、
結
果
と

し
て
、
後
者
の
急
進
派
が
勝
利
し
た
。
工
会
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
、

建
国
早
々
か
ら
党
内
で
こ
の
よ
う
な
論
争
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
が

重
要
な
発
見
で
あ
る
。

　
第
二
章
』
九
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
の
工
会
論
争
」
は
、

一
九
五
〇
年
代
後
半
の
整
風
運
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
時
期
に
か

け
て
、
中
華
全
国
総
工
会
（
全
総
）
を
頂
点
と
し
た
工
会
関
係
者
内

部
で
起
こ
っ
た
工
会
の
位
置
づ
け
と
任
務
を
め
ぐ
る
論
争
を
、
『
工

人
日
報
』
、
『
中
国
工
運
』
、
地
方
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
一
次
資
料
を

駆
使
し
な
が
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
一
九
五
六
年
か
ら
中
国

で
は
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
頻
発
し
た
。
こ
れ
に
無
力
感
を
抱
い

た
工
会
関
係
者
た
ち
は
、
労
働
者
の
生
活
や
雇
用
条
件
に
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
と
感
じ
、
工
会
の
あ
る
種
の
利
益
集
団
化
へ
向
け
た
動
き

を
見
せ
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
反
右
派
闘
争
の
開
始
な
ど
も
あ
っ
て
、

こ
う
し
た
動
き
は
党
・
行
政
か
ら
の
強
い
干
渉
を
受
け
、
結
局
の
と

こ
ろ
挫
折
の
運
命
を
た
ど
り
、
全
総
主
席
の
頼
若
愚
ら
関
係
者
も
粛

清
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
工
会
は
党
と
の
一
体
化
の
道
を
歩
み
、
存

在
意
義
は
失
わ
れ
有
名
無
実
化
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
政
治
過
程
の

分
析
も
、
新
た
な
発
見
の
連
続
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
社
会
主
義
教
育
運
動
と
工
会
」
は
、
文
化
大
革
命
の
前

史
と
も
い
う
べ
き
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
社
会
主
義
教
育
運
動
期
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
段
階
で
す

で
に
党
と
一
体
化
さ
せ
ら
れ
た
工
会
が
、
今
度
は
党
に
よ
っ
て
一
定

の
自
主
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
や
が
て
文
化

大
革
命
の
開
始
と
と
も
に
そ
れ
も
雲
散
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
描
か

れ
る
。
大
躍
進
政
策
の
失
敗
に
よ
る
経
済
破
綻
は
労
働
者
の
生
活
・

労
働
条
件
を
悪
化
さ
せ
、
社
会
不
安
も
増
大
さ
せ
た
。
こ
の
状
況
の

な
か
で
、
党
中
央
は
労
働
者
の
不
満
表
出
の
場
と
し
て
職
員
・
労
働

者
代
表
大
会
制
度
な
ど
の
活
用
を
考
え
、
そ
こ
で
の
工
会
の
役
割
に

期
待
し
た
。
し
か
し
社
会
主
義
教
育
運
動
の
急
進
化
に
よ
り
こ
う
し

た
機
会
も
消
失
し
た
。
小
嶋
君
は
、
そ
れ
が
逆
に
、
文
化
大
革
命
に

お
け
る
労
働
者
造
反
組
織
の
過
激
化
に
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
示
唆
す
る
。

　
第
四
章
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
と
労
働
者
（
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
）
」
は
、
文
化
大
革
命
に
お
け
る
労
働
者
の
造
反
運
動
と
組
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織
の
命
運
を
先
行
研
究
に
対
す
る
批
判
的
検
討
の
な
か
で
解
明
し
て

い
る
。
文
革
中
の
労
働
者
に
よ
る
造
反
運
動
の
動
機
に
関
し
て
、
従

来
の
研
究
で
は
生
活
待
遇
改
善
要
求
と
し
て
の
経
済
主
義
か
、
あ
る

い
は
不
当
な
権
威
に
対
抗
ま
た
そ
れ
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
政
治
的

背
景
か
の
論
争
が
あ
る
と
い
う
。
小
嶋
君
は
い
ず
れ
の
議
論
に
も
組

み
せ
ず
、
文
革
で
は
ま
ず
経
済
的
要
求
を
掲
げ
る
底
辺
の
労
働
者
が

切
り
捨
て
ら
れ
、
つ
づ
い
て
革
命
委
員
会
や
労
働
者
代
表
会
議
（
工

代
会
）
に
反
発
す
る
労
働
者
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
運
命
を
た
ど
り
、

党
に
従
順
な
労
働
者
の
み
に
よ
る
大
連
合
が
形
成
さ
れ
た
と
主
張
す

る
。
こ
れ
も
斬
新
な
指
摘
で
あ
る
。

　
第
五
章
「
経
済
体
制
改
革
と
工
会
」
は
市
場
経
済
を
導
入
し
は
じ

め
、
経
済
と
政
治
の
体
制
改
革
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
八

○
年
代
を
取
り
上
げ
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
労
働
者
階
級
と
工
会
の

位
置
づ
け
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
至
り
、
そ
れ
ま

で
表
に
さ
れ
な
か
っ
た
労
働
者
階
級
内
部
の
分
化
や
党
・
政
府
・
労

働
者
の
問
の
矛
盾
が
一
挙
に
表
面
化
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か

で
、
工
会
は
党
の
政
策
の
も
と
で
、
む
し
ろ
利
益
集
団
化
の
方
向
が

検
討
さ
れ
た
。
そ
れ
は
党
自
身
が
指
導
強
化
の
た
め
に
、
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ズ
ム
体
制
の
構
築
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

は
工
会
幹
部
の
人
事
権
を
手
放
し
、
自
立
性
を
与
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
工
会
と
党
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
工
会

内
部
で
も
論
争
が
起
こ
り
、
よ
り
自
立
性
を
求
め
る
声
が
強
ま
っ
た
。

だ
が
、
最
終
的
に
は
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
に
よ
り
、
工
会
に

対
す
る
党
の
指
導
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
で
幕
が
お
ろ
さ
れ
た
。

　
第
六
章
「
市
場
経
済
化
と
工
会
の
自
立
化
を
め
ぐ
る
議
論
」
は
、

一
九
九
〇
年
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
急
激
な
市
場
経
済
化
と
国
際
化

の
な
か
で
の
工
会
の
役
割
と
位
置
づ
け
、
お
よ
び
そ
の
限
界
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
九
〇
年
代
以
後
、
中
国
の
工
会
は
組
織
率
の
低
下
、

労
使
間
紛
争
の
増
加
と
激
化
、
労
働
問
題
の
国
際
化
な
ど
の
状
況
に

直
面
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
も
成
し
え
な
い
現
実
と
の
間
で
悩
ん

だ
。
そ
こ
か
ら
工
会
の
存
在
意
義
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
立
場
が
登
場

し
た
。
一
つ
は
従
来
型
の
党
の
指
導
の
下
で
の
工
会
に
甘
ん
じ
よ
う

と
す
る
消
極
的
改
革
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
労
働
者
階
級
内
部
の

利
益
分
化
と
格
差
拡
大
の
な
か
で
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
の
代
表

と
し
て
工
会
を
利
益
集
団
化
さ
せ
、
本
来
の
意
味
に
修
正
し
よ
う
と

す
る
抜
本
的
改
革
論
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の
決
着
は
ま
だ
つ
い
て
い

な
い
。
こ
の
問
題
は
国
是
と
し
て
の
「
社
会
主
義
」
や
「
共
産
党
指

導
」
の
原
則
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
帰
趨
に
よ
っ
て
は
政
治
体

制
の
大
幅
な
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　
終
章
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
各
章
で
展
開
さ
れ
た
議
論
を

総
括
し
、
中
国
に
お
け
る
工
会
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
が
「
国
家
」

と
「
社
会
」
の
葛
藤
の
場
で
あ
り
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
そ
れ

99



法学研究79巻4号（2006：4）

ま
で
優
位
を
占
め
て
い
た
工
会
の
「
国
家
」
の
顔
に
代
わ
っ
て
徐
々

に
「
社
会
」
の
顔
が
伸
張
し
て
い
く
過
程
が
見
ら
れ
る
と
結
論
づ
け

て
い
る
。
つ
ま
り
工
会
の
社
会
化
が
、
「
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」

と
し
て
の
側
面
を
形
成
す
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
が
現
在
の
政
治
体
制
の
も
と
で
容
易
で
な
い
こ
と
も
小
嶋
君
は

熟
知
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
偉

　
本
論
文
の
業
績
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
本
論
文
は
中
国
の
労
働
組
合
（
工
会
）
に
関
し
て
、
政

治
体
制
の
観
点
か
ら
実
証
的
に
分
析
し
た
先
駆
と
い
う
べ
き
包
括
的

研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
中
国
研
究
に
お
い

て
も
当
て
は
ま
る
。
本
研
究
は
中
華
人
民
共
和
国
の
誕
生
か
ら
現
在

に
い
た
る
ま
で
の
工
会
の
役
割
を
め
ぐ
る
党
内
論
争
、
工
会
内
部
の

論
争
、
工
会
と
党
・
政
府
や
労
働
者
と
の
関
係
性
、
労
働
者
の
位
置

づ
け
を
め
ぐ
る
様
々
な
葛
藤
な
ど
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な

か
っ
た
新
た
な
事
実
を
次
々
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
論
理
と
論
旨

は
い
ず
れ
の
章
を
と
っ
て
も
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
そ
の
筆
致
も

若
手
研
究
者
と
は
思
え
ぬ
鮮
や
か
さ
で
際
立
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
中
国
政
治
を
比
較
政
治
の
姐
上
に
載
せ
よ
う
と
す
る
努

力
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
来
、
中
国
政
治
研
究
は
、
そ
れ

自
体
の
言
葉
遣
い
と
中
国
政
治
自
体
の
不
透
明
性
も
手
伝
っ
て
、
特

殊
を
強
調
す
る
こ
と
で
地
域
研
究
の
狭
い
領
域
に
と
ど
ま
り
、
他
地

域
と
の
比
較
を
拒
む
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
小
嶋
君
の
手
法
は
、

比
較
政
治
の
言
葉
と
枠
組
み
を
で
き
る
か
ぎ
り
応
用
す
る
こ
と
で
、

中
国
政
治
研
究
の
新
地
平
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
。
小
嶋
華
津
子
君

が
す
で
に
現
代
中
国
研
究
の
分
野
で
高
く
評
価
さ
れ
、
次
世
代
の
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
学
問
的
指
向
性
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
第
三
に
、
本
論
文
が
先
行
研
究
に
対
す
る
き
わ
め
て
綿
密
な
再
検

討
を
行
い
、
さ
ら
に
内
外
の
新
資
料
を
大
量
に
そ
し
て
有
効
に
使
用

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
小
嶋
君
は
ど
の
章
に
お
い
て
も
丁
寧
に
中
国

の
関
連
テ
ー
マ
に
関
す
る
内
外
の
先
行
研
究
に
目
を
通
し
、
そ
れ
ら

と
自
身
の
立
場
を
区
分
け
し
、
絶
え
ず
持
論
の
位
置
を
確
認
し
て
い

る
。
こ
れ
は
学
術
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
重
要
な
点
と
し
て
指
摘

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
だ
け
に

終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
小
嶋
君

は
実
に
膨
大
な
中
国
語
の
原
資
料
を
読
み
込
ん
で
い
る
。
工
会
に
関

す
る
あ
ら
ゆ
る
新
聞
や
雑
誌
の
み
な
ら
す
、
地
方
の
新
聞
や
雑
誌
に

ま
で
そ
れ
は
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
確
実
な
実
証
分
析
が
彼
女
の

研
究
の
真
髄
で
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
論
文
に
も
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
が
な
い
わ
け

1（）0
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で
は
な
い
。
小
嶋
君
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
本
論
文
の
関
心

は
主
と
し
て
党
や
国
家
の
側
か
ら
見
た
工
会
で
あ
り
、
同
時
に
工
会

指
導
者
内
部
の
政
治
論
争
で
あ
る
が
、
党
と
工
会
と
の
関
係
を
描
い

た
密
度
に
比
べ
る
と
、
社
会
の
側
か
ら
見
た
工
会
の
分
析
は
必
ず
し

も
十
分
と
は
言
え
な
い
。
資
料
の
絶
対
的
不
足
と
い
う
理
由
が
あ
る

と
は
い
え
、
現
場
に
お
け
る
工
会
と
労
働
者
の
関
係
の
分
析
に
つ
い

て
、
書
き
込
み
が
不
足
し
て
い
る
印
象
は
拭
え
な
い
。
い
ま
一
つ
今

後
の
課
題
を
付
け
加
え
れ
ば
、
一
九
四
九
年
以
前
に
中
国
共
産
党
が

労
働
者
階
級
に
接
近
を
試
み
た
際
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
や
観
念
か
、

ど
の
よ
う
な
形
て
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
降
に
引
き
継
が
れ
て
い

る
の
か
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ

ア
の
労
働
組
合
に
関
す
る
先
行
研
究
が
か
な
り
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
の
視
座
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
豊
か
な
内
容
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
党
・
国
家
と
工
会
と
の
長
期
に
わ
た

る
複
雑
な
関
係
を
描
き
き
っ
た
力
量
は
、
以
上
の
よ
う
な
不
足
を
補

っ
て
余
り
あ
る
も
の
と
確
信
す
る
。

　
小
嶋
華
津
子
君
に
よ
る
本
研
究
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
世
界
の

中
国
政
治
研
究
に
お
い
て
も
先
駆
的
業
績
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

今
後
は
自
身
の
研
究
を
日
本
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
世
界
の
学
界

て
披
露
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
希
望
を
最
後
に
添
え
て
お
き
た
い
。

　
審
査
員
一
同
は
、
本
論
文
が
中
国
の
労
働
組
合
（
i
会
）
に
関
す

る
緻
密
な
分
析
に
も
と
づ
い
た
先
駆
的
な
研
究
て
あ
る
と
判
断
し
、

こ
こ
で
示
さ
れ
た
小
嶋
華
津
子
君
の
業
績
が
博
士
学
位
（
法
学
、
慶

鷹
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
値
す
る
十
分
な
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
二
月
二
七
日

主
査

副
査

副
査

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
　
　
学
　
　
博
　
　
士

国
分
　
良
成

横
手
　
慎
二

高
橋
　
伸
夫
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