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松
元
雅
和
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
松
元
雅
和
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多

文
化
主
義
1
そ
の
可
能
性
と
方
法
を
め
ぐ
る
政
治
理
論
的
考
察
」

の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

特別記事

序
章

第
一
部
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
多
文
化
主
義
論
争
と
は
何
か

　
　
第
－
章
　
問
題
の
所
在
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
の
論

　
　
　
争

　
　
第
2
章
　
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
「
集
団
を
顧
慮
し
な
い
」
か
1
平

　
　
　
等
保
護
と
集
団
的
処
遇
の
一
解
釈

　
　
第
3
章
　
国
家
中
立
性
と
文
化
保
護
－
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ

　
　
　
ル
な
正
当
化
は
可
能
か

　
第
一
部
の
ま
と
め

第
二
部
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化

　
　
第
4
章
　
自
律
と
文
化
ー
キ
ム
リ
ッ
カ
多
文
化
主
義
論
の
批
判

　
　
　
的
検
討

　
　
第
5
章
　
公
正
と
し
て
の
多
文
化
主
義
i
パ
レ
ク
と
バ
リ
ー
の
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論
争
を
手
が
か
り
に

　
第
6
章
　
「
自
尊
心
の
社
会
的
基
礎
」

　
　
義
の
課
題

第
二
部
の
ま
と
め

　
終
章
　
結
論
と
政
策
的
展
望

と
り
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主

　
松
元
君
が
今
回
提
出
し
た
博
士
論
文
で
試
み
て
い
る
の
は
、
『
正

義
論
』
の
出
版
（
一
九
七
一
年
）
以
降
、
現
代
英
米
圏
で
広
く
継

承
・
受
容
さ
れ
て
き
た
ロ
ー
ル
ズ
派
の
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
、
実
践
的

に
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
理
論
的
に
は
八
0
年
代
後
半
か
ら

注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
多
文
化
主
義
（
ヨ
⊆
三
2
一
ε
雫

呂
ω
旨
）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
政
治
理
論
的
に
検
討
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
松
元
君
が
中
心
課
題
と
し
て
い
る
の
は
、

政
府
に
よ
る
文
化
保
護
政
策
を
要
求
す
る
多
文
化
主
義
の
立
場
が
、

「
平
等
な
尊
重
」
（
8
二
巴
8
省
9
け
）
の
原
理
を
掲
げ
る
り
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
立
場
か
ら
正
当
化
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
で
あ

る
。
い
わ
ば
「
特
別
待
遇
」
と
「
平
等
な
待
遇
」
の
要
求
は
一
見
し

た
と
こ
ろ
両
立
す
る
は
ず
が
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
松
元
君
は
り
ベ

ラ
ル
の
立
場
（
一
般
に
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
多
文
化
主
義
に
限
ら
ず
、

文
化
そ
の
も
の
に
対
し
て
沈
黙
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
）
を
前
提

に
、
そ
れ
が
多
文
化
主
義
と
ど
の
よ
う
に
内
的
適
合
性
を
持
ち
う
る

か
、
言
い
換
え
れ
ば
「
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化
」
の
成

否
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
」
（
ま
震
巴

ヨ
三
浮
巳
ε
『
呂
ω
ヨ
）
が
ど
の
程
度
有
効
性
や
妥
当
性
を
持
ち
う
る

か
を
政
治
理
論
的
に
検
証
す
る
と
い
う
課
題
と
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
上
記
の
課
題
に
対
し
て
、
松
元
君
は
ま
ず
第
一
部
で
、
そ
の
「
可

能
性
」
に
焦
点
を
当
て
、
最
終
的
に
「
多
文
化
主
義
は
り
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
観
点
か
ら
正
当
化
可
能
で
あ
る
」
と
の
肯
定
的
結
論
を
導
い
て

い
る
。
つ
い
で
第
二
部
で
は
、
そ
の
具
体
的
正
当
化
の
「
方
法
」
に

焦
点
を
当
て
、
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化
論
と
し
て
こ
れ

ま
で
提
示
さ
れ
て
き
た
三
つ
の
方
法
の
妥
当
性
を
批
判
的
に
評
価
し

て
い
る
が
、
そ
の
議
論
の
概
要
を
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。

　
第
1
章
「
問
題
の
所
在
」
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
多
文
化
主
義

論
争
の
対
立
状
況
と
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
松
元

君
は
ま
ず
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
「
政
府
が
社
会
構
成
員
の
全
員
を

平
等
な
尊
重
を
も
っ
て
処
遇
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
主
義
主
張
で
あ

る
」
（
一
九
頁
）
と
理
解
し
た
う
え
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化

主
義
の
論
争
を
、
テ
イ
ラ
ー
に
依
拠
し
つ
つ
㈲
反
差
別
（
8
ロ
ー
象
甲

9
菖
き
ぼ
9
）
テ
ー
ゼ
、
㈲
国
家
中
立
性
（
ω
蜜
8
づ
窪
嘗
巴
一
身
）

テ
ー
ゼ
の
両
者
の
是
非
を
め
ぐ
る
対
立
軸
と
し
て
具
体
化
し
て
い
る
。

両
テ
ー
ゼ
を
支
持
す
る
り
ベ
ラ
ル
に
、
「
集
合
的
目
標
」
の
採
用
を

政
府
に
要
求
す
る
多
文
化
主
義
者
が
対
峙
し
て
、
両
思
想
の
鋭
い
緊
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張
関
係
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
の
が
松
元
君
の
見
方
で
あ
る
。

　
第
2
章
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
『
集
団
を
顧
慮
し
な
い
』
か
」
で
は
、

偶
の
反
差
別
テ
ー
ゼ
の
是
非
を
め
ぐ
る
両
思
想
の
対
立
状
況
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
一
般
に
、
個
々
人
の
「
集
団

を
顧
慮
し
な
い
」
（
鷺
o
仁
マ
三
ヨ
α
）
処
遇
を
要
求
し
、
そ
れ
ゆ
え

に
多
文
化
主
義
が
要
求
す
る
集
団
別
処
遇
に
反
対
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
平
等
な
尊
重
と
い
う
そ
の
根
本
原
理
に
忠
実
で

あ
る
な
ら
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
か
な
ら
ず
し
も
集
団
別
処
遇
に
反
対

せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
多
文
化
主
義
の
文
化
保
護
要
求
を
原
理
的
に
排
除

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
積
極
的
差
別
是
正
措
置
論

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
キ
ム
リ
ッ
カ
が
言
う
よ
う
に
、
平
等

な
尊
重
と
は
「
政
治
共
同
体
の
市
民
」
の
み
な
ら
ず
「
文
化
共
同
体

の
構
成
員
」
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
も
意
味
し
う
る
。
松
元
君
は
結

論
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
集
団
を
顧
慮
し
な
い
処
遇
で
は
な
く

集
団
別
処
遇
も
支
持
し
う
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
多
文
化
主
義
の
妥
当
性

を
か
な
ら
ず
し
も
否
定
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
続
く
第
3
章
「
国
家
中
立
性
と
文
化
保
護
」
で
は
、
㈲
の
国
家
中

立
性
テ
ー
ゼ
の
是
非
を
め
ぐ
る
両
思
想
の
対
立
状
況
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。
一
般
的
理
解
で
は
、
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
政
府
が
各
人
の

善
き
生
の
実
現
に
加
担
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
国
家
中
立
性
の
教

義
を
標
榜
し
て
お
り
、
逆
に
多
文
化
主
義
者
は
、
同
教
義
が
文
化
的

少
数
派
に
特
別
な
負
担
を
押
し
つ
け
る
も
の
で
あ
り
不
当
で
あ
る
と

反
論
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
松
元
君
は
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
中
立

性
の
意
味
内
容
を
①
結
果
、
②
目
的
、
③
正
当
化
の
次
元
に
区
別
し
、

詳
細
な
分
析
の
結
果
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
①
結
果
の
中
立
性

は
実
践
的
に
不
可
能
で
あ
り
理
論
的
に
妥
当
で
な
い
。
②
目
的
の
中

立
性
は
善
き
生
の
「
好
意
的
無
視
」
を
意
味
し
、
こ
の
意
味
で
は
り

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
は
相
反
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
③
し
か
し

正
当
化
の
中
立
性
の
次
元
で
は
、
文
化
慣
習
や
善
き
生
の
内
在
的
価

値
の
評
価
に
訴
え
な
い
と
い
う
条
件
で
、
政
府
は
文
化
保
護
政
策
を

文
化
中
立
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
正
当
化

の
次
元
に
立
つ
と
き
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
国
家
中
立
性
の
教
義
は
多

文
化
主
義
を
か
な
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
第
一
部
の
考
察
の
結
果
、
松
元
君
は
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と

多
文
化
主
義
の
主
張
は
調
停
不
可
能
で
は
な
く
、
現
代
リ
ベ
ラ
ル
が

多
文
化
主
義
要
求
を
自
ら
の
理
念
と
矛
盾
な
く
受
け
入
れ
る
余
地
は

十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
。

　
続
く
第
二
部
は
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
な
正
当
化
理
由

に
基
づ
い
て
多
文
化
主
義
を
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る
か
、
具
体
的

か
つ
批
判
的
に
検
討
す
る
作
業
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
松
元
君
が
注
目
し
て
い
る
の
が
、
自
律
（
き
ε
早

o
ヨ
賓
）
・
公
正
（
鼠
貯
器
霧
）
・
自
尊
心
（
ω
①
一
↑
お
呂
①
簿
）
と
い
う
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三
つ
の
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
。

　
第
4
章
「
自
律
と
文
化
」
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
め
の

「
自
律
」
に
基
づ
く
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化
で
あ
る
。

キ
ム
リ
ッ
カ
の
よ
う
に
ロ
ー
ル
ズ
を
継
承
す
る
現
代
リ
ベ
ラ
ル
に
と

っ
て
自
律
は
根
本
的
価
値
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
も
し
も
人
々
の
自

律
を
陶
冶
す
る
た
め
に
多
文
化
主
義
政
策
の
採
用
が
必
要
不
可
欠
な

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
を
架
橋
す
る

試
み
と
し
て
大
き
な
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
松
元
君
は
キ
ム
リ
ッ
カ
の
主
張
を
精
査
し
、
彼
の
持
つ
道
具
的

な
文
化
理
解
が
ゆ
え
に
、
彼
が
必
要
と
す
る
の
は
何
ら
か
の
文
化
で

あ
っ
て
、
自
分
が
帰
属
し
て
い
る
特
定
の
文
化
で
あ
る
必
要
が
な
い

こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
リ
ベ
ラ
ル
の
多
く
が
依
拠

す
る
自
律
概
念
は
、
多
文
化
主
義
を
正
当
化
し
え
て
い
な
い
と
す
る

の
が
松
元
君
の
結
論
で
あ
る
。

　
第
5
章
「
公
正
と
し
て
の
多
文
化
主
義
」
で
は
、
二
つ
目
の
「
公

正
」
に
基
づ
く
正
当
化
の
成
否
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
現
代
リ
ベ
ラ

ル
の
あ
い
だ
で
公
正
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
「
選
択
」
の
結
果
の

不
利
益
は
本
人
に
帰
責
性
が
あ
る
一
方
で
「
環
境
」
の
産
物
の
不
利

益
は
社
会
が
補
償
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
そ
こ
で
、

も
し
人
々
の
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
前
者
の
選
択
で
は
な
く
後

者
の
環
境
に
区
分
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
は
公
正
概
念
の
首

尾
一
貫
し
た
拡
張
と
し
て
、
環
境
の
産
物
の
不
利
益
是
正
の
た
め
に

多
文
化
主
義
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
パ
レ
ク
は

こ
の
考
え
を
是
と
し
、
バ
リ
ー
は
こ
の
考
え
を
非
と
す
る
。
し
か
し
、

松
元
君
は
こ
の
ど
ち
ら
の
解
釈
を
採
っ
た
と
し
て
も
問
題
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
両
方
が
文
化
的
少
数
派
に
と
っ

て
特
定
の
文
化
へ
の
帰
属
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
自
尊
心
の
源
泉

で
あ
る
と
い
う
側
面
を
考
慮
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
松
元
君
の

結
論
は
、
確
か
に
「
公
正
」
が
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化

理
由
と
し
て
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
も
の
の
、
そ
れ
は
文
化
的
少
数

派
に
よ
る
政
治
的
要
求
の
意
味
を
綾
小
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

不
十
分
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
続
く
第
6
章
「
『
自
尊
心
の
社
会
的
基
礎
』
と
り
ベ
ラ
ル
な
多
文

化
主
義
の
課
題
」
で
は
、
三
つ
目
に
松
元
君
が
と
り
上
げ
て
い
る

「
自
尊
心
」
に
基
づ
く
正
当
化
の
成
否
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
文
化

的
少
数
派
に
と
っ
て
文
化
と
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
自
尊
心
の
源

泉
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
劣
等
性
を
自
ら
認
め
る
こ
と

こ
そ
自
分
た
ち
が
「
公
正
」
に
扱
わ
れ
る
前
提
条
件
で
あ
る
と
の
侮

辱
的
扱
い
は
耐
え
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
元
君
は
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
『
正
義
論
』
の
な
か
で
ロ

ー
ル
ズ
が
行
っ
て
い
る
「
自
尊
心
の
社
会
的
基
礎
」
に
か
ん
す
る
考

察
を
多
文
化
主
義
正
当
化
の
た
め
の
理
論
と
し
て
援
用
す
る
可
能
性
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を
本
章
で
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
は
第
5
章
で
検
討
さ
れ
て
い
る
公

正
概
念
の
欠
陥
を
補
う
も
の
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。
た
だ
し
、

自
尊
心
と
文
化
と
の
結
び
つ
き
に
は
懐
疑
的
な
考
え
も
い
く
つ
か
あ

り
、
自
尊
心
と
い
う
正
当
化
理
由
の
有
効
性
も
松
元
君
の
見
解
で
は

未
確
定
の
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
部
の
結
論
と
し
て
は
、
自
律
、
公
正
、
自
尊
心
の
い
ず
れ
に

訴
え
た
し
て
も
、
そ
の
正
当
化
の
論
証
に
は
固
有
の
難
点
や
検
討
課

題
が
付
随
し
て
い
る
と
松
元
君
は
指
摘
す
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
松

元
君
は
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化
の
可
能
性
が
な
い
と
結

論
を
急
ぎ
は
し
な
い
。
松
元
君
の
業
績
は
む
し
ろ
、
そ
の
可
能
性
の

批
判
的
省
察
を
つ
う
じ
て
、
今
後
あ
り
う
る
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主

義
の
理
論
的
・
思
想
的
課
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
け
だ
し
、
終
章
「
結
論
と
政
策
的
展
望
」
で
は
、
次
の
二
つ
の
結

論
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
①
　
す
く
な
く
と
も
反
差
別
と
国
家
中
立
性
の
両
テ
ー
ゼ
に
つ
い

て
い
え
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
は
理
論
内
在
的
な
対
抗

関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
多
文
化
主
義
を
り
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
可
能
性
は
開
か
れ
て
い
る
。

　
⑭
　
し
か
し
、
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化
の
具
体
的
方

法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
自
律
・
公
正
・
自
尊
心
の
い
ず
れ
の
概
念
に

基
づ
く
試
み
に
か
ん
し
て
も
、
理
論
的
に
は
固
有
の
長
所
と
と
も
に

い
く
つ
か
の
弱
点
や
異
論
の
余
地
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
結
論
を
踏
ま
え
、
松
元
君
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主

義
」
の
あ
ら
た
な
展
開
と
し
て
今
後
注
目
に
値
す
る
わ
が
国
に
お
け

る
三
つ
の
具
体
的
事
例
（
琉
球
、
ア
イ
ヌ
の
少
数
民
族
問
題
・
在
日

朝
鮮
人
問
題
・
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
）
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
れ
ら
に
対
す
る
政
策
的
展
望
を
試
み
て
い
る
。

　
以
上
が
松
元
雅
和
君
提
出
の
博
士
論
文
の
概
要
で
あ
る
が
、
次
に

評
価
を
述
べ
た
い
。

　
松
元
君
の
本
論
文
で
の
議
論
は
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主

義
の
諸
説
を
、
両
者
の
架
橋
可
能
性
と
い
う
テ
ー
マ
に
従
っ
て
極
め

て
理
路
整
然
と
整
理
・
解
説
し
つ
つ
、
松
元
君
独
自
の
観
点
か
ら
論

争
の
全
体
像
を
捉
え
な
お
し
た
好
論
文
で
あ
る
。
分
析
と
叙
述
の
明

晰
さ
も
特
筆
に
値
す
る
。
昨
今
の
政
治
哲
学
界
に
お
け
る
状
況
は
、

こ
の
問
題
を
理
論
的
に
と
言
う
よ
り
、
実
践
的
作
法
の
問
題
と
し
て

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
地
平
で
論
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
松
元

君
は
あ
く
ま
で
ロ
ー
ル
ズ
の
規
範
的
正
義
論
の
理
論
的
地
平
に
踏
み

と
ど
ま
り
、
こ
の
問
題
を
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
の
審
級
に
付
そ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
点
を
ま
ず
高
く
評
価
し
た
い
。
そ
の
際
、
松
元
君
は
先

学
の
業
績
を
批
判
的
に
摂
取
し
つ
つ
も
、
安
易
な
解
決
案
を
示
唆
し
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た
り
は
せ
ず
、
む
し
ろ
「
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化
」
が

提
起
す
る
問
題
の
複
雑
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
控
え
め
で
手
堅

い
作
業
に
徹
し
て
い
る
。
こ
の
慎
重
さ
は
功
を
焦
り
が
ち
な
他
の
若

手
研
究
者
が
見
習
う
べ
き
松
元
君
の
基
本
的
な
学
問
的
姿
勢
で
あ
っ

て
、
審
査
員
一
同
が
高
く
評
価
し
た
点
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
も
「
自
尊
心
」
の
概
念
に
着
目
し
つ
つ
、
そ
の

概
念
が
「
自
律
」
や
「
公
正
」
の
概
念
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ

か
を
理
論
的
に
検
討
す
る
と
い
う
松
元
君
独
自
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、

先
行
研
究
と
比
較
し
て
も
極
め
て
独
創
的
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
本

論
文
は
現
代
政
治
理
論
研
究
へ
の
重
要
な
貢
献
と
言
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
「
自
尊
心
」
に
注
目
す
る
段
階
か
ら
、
松
元
君
の
議
論

が
徐
々
に
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
て
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に

接
近
し
つ
つ
あ
る
と
の
印
象
は
ぬ
ぐ
い
去
れ
ず
、
若
干
の
議
論
の
ぶ

れ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
松
元
君
が
設
定
し
た
問
題
は
あ
く

ま
で
「
多
文
化
主
義
の
り
ベ
ラ
ル
な
正
当
化
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
論
文
の
結
論
か
ら
受
け
る
印
象
は
り
ベ

ラ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
転
換
ー
あ
る
い
は
両
陣
営
の
収
敏

　
　
を
松
元
君
が
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
松
元

君
は
一
方
で
キ
ム
リ
ッ
カ
の
自
律
に
よ
る
正
当
化
の
主
張
を
道
具
主

義
的
と
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
自
尊
心
の
社
会
的
基
盤
」

に
お
い
て
は
道
具
主
義
の
懸
念
は
な
い
の
か
、
そ
も
そ
も
道
具
主
義

的
な
正
当
化
で
は
な
ぜ
だ
め
な
の
か
、
自
律
の
道
具
と
し
て
で
は
な

く
文
化
そ
れ
自
体
の
固
有
の
価
値
へ
の
配
慮
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
、

こ
れ
ら
の
諸
点
へ
の
応
答
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
文
化
を
公
共
化
す
る
こ
と
は
包
摂
と
排
除
の
双
方
を
は
ら
む
が
、

こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
指
摘
す
る
声
は
り
ベ
ラ
ル
の
中
で
数
多
く
聞

か
れ
る
も
の
の
、
文
化
の
公
共
化
を
積
極
的
に
支
持
す
る
観
点
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
・
共
和
主
義
の
議
論

蓄
積
の
中
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
各
文
化
へ
の
固
有
の
価
値

評
価
を
普
遍
主
義
的
正
義
論
と
接
合
し
た
い
と
い
う
松
元
君
の
企
て

は
大
い
に
評
価
で
き
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
共
和
主
義

の
文
化
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
よ
う
な
企

て
も
、
ど
こ
か
で
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
共
和
主
義
の
密
輸
入

が
危
惧
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
加
え
て
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
く
。
本
論
文
で
は
松
元
君
は
そ

の
理
論
的
考
察
を
英
米
圏
の
論
争
に
限
定
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ

で
一
貫
性
を
有
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
事
件
に
つ
い
て
も
論
文
中
で
何
カ
所
か
で
言

及
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
が
英
米
圏
に
と
ど
ま
る
射
程
の
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
お
そ
ら
く
松
元
君
本
人
も
強
く
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
特
に
近
年
、
わ
が
国
で
も
た
と
え
ば
樋
口
陽
一
氏
な
ど
に

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
始
め
て
い
る
レ
ジ
ス
・
ド
ゥ
ブ
レ
の
共
和
主
義
思
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想
と
の
関
連
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
処
遇
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
松
元
君
が
こ
う
し
た
思
想
も
今
後
取
り
上
げ
て
い
っ

て
く
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
議
論
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す

る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
終
章
で
展
開
さ
れ
る
「
政
策
的
展
望
」
の
議
論
は
松
元
君

の
研
究
が
欧
米
の
議
論
を
単
に
わ
が
国
に
紹
介
す
る
も
の
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
多
く
の
実
践
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
て
興
味
深
い
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と

多
文
化
主
義
を
い
か
に
両
立
さ
せ
う
る
か
と
い
う
問
題
は
今
後
わ
が

国
で
も
重
要
な
政
策
的
課
題
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
し
、
松
元
君

の
研
究
が
そ
の
理
論
的
礎
石
と
し
て
今
後
大
い
に
参
照
さ
れ
て
い
く

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
残
念
な
の
は
、
そ
の
終

章
の
議
論
は
あ
ま
り
に
も
概
略
的
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
こ
の
問
題
は
政
治
共
同
体
の
成
員
資
格
そ
の
も
の
を
構
成
す
る

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
と
不
可
分
の
も
の
で

あ
り
、
そ
う
し
た
議
論
も
絡
ん
だ
よ
り
複
雑
な
問
題
群
と
な
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
答
え
を
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
後
の
松
元
君
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
際
に
よ
り
具
体
的
な
事
例
を
多
く
取
り
上
げ
、
そ
の
事
例
に
本

論
文
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
が
適
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
議
論
は
よ
り
説

得
力
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
些
細
な
揚
げ
足
取
り
に
す
ぎ
な
い
指
摘
で
あ
る
が
、
八
四

頁
で
「
負
荷
な
き
自
我
」
（
9
Φ
窪
2
ヨ
σ
段
＆
紹
5
と
さ
れ
て
い

る
の
は
。
、
9
Φ
口
＝
窪
2
ヨ
σ
R
巴
器
こ
、
、
の
誤
記
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
論
文
に
対
し
て
、
そ
れ
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
い
く
つ

か
の
注
文
を
つ
け
た
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
本
論
文
の
欠
点
と
言
う
べ

き
も
の
で
は
な
く
、
今
後
の
松
元
君
の
研
究
へ
の
審
査
員
一
同
の
期

待
の
表
明
で
あ
る
。
松
元
君
が
本
論
文
で
示
し
た
論
点
整
理
能
力
の

卓
抜
さ
と
体
系
的
で
理
論
的
に
一
貫
し
た
枠
組
み
を
設
定
し
よ
う
と

し
た
姿
勢
は
見
事
で
あ
る
。
よ
っ
て
審
査
員
一
同
は
一
致
し
て
松
元

雅
和
君
提
出
の
論
文
が
、
博
士
（
法
学
）
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学

位
を
授
与
す
る
に
値
す
る
も
の
と
判
断
し
、
こ
こ
に
そ
の
旨
を
報
告

す
る
次
第
で
あ
る
。

平
成
一
九
年
二
月
二
六
日
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