
一．

は
じ
め
に

学
問
的
な
研
究
に
限
定
せ
ず
と
も
、
も
の
を
考
え
る
と
き
に
は
、
人
そ
れ

ぞ
れ
に
或
る
流
儀
と
い
う
か
、
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
以
っ
て
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
離
れ
て
の
思
考
と
い
う
の
は
な
か
な
か
や
り
に
く

い
ら
し
い
。
学
問
分
野
間
の
研
究
の
方
法
論
争
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
し
ば

し
ば
、
分
野
間
に
お
け
る
思
考
形
式
の
パ
タ
ー
ン
の
差
異
の
も
と
で
起
こ
っ

た
不
毛
な
す
れ
違
い
に
終
わ
る
。
無
責
任
に
「
科
学
は
ひ
と
つ
」
と
か
「
自

然
科
学
・
社
会
科
学
・
人
文
科
学
の
総
合
化
（
融
合
も
同
じ
）」
な
ど
と
言

う
仁
が
不
毛
な
す
れ
違
い
の
頻
発
に
拍
車
を
か
け
る
。

と
こ
ろ
が
、
環
境
に
か
か
わ
る
研
究
の
様
に
多
分
野
の
個
別
科
学
が
た
ず

さ
わ
る
も
の
に
お
い
て
は
、
こ
の
不
毛
な
す
れ
違
い
の
可
能
性
に
真
正
面
か

ら
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
お
ま
け
に
、
そ
の
環
境
問
題
が
現
実

の
世
界
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
れ
ば
持
っ
て
い
る
ほ
ど
、
そ
の
問
題
に

ど
う
対
処
す
る
か
が
切
実
に
問
わ
れ
る
の
で
、
思
考
形
式
の
相
違
の
原
因
を

学
問
分
野
間
の
違
い
に
帰
し
て
そ
の
ま
ま
に
は
し
て
お
け
な
く
な
る
。
特
に
、

地
球
環
境
問
題
が
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
傾

向
は
顕
在
化
し
て
き
た
。
化
石
燃
料
の
燃
焼
に
よ
る
大
気
中
の
炭
酸
ガ
ス
濃

度
の
上
昇
が
、
地
球
の
温
暖
化
を
確
か
に
も
た
ら
す
も
の
な
ら
ば
、
炭
酸
ガ

ス
の
排
出
を
抑
制
な
い
し
削
減
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
世
界
経
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済
が
打
撃
を
受
け
、
あ
る
い
は
、
自
由
主
義
経
済
体
制
で
は
削
減
目
的
を
達

し
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
地
球
温
暖
化
問
題

は
、
気
象
学
か
ら
経
済
学
ま
で
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
い
く

ら
同
一
の
問
題
に
か
か
わ
る
と
い
っ
て
も
、
気
象
学
と
経
済
学
と
で
は
思
考

パ
タ
ー
ン
が
異
な
る
の
で
、
ひ
と
つ
の
科
学
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

だ
け
な
ら
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
様
に
考
え
た
か
ら
ど

れ
だ
け
温
暖
化
す
る
と
ど
れ
だ
け
の
確
か
ら
し
さ
を
も
っ
て
言
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
の
感
覚
を
欠
い
た
ま
ま
で
、
代
替
す
べ
き
社
会
体
制
の
思
想

的
な
準
備
も
な
し
に
現
行
の
社
会
体
制
を
捨
て
る
な
ど
と
い
う
深
刻
な
こ
と

を
決
断
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
気
象
学
者
の
側
は
、
自
分
た
ち
の
研
究
結
果
の

も
た
ら
す
社
会
的
帰
結
の
深
刻
さ
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
理
解
で
き
た

な
ら
、
予
測
の
方
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
人
は
、
解
決
で
き
そ

う
な
も
の
と
し
て
し
か
問
題
を
認
識
し
な
い
と
い
う
か
ら
。

一
人
の
人
間
が
、
異
な
る
分
野
の
学
問
研
究
に
関
わ
る
と
ど
う
い
う
こ
と

が
起
き
る
か
。
筆
者
の
奉
職
す
る
研
究
所
の
多
く
の
研
究
者
を
見
て
い
て
も
、

大
抵
は
大
学
で
や
っ
た
こ
と
の
思
考
形
式
か
ら
一
生
離
れ
ら
れ
な
い
様
に
見

え
る
。
大
学
入
学
の
と
き
の
学
部
・
学
科
の
選
択
は
、
受
験
の
と
き
に
、
適

性
や
関
心
を
措
い
て
、
偏
差
値
な
ど
の
実
に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
決
ま
る
場

合
が
多
い
し
、
少
な
く
と
も
我
が
国
で
は
、
大
学
教
育
は
教
科
あ
る
い
は
学

問
分
野
と
い
う
意
味
で
の
デ
ィ
ス
ィ
プ
リ
ン
に
つ
い
て
は
、
厳
密
に
規
定
さ

れ
か
つ
細
分
化
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
に
し
て
も
、
そ
の
教
科
な
い

し
は
学
問
の
修
練
、
訓
練
と
い
う
意
味
で
の
デ
ィ
ス
プ
リ
ン
は
良
か
れ
悪
し

か
れ
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
く
、
個
人
の
思
考
形
式
を
規
定
す
る
も
の
と
も

思
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

異
な
る
学
問
分
野
間
の
相
互
理
解
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
研
究
テ
ー
マ
の

方
向
付
け
の
変
化
に
研
究
者
が
ど
れ
だ
け
対
応
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点

か
ら
も
、
こ
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
大
抵
の
研
究
テ
ー
マ
の
寿
命
は
研
究

者
一
代
よ
り
短
い
。
研
究
管
理
者
側
か
ら
見
れ
ば
、
当
節
と
り
ざ
た
さ
れ
て

い
る
任
期
制
の
採
用
や
、
研
究
費
の
配
分
の
研
究
分
野
間
で
の
厚
さ
を
変
え

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
で
き
る
。
し
か
し
、
一
個
人
の
研
究
者
の
側
で

は
、
身
分
保
障
に
安
住
し
、
あ
て
が
い
扶
持
の
研
究
費
に
甘
ん
じ
る
の
で
も

無
い
限
り
、
な
ん
ら
か
の
転
身
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

事
態
は
か
な
り
深
刻
で
あ
っ
て
、
或
る
研
究
者
に
と
っ
て
異
る
学
問
分
野

へ
の
転
換
と
い
う
こ
と
は
、
勉
強
す
れ
ば
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
較
べ
れ
ば
、
研
究
対
象
の
地
域
環
境
問
題
か
ら
地
球
環
境
問
題
へ
、

あ
る
い
は
、
地
球
か
ら
地
域
へ
の
転
換
（
エ
ア
ロ
ゾ
ル
の
レ
ー
ザ
ー
・
レ
ー

ダ
ー
観
測
、
酸
性
雨
の
生
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
研
究
な
ど
に
そ
の
実
例
は
み
ら

れ
よ
う
）
な
ど
と
い
う
の
は
、
同
じ
学
問
分
野
の
思
考
形
式
で
行
い
得
る
だ

ろ
う
か
ら
も
の
の
数
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

勿
論
、
学
問
分
野
間
の
不
毛
な
論
争
は
、
避
け
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

が
、
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

二．

異
な
る
分
野
間
の
移
動
の
私
的
経
験

二．
一．

敷
衍
か
ら
解
釈
へ

水
道
行
政
一
代
で
所
管
中
央
官
庁
で
の
仕
事
を
終
わ
っ
た
知
人
が
学
位
を

取
り
た
い
と
い
う
の
で
、
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
最
適
設
計
の
研
究
に
つ
き
あ
っ

た
。
シ
ス
テ
ム
の
最
適
設
計
と
い
う
の
は
、
自
分
に
と
っ
て
学
位
の
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
の
で
そ
れ
な
り
に
勝
手
知
っ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
水
道
行
政
に
一

生
関
わ
っ
た
人
間
の
浄
水
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
実
際
的
な
知
識
が
有
る
わ

け
で
、
な
お
か
つ
水
道
工
学
の
権
威
も
後
ろ
盾
に
つ
い
て
い
て
、
研
究
者
の

チ
ー
ム
構
成
と
し
て
は
良
く
で
き
て
い
る
と
言
え
た
。
さ
ら
に
化
学
工
学
的

な
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
化
と
シ
ス
テ
ム
構
成
の
権
威
で
あ
る
大
学
教
授
の
指
導

も
本
人
が
得
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
筆
者
の
研
究
所
で
、
プ
ロ
セ
ス
の
モ
デ
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ル
化
と
プ
ロ
セ
ス
最
適
設
計
に
通
じ
た
者
の
協
力
も
え
ら
れ
た
。
工
学
の
世

界
で
の
学
位
請
求
の
基
本
資
格
で
あ
る
査
読
付
き
原
著
論
文
数
も
、
無
事
主

題
の
一
貫
性
の
も
と
で
必
要
な
だ
け
確
保
し
た
。
目
出
度
し
。

こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
こ
の
仕
事
に
関
わ
り
だ
し
た
こ
ろ
か
ら
、

筆
者
の
自
由
連
想
法
、
あ
る
い
は
自
由
記
述
法
に
よ
る
環
境
意
識
調
査
の
方

が
本
格
化
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
が
主
た
る
仕
事
で
あ
る
。
自
由

連
想
法
に
よ
る
調
査
と
い
う
の
は
、
調
査
票
の
上
で
提
示
し
た
語
、
た
と
え

ば
「
み
ど
り
」
と
い
っ
た
刺
激
語
か
ら
連
想
し
た
こ
と
を
、
語
や
文
で
書
い

て
回
答
し
て
も
ら
い
、
文
は
単
語
に
分
解
し
て
連
想
か
ら
得
ら
れ
た
単
語

（
連
想
語
と
呼
ん
で
い
る
）
を
得
て
、
そ
の
連
想
語
の
記
述
頻
度
の
分
析
と

か
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
得
ら
れ
る
語
の
グ
ル
ー
プ
を

調
べ
る
の
で
あ
る
。
連
想
を
回
答
す
る
の
で
は
な
く
、
意
見
や
感
想
を
求
め

て
、
文
章
で
回
答
し
て
も
ら
う
の
を
自
由
記
述
法
と
呼
ん
で
い
る
。
環
境
に

か
か
わ
る
意
識
を
調
べ
る
研
究
者
達
に
対
す
る
方
法
の
話
が
一
応
済
ん
で
、

関
連
学
会
で
も
方
法
論
と
し
て
認
知
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
当
然
の
よ
う
に
あ

と
は
個
別
の
意
識
調
査
主
題
の
も
と
で
の
調
査
結
果
か
ら
地
域
住
民
な
ど
の

調
査
対
象
者
の
環
境
意
識
と
し
て
何
を
引
き
出
す
か
が
研
究
上
の
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
。

記
述
頻
度
、
語
あ
る
い
は
回
答
者
の
ク
ラ
ス
タ
ー
、
そ
う
し
て
、
両
ク
ラ

ス
タ
ー
の
突
き
合
わ
せ
た
る
二
元
ク
ラ
ス
タ
ー
図
、
そ
う
し
て
時
に
回
答
原

文
か
ら
い
か
な
る
意
識
を
結
論
と
し
て
引
き
出
す
か
は
、
つ
き
つ
め
る
と
こ

れ
ら
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
解
釈
で
あ
る
。
解
釈
と
は
、
決
し
て

語
の
辞
書
的
意
味
と
こ
れ
ら
デ
ー
タ
表
現
の
形
式
（
原
文
な
ら
文
法
的
構
造
）

の
も
つ
意
味
だ
け
か
ら
は
引
き
出
せ
な
い
。
世
に
解
釈
の
技
術
の
学
と
し
て

の
解
釈
学
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ご
大
層
な
こ
と
は
い
い
と
し

て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
解
釈
者
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
人
間
生
活
に
つ
い
て
の

経
験
と
知
識
、
ご
大
層
な
こ
と
を
言
え
ば
「
生
」、
が
解
釈
の
基
盤
に
な
る
。

恣
意
的
な
解
釈
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
ま
た
、
解
釈
結
果
を
読
む
者
、
下
世

話
に
言
え
ば
当
面
は
論
文
の
査
読
者
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
の

根
拠
つ
ま
り
は
理
屈
を
ど
れ
だ
け
説
得
力
を
も
っ
て
述
べ
る
か
に
か
か
っ
て

く
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
敢
え
て
言
え
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
で
あ
り
、

ア
ー
ト
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
社
会
科
学
や
人
文
科
学
の
少
な
く
と
も

一
部
で
は
当
た
り
前
の
営
み
な
よ
う
だ
が
、
世
の
工
学
者
の
中
に
は
一
向
に

そ
れ
を
解
さ
な
い
向
き
も
あ
る
。
が
、
い
ま
は
こ
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い

い
。そ

の
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
最
適
設
計
で
あ
る
。
ま
ず
、
浄
水
シ
ス
テ
ム
を
水

処
理
ユ
ニ
ッ
ト
の
結
合
体
と
し
て
認
識
、
な
い
し
設
定
す
る
。
つ
ぎ
に
、

個
々
の
水
処
理
ユ
ニ
ッ
ト
の
数
式
モ
デ
ル
を
定
め
る
。
こ
こ
で
、
水
道
行
政

一
代
が
も
の
を
言
う
。
す
な
わ
ち
、
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
ユ
ニ
ッ
ト
ご

と
の
操
業
デ
ー
タ
が
関
連
事
業
者
か
ら
手
に
は
入
る
。
こ
の
こ
と
は
、
研
究

が
「
三
流
応
用
数
学
の
遊
戯
」
と
嘲
笑
わ
れ
な
い
た
め
に
は
肝
要
な
点
で
あ

る
。
デ
ー
タ
と
整
合
す
る
よ
う
に
、
統
計
的
に
回
帰
式
の
モ
デ
ル
を
作
る
に

し
て
も
、
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
の
水
処
理
過
程
の
物
理
的
現
象
構
造
を
記
述
し
た

式
を
た
て
て
そ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
決
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
方
面
の
工
学
の

お
手
の
も
の
で
あ
る
。
数
学
的
判
断
基
準
に
も
と
づ
い
て
シ
ス
テ
ム
を
最
適

に
設
計
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
何
を
ど
う
す
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
か
を
ま

ず
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
た
、
水
道
行
政
一
代
の
得
意
業
で

あ
っ
て
、
し
か
る
べ
く
専
門
筋
を
納
得
さ
せ
る
も
の
を
言
語
的
に
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
数
式
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
最
適
問
題
を
本
務

と
し
て
あ
つ
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
最
適

計
算
法
の
選
択
と
計
算
の
実
行
は
時
と
し
て
禁
止
的
な
困
難
を
も
た
ら
す
と

と
も
に
、
研
究
者
の
力
量
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
適
問
題

を
巧
み
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
知
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
と
の
腕
力
だ
け
の
問
題
に
帰
し
た
。
最
適
解
が
得
ら
れ
る
と
、
か
く
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の
如
く
設
計
し
な
さ
い
と
い
う
結
論
は
、
論
文
を
書
く
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
、

数
値
で
出
て
い
る
結
果
を
言
語
表
現
に
移
し
替
え
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
場
の
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
設
計
は
左
様
に
単
純
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
い
か
な
る
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
こ
そ
、
ま
た

水
道
行
政
一
代
と
か
つ
て
最
適
計
算
の
楽
屋
裏
を
見
た
者
が
組
め
ば
、
お
手

の
も
の
で
あ
る
。
大
事
な
の
は
、
少
な
く
と
も
論
文
を
書
く
だ
け
な
ら
は
、

議
論
は
あ
く
ま
で
も
計
算
上
の
最
適
設
計
を
も
と
に
、
そ
れ
に
い
か
に
実
物

を
造
る
と
き
の
実
施
設
計
に
役
立
て
る
か
で
あ
る
。
そ
の
議
論
を
説
得
的
に

行
い
、
か
つ
シ
ス
テ
ム
の
最
適
解
挙
動
の
興
味
深
い
面
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
さ
ら
に
数
値
計
算
を
し
て
結
果
の
説
明
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
最
適
設
計
の
研
究
と
い
う
の
は
、
数
式
表

現
と
数
値
解
と
が
議
論
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
本
体
は
数

式
表
現
と
数
値
解
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
自
然
言
語
に
翻
訳
し
た
説
明
を

付
し
て
い
る
だ
け
、
す
な
わ
ち
、
或
る
種
の
敷
衍
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
き
の
記
述
頻
度
や
ク
ラ
ス
タ
ー
の
解
釈
と
は
大
違
い
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
最
適
設
計
の
論
文
の
理
屈
付
け
に
取

り
か
か
っ
て
い
る
間
は
、
な
ん
と
も
伸
び
伸
び
思
考
し
に
く
く
、
下
世
話
な

表
現
を
す
る
な
ら
頭
が
辛
く
し
ん
ど
い
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
恐
ら
く

認
知
過
程
の
研
究
課
題
に
も
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
簡
単
な
説
明
を
つ
け
る

な
ら
、
多
分
そ
れ
は
、
本
業
た
る
自
由
記
述
調
査
結
果
へ
の
解
釈
付
け
と
は
、

や
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
頭
の
使
い
方
、
言
い
換
え
れ
ば
思
考
形
式
が

根
本
的
に
違
う
の
で
、
本
業
の
た
め
の
思
考
形
式
を
暫
時
棚
上
げ
に
し
て
、

数
式
表
現
と
数
値
解
に
言
語
表
現
を
つ
け
る
と
い
う
営
み
を
す
る
た
め
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
最
適
計
算
結
果
か
ら
の
理
屈
付
け
と
い
う
の
は
、
実

験
デ
ー
タ
を
も
と
に
現
象
構
造
に
つ
い
て
の
仮
説
を
正
当
化
し
て
い
く
営
み

と
殆
ど
同
じ
な
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
く
だ
ん
の
水
道
行
政
一
代
氏
の
た
め
の
査
読
付
き
原
著
論
文
が
必

要
な
数
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
異
質
の
思
考
形
式
の
使
い
分
け

を
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
、
一
難
が
去
っ
た
。
そ
の
と
き
の
精
神

の
状
態
は
、
達
成
感
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
、
思
考
上
の
抑
圧
の
除
か

れ
た
晴
れ
晴
れ
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

二．
二．

解
釈
か
ら
感
覚
へ

一
難
去
っ
た
と
思
っ
た
す
ぐ
あ
と
に
、
今
ま
で
に
見
た
二
通
り
の
も
の
と

は
全
く
別
の
思
考
形
式
が
災
難
の
よ
う
に
降
り
か
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
前
節
で
言
っ
た
、
単
語
の
集
ま
り
や
、
単
語
の
記
述
頻
度
順

序
に
自
分
の
経
験
と
知
識
で
解
釈
を
つ
け
る
と
い
う
の
と
も
、
全
く
別
の
形

の
知
の
営
み
に
直
面
し
た
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
よ
う
か
と
自
分

で
懸
案
に
し
て
い
た
こ
と
と
関
わ
る
の
で
、
避
け
て
通
れ
ば
敵
前
逃
亡
に
も

な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
っ
た
。

音
環
境
計
画
な
い
し
は
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
こ
こ
で
、
用
語
法
に
お
い
て
諸
説
が
あ
り
う
る
が
立
ち
入
ら
な
い
。

そ
の
な
か
で
も
よ
く
で
き
て
い
る
と
評
価
の
高
い
も
の
が
瀧
廉
太
郎
記
念
館

で
あ
る
。
そ
れ
を
見
に
（
聞
き
に
）
行
っ
た
。
場
所
は
、
豊
後
の
国
竹
田
。

瀧
廉
太
郎
が
少
年
時
代
に
住
ん
で
い
た
家
で
あ
る
。
竹
田
市
が
こ
の
廉
太
郎

の
父
の
居
宅
で
あ
っ
た
家
を
、
記
念
館
と
し
て
整
備
す
る
と
き
の
庭
園
整
備

事
業
の
一
環
と
し
て
音
環
境
計
画
も
行
わ
れ
た
。
担
当
し
た
の
は
鳥
越
け
い

子
氏
で
あ
る
。
鳥
越
氏（

１
）に

よ
れ
ば
、「
訪
れ
る
人
が
廉
太
郎
が
当
時
聞
い
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
の
家
や
庭
の
音
風
景
を
少
し
で
も
追
体
験
で
き
る
よ
う
な

音
環
境
を
設
計
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た
い
と
考
え

た
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
現
地
調
査
や
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
、
文

献
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
調
査
で
抽
出
さ
れ
展
開
さ
れ
た
音
は
、
竹
の
響
き
・
鳥
や
キ
ツ
ネ
な

ど
の
鳴
き
声
・
家
の
前
の
溝
川
の
響
き
・
井
戸
の
音
・
飛
び
石
と
下
駄
の
響
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き
で
あ
る
。

実
際
に
行
っ
て
み
て
、
確
か
に
孟
宗
竹
の
葉
の
風
に
そ
よ
ぐ
音
は
す
る
。

庭
に
下
り
て
歩
け
ば
、
自
分
の
た
て
る
下
駄
の
響
き
は
す
る
。
鳥
の
声
は
、

一
二
月
初
旬
と
い
う
季
節
の
せ
い
も
あ
っ
て
き
こ
え
な
い
。
溝
川
か
ら
引
い

た
水
は
ポ
ン
プ
の
故
障
中
と
か
で
流
れ
て
い
な
い
。
井
戸
を
や
た
ら
に
外
部

者
が
い
じ
く
り
廻
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
音
は
し
な
い
。
結
局
、
立
ち
止

ま
っ
て
耳
を
す
ま
す
と
、
聞
こ
え
る
の
は
竹
の
音
だ
け
と
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
廉
太
郎
の
聞
い
た
音
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
庭
園
の
た
た
ず
ま

い
と
し
て
実
に
よ
く
決
ま
っ
て
い
る
。
見
事
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

そ
こ
で
は
、
記
念
館
の
片
側
が
凝
灰
岩
の
崖
が
立
ち
上
が
り
、
反
対
側
が

交
通
量
の
少
な
い
表
の
通
り
か
ら
さ
ら
に
二
軒
く
ら
い
入
っ
て
い
て
、
暗
騒

音
が
非
常
に
小
さ
い
と
い
う
事
情
も
見
て
取
れ
る
。
も
と
も
と
竹
田
は
静
か

な
町
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
計
画
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

こ
の
有
様
は
、
中
島
敦
の
短
編
小
説
「
名
人
伝
」
に
い
う
不
射
之
射
を
想

起
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
弓
の
名
人
で
あ
る
甘
蠅
の
言
「
弓
矢
の
要
る
中
は

ま
だ
射
之
射
じ
ゃ
。
不
射
之
射
に
は
、
烏
漆
の
弓
も
粛
慎
の
矢
も
い
ら
ぬ
。」

ま
た
、
そ
の
射
る
弓
の
様
「
丁
度
彼
等
の
真
上
、
空
の
極
め
て
高
い
所
を
一

羽
の
鳶
が
悠
々
と
輪
を
画
い
て
い
た
。
そ
の
胡
麻
粒
ほ
ど
に
小
さ
く
見
え
る

姿
を
暫
く
見
上
げ
て
い
た
甘
蠅
が
、
や
が
て
、
見
え
ざ
る
矢
を
無
形
の
弓
に

つ
が
え
、
満
月
の
如
く
に
引
き
絞
っ
て
ひ
ょ
う
と
放
て
ば
、
身
よ
、
鳶
は
羽

ば
た
き
も
せ
ず
中
空
か
ら
石
の
如
く
に
落
ち
て
く
る
で
は
な
い
か
。」

「
聞
い
た
で
あ
ろ
う
音
」
を
調
べ
た
に
し
て
も
、
こ
の
見
事
な
出
来
映
え

を
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・

デ
ザ
イ
ン
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
、
電
気
的
な
音
発
生
源
を
導
入
す
る
こ
と
は

意
識
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
が
ス
テ
ー
ジ
の
上
で
何
も
音
を
出
さ
な
い
作
品
『
四
分

三
十
三
秒
』
を
作
っ
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
不
評
を

買
っ
て
も
、
た
か
が
ス
テ
ー
ジ
の
一
回
限
り
の
こ
と
で
あ
る
。
瀧
廉
太
郎
記

念
館
で
は
そ
う
は
行
か
な
い
。
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
と
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

名
前
が
そ
の
ま
ま
で
記
念
館
と
い
う
晴
れ
が
ま
し
い
場
に
残
る
。

見
事
に
決
め
た
計
画
者
、
す
な
わ
ち
鳥
越
氏
が
こ
こ
で
音
デ
ザ
イ
ン
を
決

め
る
の
に
頼
っ
た
も
の
は
、
セ
ン
ス
で
あ
り
、
自
己
の
セ
ン
ス
に
対
す
る
自

信
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
数
値
計
算
で
求
め
た
最
適
解
に
よ
っ
て
決
め
る
の
で
も
な
く
、

延
々
た
る
言
語
表
現
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。

し
か
ら
ば
、
セ
ン
ス
と
は
何
ぞ
や
。
セ
ン
ス
に
対
す
る
自
信
と
は
何
ぞ
や
。

そ
れ
が
、
音
環
境
の
デ
ザ
イ
ン
は
い
か
に
し
て
決
ま
る
か
を
追
求
し
よ
う

と
し
て
き
た
自
分
に
対
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
セ
ン

ス
と
か
セ
ン
ス
へ
の
自
信
と
か
い
う
も
の
の
内
容
を
記
述
す
る
こ
と
は
恐
ら

く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
セ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
語
の
ク
ラ
ス
タ
ー
や
記
述
頻

度
順
位
な
ど
か
ら
、
意
識
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
自
己
の
経
験
と
知
識
を
も

と
に
解
釈
を
与
え
て
言
語
で
述
べ
る
の
と
は
、
根
本
的
に
違
っ
た
了
解
の
仕

方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
自
分
は
、「
解
釈
を
つ
け
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
異
質
な
認

識
の
営
み
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ

ン
は
い
か
に
し
て
決
ま
る
か
な
ど
ど
い
う
こ
と
を
自
分
の
追
求
す
べ
き
課
題

に
挙
げ
た
ば
か
り
に
、
ま
た
し
て
も
、
異
質
の
思
考
形
式
の
使
い
分
け
に
苦

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

二．
三．

そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
か

結
局
、
自
分
は
研
究
者
と
し
て
異
質
な
思
考
形
式
の
使
い
分
け
を
当
面
自

ら
に
課
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
研
究
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
分
裂
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
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三．

デ
ザ
イ
ン
あ
る
い
は
計
画
の
三
局
面

よ
う
や
く
去
っ
た
一
難
と
、
当
分
ま
じ
め
に
相
手
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
新
た
な
一
難
と
で
は
、「
解
釈
」
と
い
う
営
み
を
間
に
お
い
て
、
極
端

に
異
な
る
思
考
形
式
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
関
わ
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
両
方
の
思
考
形
式
と
も
デ
ザ
イ
ン
あ
る
い
は
計
画
を
定

め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
定
め
方
が
全
く
違
う
か
ら
、
理
解
の
さ
れ

よ
う
も
違
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
三
者
が
、
計
画
と
い
う
語
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
十
分
注
意
し
た

い
。さ

て
、
別
に
公
害
の
時
代
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
幹
線
道
路
や
米

軍
基
地
を
み
よ
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
法
行
為
と
認
め
ら
れ
た
騒
音
を
自
称

法
治
国
家
の
政
府
の
責
任
で
出
し
続
け
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

生
活
環
境
の
質
の
向
上
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
き
、
公
害
に
対
処
し

た
の
と
全
く
異
な
っ
た
計
画
概
念
が
必
要
な
こ
と
は
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。「
環
境
計
画
」
と
い
う
も
の
が
、
言
葉
だ
け
で
実
態
を
持
た
な
か
っ
た

の
は
、
こ
の
異
質
性
を
明
示
的
に
認
識
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
か

つ
、
音
環
境
を
そ
の
代
表
と
し
て
、
生
活
環
境
の
質
の
向
上
を
目
指
そ
う
と

す
る
と
き
、
向
上
の
方
向
付
け
は
セ
ン
ス
な
ど
で
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
文
化
の
問
題
で
あ
る
。
文
化
の
問
題
の
方
向
付
け
を
行
政
つ
ま
り

権
力
が
規
定
す
る
と
い
う
の
も
奇
妙
な
話
で
あ
る
。
思
想
統
制
を
建
前
と
し

な
い
限
り
正
当
化
で
き
そ
う
も
な
い
。
こ
こ
で
も
、
行
政
が
環
境
質
の
向
上

の
た
め
に
環
境
計
画
を
立
て
る
と
い
う
と
き
に
、
論
理
の
破
綻
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。

ま
た
、
モ
ノ
と
数
値
と
定
式
化
さ
れ
た
手
続
き
の
世
界
を
取
り
扱
う
工
学

が
、
セ
ン
ス
で
決
ま
る
文
化
の
問
題
を
規
定
で
き
よ
う
も
な
い
。
文
化
と
感

性
と
ア
ー
ト
と
の
世
界
の
こ
と
を
、
工
学
的
方
法
で
扱
お
う
と
す
れ
ば
、
無

惨
な
様
を
晒
す
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
に
は
、
環
境
行
政
も
環
境
研
究
も
も
っ
と
早
く
認
識
す
べ
き
だ

っ
た
。
そ
の
認
識
を
遅
ら
せ
た
の
は
、
や
は
り
工
学
の
思
考
形
式
で
な
ん
で

も
す
ま
そ
う
と
す
る
仁
が
、
環
境
に
関
わ
る
行
政
と
研
究
の
世
界
に
は
び
こ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
多
く
の
環
境
研
究
者
達
が
地
域
環
境
問
題
か
ら
地
球
環
境
問

題
へ
素
早
く
転
進
し
た
の
も
、
ま
さ
に
転
進
で
あ
っ
て
逃
避
行
動
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
同
じ
思
考
形
式
を
持
っ
て
廻
っ
た
方
が
頭
の
切
り
替
え
を
迫
ら

れ
ず
、
悩
ま
な
く
て
す
む
わ
け
だ
。
問
題
の
重
要
性
へ
の
認
識
と
か
、
研
究

予
算
が
取
り
や
す
い
と
か
以
前
の
問
題
と
し
て
、
研
究
者
も
行
政
者
も
地
球

環
境
問
題
に
な
び
い
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
地
球
環
境
問
題
で

も
、
も
う
同
じ
思
考
形
式
は
も
う
通
用
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
主
導
権
は
、

社
会
科
学
に
移
り
、
や
が
て
、
人
文
科
学
に
移
る
。
そ
の
あ
と
が
あ
る
か
な

い
か
は
、
そ
こ
ま
で
の
結
果
に
よ
る
。

四．

工
学
的
思
考
形
式
の
二
形
態

四．
一．

確
定
へ
の
定
式
手
続
き
と
「
目
の
子
」

さ
て
、「
モ
ノ
と
数
値
と
定
式
化
さ
れ
た
手
続
き
の
世
界
を
取
り
扱
う
工

学
」
と
か
「
工
学
的
思
考
形
式
」
と
言
っ
た
が
、
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

よ
り
深
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

工
学
が
関
わ
る
べ
き
二
つ
の
相
対
す
る
思
考
形
式
の
相
克
な
い
し
は
衝
突

に
遭
遇
し
、
そ
の
と
き
、
自
分
も
そ
の
教
育
を
受
け
た
当
今
の
工
学
の
宿
痾

と
も
い
う
べ
き
も
の
を
悟
っ
た
。

話
は
、
再
び
学
位
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
気
汚
染
の
観
測
系
の
構
成
法
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
気
汚
染
物
質
の
濃
度
と
い
う
も
の
は
、
主
要
な

汚
染
成
分
に
つ
い
て
は
、
定
点
に
測
定
機
器
を
設
置
し
て
常
時
観
測
と
記
録

が
な
さ
れ
て
い
る
。
定
点
配
置
の
精
粗
は
場
所
に
よ
っ
て
こ
と
な
る
が
、
関

大井　紘：異なる分野間の移動に伴う研究者におけるアイデンティの相克
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東
地
方
な
ら
二
百
か
ら
三
百
地
点
く
ら
い
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
観
測
地
点

は
、
観
測
デ
ー
タ
の
統
計
的
一
貫
性
を
保
つ
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
観
測
機

器
・
通
信
機
器
の
設
置
場
所
の
確
保
と
い
う
要
請
か
ら
、
安
易
に
移
動
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
実
際
、
滅
多
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

観
測
点
は
、
設
置
の
た
め
の
初
期
投
資
の
た
め
に
も
、
維
持
管
理
の
た
め

に
も
、
一
地
点
あ
た
り
相
当
の
金
額
に
な
る
の
で
、
同
じ
観
測
目
的
を
達
し

う
る
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
数
は
少
な
い
方
が
い
い
。
そ
こ
で
、
先
述
の
よ
う

に
地
理
的
に
精
粗
が
与
え
ら
れ
る
。
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
高
濃
度
汚
染
地

域
に
は
密
に
、
低
濃
度
地
域
に
は
粗
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配
置
の
決

定
を
よ
り
合
理
的
に
行
お
う
と
す
る
研
究
が
た
く
さ
ん
行
わ
れ
た
。
大
気
汚

染
観
測
系
の
最
適
構
成
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
数
式
的
に
表
現
さ
れ
た
或
る

条
件
に
最
も
よ
く
合
う
よ
う
に
、
観
測
点
の
個
数
と
位
置
を
決
め
よ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
学
位
論
文
の
主
要
な
部
分
の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
真
っ

向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
気
汚
染
場
の
統
計
的
な
性
質
は
、
経

年
的
に
大
幅
に
変
わ
る
の
で
、
或
る
年
の
大
気
汚
染
場
の
性
質
を
も
と
に
最

適
計
算
を
し
て
も
、
そ
の
結
果
は
そ
の
他
の
年
に
お
い
て
は
最
適
な
も
の
と

は
な
り
え
な
い
。
観
測
点
は
長
期
に
わ
た
っ
て
同
一
箇
所
に
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
、
せ
っ
か
く
の
最
適
構
成
法
も
計
算
方
法
に
い
か
に
工
夫
が
こ
ら

さ
れ
て
い
よ
う
と
、
し
ょ
せ
ん
、
長
期
間
に
つ
い
て
は
最
適
で
も
何
で
も
な

い
こ
と
に
な
る
。
大
気
汚
染
場
の
性
質
が
経
年
的
に
大
幅
に
変
わ
る
こ
と
を
、

数
年
間
に
わ
た
る
関
東
地
方
の
大
気
汚
染
観
測
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
多
角
的

に
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
の
結
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
、
先
行
の
数
学
的
に

精
緻
を
き
わ
め
た
多
く
の
最
適
構
成
法
が
応
用
数
学
の
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
た
。

で
は
ど
う
す
る
か
。
大
気
汚
染
場
の
性
質
の
経
年
変
化
を
予
測
す
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
、
最
適
計
算
の
基
礎
に
す
る
よ
う
な
精
度
で
は
と
う
て
い
不

可
能
で
あ
る
。
時
系
列
解
析
で
予
測
を
す
れ
ば
い
い
な
ど
と
い
う
向
き
も
あ

る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
数
学
的
方
法
の
現
実
で
の
適
応
性
の
検
討
を
欠
い
た
短

絡
的
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
統
計
学
演
習
の
秀
才
、
実
務
の
落
第
生

で
あ
る
。
大
気
汚
染
物
質
の
発
生
量
と
発
生
地
点
が
、
多
分
に
産
業
活
動
の

帰
結
で
あ
る
以
上
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
景
気
も
バ
ブ
ル
崩
壊
も
予
測
し
え
た

と
は
思
え
な
い
時
系
列
解
析
で
大
気
汚
染
場
の
予
測
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な

い
。大

気
汚
染
観
測
系
設
計
の
基
本
方
針
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
は
次
の
三
点

で
あ
っ
た
。
そ
の
一
は
、
上
述
の
よ
う
に
数
学
的
に
形
式
的
に
厳
密
な
設
計

方
法
は
採
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
大
気
汚
染

場
の
変
動
構
造
の
理
解
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
関
東
地

方
な
ら
ば
東
京
湾
周
辺
に
お
い
て
高
濃
度
で
あ
る
と
い
う
性
質
は
長
期
間
共

通
で
あ
る
こ
と
を
設
計
上
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
。
ま
た
、
汚
染
質
発
生
源

と
周
辺
で
の
濃
度
分
布
の
相
違
か
ら
、
新
道
路
の
建
設
な
ど
発
生
源
の
位
置

が
変
わ
っ
た
と
き
に
は
、
測
定
の
継
続
性
を
犠
牲
に
し
て
も
観
測
点
の
位
置

を
変
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。
第
三
は
、
次
期
の
観
測
系
の
設
計
に
た
い
す
る

情
報
を
得
る
た
め
に
も
、
観
測
系
に
冗
長
性
を
も
た
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

最
適
設
計
と
い
う
も
の
が
、
必
要
最
低
限
の
個
数
の
観
測
点
位
置
を
定
め
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
冗
長
性
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
最
適
設
計
理
念
の
否
定

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
基
本
方
針
は
、
大
気
汚
染
場
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
経
年
的
変
動
を
見

れ
ば
も
っ
と
も
至
極
な
も
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
観
測
点
を
ど
こ
に
い
く
つ

置
け
ば
い
い
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
具
体
的

な
こ
と
が
ら
は
、「
目
の
子
」
で
し
か
与
え
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
或
る
大
学
の
工
学
部
で
学
位
を
請
求
す
る
公
聴
会

が
行
わ
れ
た
際
、
有
力
な
出
席
者
三
名
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
葉
で
、

「
そ
ん
な
こ
と
だ
け
を
言
わ
な
い
で
、
観
測
点
の
数
と
位
置
を
具
体
的
に
定
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め
る
よ
う
な
手
順
が
提
示
で
き
な
い
の
か
？
」
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
。

質
問
は
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
学
位
請
求
者
は
ま
さ
か
「
そ
ん
な
こ
と
が

出
来
な
い
こ
と
を
い
ま
ま
で
説
明
し
た
ん
で
す
。」
と
言
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。

は
じ
め
か
ら
こ
の
研
究
に
関
わ
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
同
席
し
た
筆
者
が
意

見
を
求
め
ら
れ
た
。
筆
者
の
説
明
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
請
求
者
と
は
立
場
が
違
う
と
い
う
言
い
や
す
さ
が
あ
っ
た
。「
大
気
汚

染
場
の
性
質
が
経
年
的
に
大
幅
に
変
わ
り
、
そ
の
予
測
の
な
し
が
た
い
こ
と

は
、
い
ま
、
学
位
請
求
者
が
念
入
り
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

観
測
点
の
数
と
位
置
を
具
体
的
に
定
め
る
よ
う
な
手
順
と
い
う
も
の
は
与
え

え
な
い
。」
続
い
て
「
或
る
モ
ノ
を
設
計
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
設
計
諸

元
を
常
に
数
値
と
し
て
確
定
的
に
与
え
う
る
と
考
え
る
の
は
、
当
今
の
工
学

が
無
意
識
に
も
っ
て
い
る
思
い
こ
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
現
実
に
は
妥

当
し
な
い
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
学
位
論
文
の
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。

云
々
」
こ
れ
は
、
請
求
者
本
人
の
言
で
は
な
い
に
せ
よ
い
さ
さ
か
危
う
い
。

学
位
論
文
は
無
修
正
で
合
格
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
後
半
の
く
だ
り

は
、
請
求
者
に
対
す
る
質
問
を
聞
い
て
い
る
間
に
、
か
っ
て
そ
の
大
学
の
工

学
部
で
筆
者
が
学
生
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
を
離
れ
て
か
ら
も
長
ら
く
工
学

の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
間
に
身
に
付
い
た
工
学
と
い
う
も
の
の
特
徴
に
思

い
至
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。

四．
二．

演
習
室
と
実
務

戦
後
の
復
興
と
国
土
開
発
計
画
に
携
わ
っ
た
人
か
ら
も
、
似
た
よ
う
な
構

造
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
２
）

す
な
わ
ち
、
計
画
の
基
礎
と
な
る
予
測
の

む
ず
か
し
さ
と
実
際
に
経
験
し
た
そ
の
大
き
な
外
れ
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
、

プ
ラ
ン
ナ
ー
の
学
ぶ
べ
き
こ
と
と
し
て
、
政
治
学
、
美
学
、
神
学
、
宗
教
学

を
挙
げ
て
い
る
。
予
測
の
外
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
「
よ
も
や
国
民
が

こ
ん
な
に
自
動
車
に
乗
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

化
学
プ
ラ
ン
ト
を
設
計
し
て
立
ち
上
げ
る
と
き
に
、
決
し
て
設
計
上
の
計

算
ど
お
り
に
は
プ
ラ
ン
ト
が
動
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
立
ち
上
げ
に
携

わ
っ
た
人
か
ら
聞
か
さ
れ
る
。

筆
者
が
学
生
の
と
き
、
自
動
制
御
の
講
義
で
「
い
ま
ま
で
の
工
学
は
勘
で

設
計
を
す
る
カ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
理
論
的
に
デ

ザ
イ
ン
を
定
め
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
時
代
で
あ
る
。
云
々
」
と
聞
い
て

い
た
く
感
激
し
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
と
き
は
あ
た
か
も
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
・

シ
ョ
ッ
ク
の
数
年
後
、
高
度
成
長
の
真
っ
直
中
。
世
の
中
の
こ
と
は
科
学
的

に
決
め
る
の
だ
と
は
、「
空
想
か
ら
科
学
へ
」
を
奉
ず
る
向
き
で
な
く
て
も
、

み
な
ひ
と
し
く
そ
う
思
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
一
体
、
科

学
的
に
理
論
的
に
デ
ザ
イ
ン
を
決
定
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
神
な
ら
ぬ
こ
の
世
の
誰
か
が
答
え
を
知
っ
て
い
る
と
き
だ
け
で

は
な
い
の
か
。
ナ
ン
ト
カ
工
学
設
計
の
演
習
室
で
だ
け
成
り
立
つ
こ
と
で
は

な
い
の
か
。
ほ
ん
と
う
の
実
務
の
設
計
は
、
科
学
と
計
量
の
射
程
の
及
ば
な

い
も
の
が
多
く
、
政
治
思
想
や
美
学
や
宗
教
観
や
洞
察
、
そ
う
し
て
何
よ
り

も
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
責
任
と
権
限
と
の
自
覚
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て

の
矜
持
が
決
め
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
へ
の
回
帰
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

公
聴
会
で
の
質
問
者
と
請
求
者
と
の
や
り
と
り
の
間
に
思
い
至
っ
た
と
言

っ
て
も
、
偉
そ
う
に
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
観
測
系
の
構
成
問
題
の
研
究

に
関
わ
る
こ
と
を
始
め
た
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
、
観
測
系
の
設
計
諸
元
が
な
ん

ら
か
の
意
味
で
確
定
的
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
最
適
設
計
手
順
に
到
達
す
る

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
気
汚
染
場
が
経
年
的
に
変
動
す
る

こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
毎
年
同
じ
な
ら
一
年
間
観
測
す
れ
ば

足
り
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
性
質
が
恒
常
的
に
保
存
さ
れ
る
か

（
ま
さ
に
、
時
系
列
解
析
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
）、
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経
年
変
動
の
程
度
が
或
る
限
界
の
中
に
納
ま
っ
て
、
そ
の
限
界
幅
に
つ
い
て

の
情
報
を
使
っ
て
、
決
定
の
論
理
を
二
段
構
え
に
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
気
汚
染
場
の
数
年
に
わ
た
る
観
測
デ
ー
タ

を
解
析
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
い
ず
れ
の
期
待
も
粉
砕
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
な

お
、
設
計
方
針
と
し
て
前
述
の
様
な
も
の
を
提
出
す
る
の
に
は
、
筆
者
は
な

に
が
し
か
の
抵
抗
感
を
い
だ
い
た
。
お
そ
ら
く
、
ま
さ
に
「
或
る
手
順
を
も

っ
て
、
設
計
諸
元
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
」
が
出
来
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
抵
抗
感
が
あ
っ
て
も
、
観
測
デ
ー
タ
を
用

い
た
解
析
結
果
は
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
憑
き
物
が
落
ち
る
よ
う

に
抵
抗
感
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
公
聴
会
で
質
問
が
筆
者
に
向

け
ら
れ
た
と
き
だ
っ
た
。

こ
れ
こ
そ
、
自
分
が
工
学
者
と
し
て
も
二
通
り
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

通
過
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
抵
抗
感
の
完
全
な
払
拭
ま
で
は
、

二
者
の
相
克
が
な
に
が
し
か
の
抵
抗
感
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
な
お
か
つ
、

そ
の
こ
ろ
前
章
で
述
べ
た
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
最
適
設
計
の
研
究
に
か
か
わ
っ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
研
究
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
だ
け
、
工
学
者
と

し
て
で
さ
え
も
自
分
が
通
過
し
て
き
て
し
ま
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
仮

に
戻
っ
て
理
屈
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
、
頭
が
辛
く
し
ん
ど
か
っ
た
の
は
理

の
当
然
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
工
学
の
設
計
思
想
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
か
ら
「
或
る

手
順
を
も
っ
て
設
計
諸
元
を
確
定
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

う
で
は
あ
る
ま
い
。
教
授
達
が
国
土
建
設
の
責
任
も
負
っ
て
い
た
明
治
時
代

に
お
い
て
は
、
（
３
）

将
来
状
況
が
知
り
が
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
を
定
め

建
設
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
丁
度
、
下
河
辺

の
述
懐
を
先
取
り
す
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

い
つ
し
か
設
計
現
場
実
務
か
ら
設
計
理
論
研
究
が
分
離
し
、
そ
の
な
か
で

専
門
化
し
、
あ
ま
つ
さ
え
数
理
的
に
は
高
度
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

て
、
工
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
「
な
る
べ
く
現
実
を
無
視
し
た
方
が

す
ぐ
れ
た
理
論
を
作
り
や
す
い
」
の
で
あ
る
。
設
計
現
場
実
務
と
設
計
理
論

研
究
と
が
乖
離
し
、
同
僚
評
価
（
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
）
に
も
と
づ
く
研
究
評

価
が
後
者
を
担
う
べ
き
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
個
別
科
学
の
研
究
者
集
団
の
中
で

な
さ
れ
て
、
さ
ら
に
は
、
論
文
数
に
よ
る
研
究
者
の
業
績
評
価
が
進
め
ら
れ

る
な
ら
、
個
別
科
学
者
の
な
す
研
究
と
い
う
も
の
の
赴
く
先
は
見
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

エ
ン
ジ
ニ
ア
の
ひ
と
つ
の
思
い
こ
み
と
し
て
、
何
ら
か
の
手
順
を
も
っ
て

設
計
諸
元
を
確
定
さ
せ
た
り
、
設
計
の
た
め
の
数
式
や
数
式
モ
デ
ル
を
提
出

し
た
り
、
測
定
数
値
や
計
算
数
値
を
示
し
た
り
し
な
い
で
、
設
計
や
計
画
に

関
す
る
理
念
や
思
想
や
構
想
を
語
る
だ
け
で
は
研
究
を
し
た
気
に
な
ら
な
い

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
も
、
由
来
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

水
道
行
政
一
代
氏
の
研
究
に
し
て
も
、
決
し
て
最
適
解
の
通
り
に
実
施
設

計
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
最
適
解
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
浄

水
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
単
純
に
結
合
し
て
も
い

い
シ
ス
テ
ム
は
出
来
な
い
と
い
う
ま
さ
に
シ
ス
テ
ム
工
学
の
テ
ー
ゼ
の
再
確

認
で
あ
り
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
の
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
中
で
の
役
回
り
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
渇
水
に
対
処
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
明
ら
か
に

し
て
、
水
道
水
の
需
要
家
に
対
策
へ
の
理
解
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
、
大
規
模
渇
水
が
い
か
よ
う
に
し
て
も
浄
水
シ
ス
テ
ム
の
み
で
は
対
処

し
き
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
適
計
算
結
果
を
実
施
設
計
に
用
い
る
に
し

て
も
、
或
る
洞
察
を
介
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
洞
察
を
介
し
た

適
用
と
い
う
の
は
ま
さ
に
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
代
わ
っ
て
復
権
さ
る
べ

き
カ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
実
態
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
く
だ
ん
の
大
学
の
工
学
部
で
は
、
工
業
的
に
役
に
立
つ
工
学
へ
の

動
き
も
一
部
で
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
讃
美
か
ら
、
カ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
復
権
の
提
唱
へ

東京家政学院筑波女子大紀要２ 1998

（9）－ 9－（9）



の
変
身
と
は
、
自
分
史
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
相
克
と
変
遷
で
あ

る
と
同
時
に
、
工
学
の
あ
る
べ
き
姿
を
も
指
し
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。そ

う
し
て
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
遍
歴
は
更
に
進
ん
で
、
三
章

に
述
べ
た
よ
う
に
、
解
釈
の
世
界
か
ら
更
に
セ
ン
ス
の
世
界
に
及
ぼ
う
と
し

て
い
る
の
だ
。

五．

お
わ
り
に

自
分
史
の
今
後
と
し
て
は
、
覚
悟
を
決
め
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機

と
、
存
在
理
由
の
危
機
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
必
要

な
以
上
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
飽
く
ま
で
理
屈
を
つ
け
続
け
る
こ
と
こ

そ
、
自
分
の
よ
り
上
位
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
の
だ
。

以
上
の
議
論
か
ら
学
問
と
そ
の
推
進
に
お
け
る
研
究
者
の
あ
り
よ
う
に
つ

い
て
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、
こ
こ
に
明
示
的
に
列

挙
す
る
か
ど
う
か
も
分
野
間
で
の
発
想
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
、
列
挙
し
な
い
方
を
選
ぶ
。

注
（
１
）
鳥
越
け
い
子
『
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
―
そ
の
思
想
と
実
践
―
』（
鹿
島
出
版
会
、
一
九
九
七
）

一
五
九
―
一
七
八
頁
。

（
２
）
下
河
辺
淳
「
政
策
的
意
志
決
定
と
社
会
科
学
」『
岩
波
講
座
社
会
科
学
の
方
法
Ⅳ
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
）
二
二
九
―
二
七
一
頁．

（
３
）
高
橋
　
裕
『
現
代
日
本
土
木
史
』（
彰
国
社
、
一
九
九
〇
）
八
五
―
一
〇
九
頁
。

大井　紘：異なる分野間の移動に伴う研究者におけるアイデンティの相克
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