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坂
本
賞
三
氏
が
、
今
回
、
既
発
表
の
諸
論
文
を
全
面
的
に
組
み
か
え
て
一

書
と
し
、
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
と
名
づ
け
、
改
め
て
世
に
問
わ
れ
た
。

坂
本
氏
が
こ
の
書
物
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
摂

関
政
治
か
ら
院
政
へ
と
い
う
把
握
へ
の
批
判
か
ら
出
発
し
た
平
安
時
代
の
時

期
区
分
論
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
、
国
家
体
制
の
全
体
的
把
握
を
一
癒
こ
こ

ろ
み
た
上
で
な
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
点
に
お
い
て
、
氏
の
所
論
に
は
、
最

近
の
研
究
動
向
を
反
映
し
た
新
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
。

　
王
朝
国
家
と
い
う
の
は
、
平
安
中
期
以
降
の
国
家
体
制
が
そ
れ
以
前
の
律

令
国
家
の
そ
れ
と
は
異
質
の
歴
史
的
性
格
を
有
す
る
と
し
て
、
そ
れ
を
表
現

す
べ
く
つ
く
り
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
坂
本
氏
は
こ
の
王
朝
岡
察
を
前
期

と
後
期
と
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
律
令
国
家
体
制
は
十
世
紀
初
に
変

化
し
て
前
期
王
朝
国
家
体
制
に
移
行
す
る
が
、
十
一
世
紀
の
第
二
四
半
期
に

入
る
と
再
び
変
化
し
、
後
期
王
朝
国
家
体
制
に
移
行
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
坂
本
氏
の
所
論
申
に
は
、
律
令
国
家
体
制
か
ら
前
期
王
朝
国

家
体
制
へ
更
に
後
期
王
朝
国
家
体
制
へ
と
変
っ
て
い
っ
た
の
は
何
故
か
と
い

う
よ
う
な
、
政
治
史
的
考
察
も
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
時
期
区
分
論
と

し
て
そ
の
所
論
を
簡
単
に
割
切
る
べ
き
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

書
名
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
基
本
的
に
は
時
期
区
分
論
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
線
に
そ
っ
て
需
評
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

　
坂
本
氏
は
、
免
除
領
脚
制
の
成
立
お
よ
び
不
堪
隠
田
解
文
制
の
重
視
と
い

う
事
象
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
前
期
王
朝
国
家
体
制
の
成
立

を
主
張
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
免
除
領
田
制
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　
坂
本
氏
に
よ
る
と
、
免
除
領
田
制
と
は
次
の
よ
う
な
制
度
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
庄
園
領
主
は
國
司
の
交
替
ご
と
に
庄
田
の
坪
付
・
面
積
を
書
き
だ
し

て
嘗
物
免
除
の
申
講
を
す
る
が
、
そ
れ
を
う
け
た
国
司
は
、
田
所
の
行
っ
た

基
準
国
図
と
の
照
合
結
果
に
基
い
て
、
各
署
ご
と
に
庄
田
不
輸
の
認
定
を
す

る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
に
関
す
る
坂
本
氏
の
考
察
は
、
概
し

て
手
堅
く
か
つ
詳
細
に
史
料
の
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
す
ぐ
れ
た
も
の
だ

と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
成
立
時
期
を
延
喜
庄
園
整
理
令
よ
り
少
し
ず
ら
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評麟聖

国

せ
、
こ
の
制
度
は
官
物
確
保
の
た
め
中
央
政
府
が
庄
園
の
不
輸
範
翻
を
規
制

し
よ
う
と
し
て
行
っ
た
措
置
だ
と
い
い
、
官
物
免
除
の
た
め
の
基
本
的
台
帳

と
し
て
基
準
国
図
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
主
張
さ
れ
る
点
な
ど
は
、
問
題
が

あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
坂
本
氏
が
免
除
塩
田
制
と
い
わ
れ
る
も
の
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
田
地
の
占
請
は
弘
仁
二
年
二
月
三
日
の
官
符

に
よ
っ
て
町
反
数
に
よ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
庄
園
四
至
内
へ
の
検

田
使
の
入
勘
は
こ
の
時
よ
り
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
権
門

寺
社
の
墾
田
活
動
は
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
か
ら
、
庄
園
の
拡
大
は
自
由

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
延
喜
庄
園
整
理
令
に
よ
っ
て
庄
園
の
拡

大
は
禁
止
さ
れ
た
。
そ
こ
で
坂
本
氏
の
い
わ
れ
る
「
免
除
宮
田
」
の
手
続
き

が
と
ら
れ
、
拡
大
さ
れ
た
庄
田
は
収
公
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
。

坂
本
氏
が
免
除
豆
田
制
と
名
づ
け
ら
れ
た
制
度
は
、
こ
の
よ
う
に
律
令
制
の

原
則
に
固
執
し
た
と
こ
ろ
が
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
新
体
謂
へ
の
転
換
を

示
す
よ
う
な
歴
史
事
象
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
制
度
の
貝
的
も
当
然
考
え
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
延
喜
二
年
三
月
十
三
日
の
い
わ
ゆ
る

庄
園
整
理
令
の
官
符
に
「
耳
蝉
院
諸
膝
乗
紫
之
家
、
不
レ
揮
晶
憲
法
↓
思
為
晶

占
請
田
国
郡
官
司
判
許
之
日
、
錐
レ
似
下
番
催
晶
早
発
一
管
櫃
其
身
邉
租
、
而
曲
尽
二

土
民
之
力
役
嚇
妨
二
国
内
之
農
業
こ
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
の
目
的
は
班
田
織
斑
の
分
解
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
官
物
確
保
と
い
う
よ
う
な
財
政
的
意
図
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
基
準
国
図
は
、
た
だ
免
除
磐
田
制
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

坂
本
氏
の
所
論
中
で
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
存
在
は
証
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
、
何
ら

証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
上
野
国
交
替
実
録
帳
に
基
準
国
図
に
関
す
る
記
載
の

み
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
　
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
に
田
図
（
班
田
図
と
校

田
図
）
の
目
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
無
実
』
と
『
破
損
』
に
関
す
る
保
存

目
録
な
の
で
あ
っ
て
、
基
準
計
図
は
当
時
実
務
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ

の
目
録
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
坂
本
氏
の
弁
明
が
み
ら
れ

る
が
、
畿
内
に
お
い
て
さ
え
国
乱
朽
損
と
い
わ
れ
民
部
省
図
が
代
用
さ
れ
て

い
た
時
期
に
、
辺
境
の
上
野
国
で
朽
損
も
焼
失
も
せ
ず
完
全
な
形
で
残
っ
て

い
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
基
準
国
図
の
作
成
さ
れ
た
事
実
は
な
か

っ
た
と
断
言
し
て
差
支
え
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
基
準
細
図
と
坂
本
氏

が
い
わ
れ
る
も
の
は
、
班
田
図
と
考
え
て
何
ら
差
支
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
坂
本
氏
が
前
期
王
朝
困
家
へ
の
転
換
を
示
す
も
う
一
つ
の
事
象
と
し
て
と

り
あ
げ
ら
れ
た
不
堪
佃
田
解
文
制
の
重
視
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
み

て
み
よ
う
。
不
堪
佃
田
解
文
の
制
度
を
最
初
に
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
の
は
坂

本
氏
で
あ
り
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
研
究
成
果
は
今
後
の
研
究
の
出
発
点
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
在
し
な
か
っ
た
基
準
国
図
を
前
提
と
し
、
従
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っ
て
蛋
然
の
こ
と
な
が
ら
、
具
体
的
論
証
の
な
い
ま
ま
不
堪
佃
田
解
文
制
と

基
準
國
図
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
改
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
な
お
こ
の
中
で
坂
本
氏
は
、
基
準
国
威
の
本
田
数
が
諸
国
か
ら
の
中
央
政

階
に
対
す
る
貢
納
物
の
指
数
で
あ
っ
た
と
し
、
田
数
に
よ
っ
て
国
司
の
負
担

が
す
べ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
諸
国
公

文
の
制
度
を
全
く
無
視
し
た
議
論
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
承
服
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
記
す
と
、
無
数
に
よ
っ
て
決
っ
た
の

は
田
租
分
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
た
め
形
式
的
に
で
は
あ
れ
租
帳
が
毎
年
作
成

さ
れ
て
い
た
。
調
庸
分
の
負
組
量
は
大
潟
の
課
丁
数
に
よ
っ
て
決
り
、
そ
れ

に
基
く
調
庸
帳
が
毎
年
作
成
さ
れ
て
い
た
。
田
挙
分
の
負
担
量
は
減
省
官
符

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
く
出
挙
娠
が
毎
年
作
成
さ
れ
て
い

た
。
私
見
に
よ
る
と
、
課
丁
数
の
変
化
は
大
体
十
世
紀
中
頃
ま
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
出
挙
の
減
省
官
符
は
十
一
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
な
お
み
ら
れ

る
。
そ
れ
が
前
例
に
よ
る
野
心
だ
と
は
い
う
も
の
の
、
十
世
紀
に
お
け
る
減

省
額
の
漸
次
的
増
加
は
推
定
し
て
か
ま
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

　
以
上
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
免
除
迎
酒
制
の
成
立
と
い
う
こ
と
か
ら
も
不

堪
佃
田
解
文
制
の
重
視
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
国
家
体
欄
の
変
化
を
導
き
出

す
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
前
期
茨
朝
国
家
体
制
論
に
お
い
て
残

る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
体
制
下
に
お
い
て
国
内
の
田
地
が
「
名
」
に
編
成
さ
れ

所
定
の
官
物
・
臨
隠
雑
役
収
取
の
単
位
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
だ
け
に
な

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
十
・
十
｝
盤
紀
に
お
い
て
「
名
」
が
公
領
の
収
取
単
位
に
な
っ
て
い
た
こ

と
は
、
石
母
田
正
氏
が
指
摘
さ
れ
て
以
来
通
説
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
異
論
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
坂
本
氏
が
、
前
期
王

朝
国
家
体
制
下
で
は
も
は
や
人
民
そ
の
も
の
を
全
一
的
に
調
査
・
把
握
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
検
田
に
よ
っ
て
土
地
を
介
し
て
人
民
を
把
握
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
し
、
　
「
名
」
を
十
世
紀
に
入
っ
て
成
立
し
た
収
取

単
位
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
は
、
随
い
難
い
見
解
で
あ
る
。

　
「
名
」
の
起
源
は
別
に
私
が
論
じ
た
よ
う
に
青
苗
簿
に
あ
り
、
九
世
紀
以

前
す
で
に
田
租
の
収
取
単
位
と
し
て
存
在
し
て
い
た
、
九
世
紀
末
に
出
挙
が

田
率
賦
課
に
変
り
、
や
が
て
避
難
等
も
田
率
賦
課
に
変
っ
て
い
っ
た
結
果
、

蚊
取
単
位
と
し
て
の
重
み
を
漸
次
増
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
量

の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
も
っ
て
国
家
体
制
の
変
化
を
主
張
す
る
の
は
適

切
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
律
令
制
的
人
身
把
握
が
十
世
紀
に
入

っ
て
な
お
活
き
て
い
た
こ
と
は
勘
籍
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
知

ら
れ
る
し
、
正
丁
か
ら
の
収
取
も
「
名
」
別
収
取
と
並
ん
で
十
世
紀
前
半
に

な
お
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
承
平
五
年
六
月
十
三
目
の
官
符
に
よ
っ
て
知
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
「
名
」
の
欄
度
に
お
い
て
も
、
律
令
困
家
譜
糊
か
ら
前

期
王
朝
国
家
体
制
へ
の
転
換
は
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、

十
世
紀
と
い
う
聴
期
は
、
前
半
は
極
め
て
律
令
制
的
で
あ
り
、
後
半
に
入
る

と
中
世
的
な
様
相
が
次
第
に
顕
著
に
な
っ
て
く
る
．
つ
ま
り
、
十
世
紀
と
い

う
の
は
律
令
制
が
急
速
に
崩
壊
し
て
ゆ
く
時
期
で
あ
り
、
十
一
世
紀
に
入
っ

て
は
じ
め
て
決
定
的
な
変
化
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
変
化
の
時
期
を
前
期
王
朝
国
家
と
い
う
一
つ
の
整
っ
た
体
制
と
し
て
把

握
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
は
、
基
本
的
に
は
律
令
国
家
体
制

下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
中
世
へ
の
過
渡
期
に
当
る
と
考
え
る

の
が
最
も
妥
当
な
考
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

　
坂
本
氏
は
、
十
一
世
紀
前
半
に
み
ら
れ
る
変
化
を
も
っ
て
後
期
王
朝
圏
家

体
制
の
成
立
と
し
、
そ
の
基
本
的
指
標
を
公
田
官
物
率
法
の
成
立
と
別
名
制

の
成
立
を
含
む
量
定
制
の
改
編
に
求
め
ら
れ
た
。
十
一
世
紀
の
前
半
に
囲
家

体
制
の
改
変
と
も
い
う
べ
き
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
私
も
主
張
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
点
に
関
し
て
異
論
は
な
い
．
そ
こ
で
、

後
期
王
朝
国
家
体
制
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
立
論
の
過
程
に
焦
点
を
あ
て
て

み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
十
一
世
紀
の
四
十
年
代
に
基
本
額
反
燐
米
三
斗
を
中
心
と
す
る
公

田
宮
物
率
法
が
成
立
し
田
租
制
が
消
滅
し
た
と
い
う
、
公
田
官
物
率
法
成
立

に
関
す
る
氏
の
所
論
は
、
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時

期
に
税
湖
が
田
野
賦
課
一
本
に
変
っ
た
わ
け
で
な
い
。
坂
本
氏
も
こ
の
こ
と

は
充
分
承
知
で
、
他
の
税
制
に
つ
い
て
は
臨
縫
雑
役
の
変
化
と
し
て
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
は
極
め
て
難
解
で
、
私
に
は
よ
く
理
解

で
き
な
か
っ
た
、
そ
の
原
闘
は
、
臨
時
雑
役
と
い
う
賦
課
形
態
を
示
す
場
倉

も
賦
課
内
容
を
示
す
揚
合
も
あ
る
と
い
う
極
め
て
あ
い
ま
い
な
概
念
を
用
い

て
、
税
制
を
総
括
し
、
論
じ
ら
れ
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
、
税
制
の
変

化
全
体
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
田
率
賦
課
の
官
物
だ
け
を
特

に
と
り
繊
す
の
で
な
く
、
田
面
賦
課
・
名
別
賦
課
・
在
家
別
賦
課
と
い
う
賦

課
形
態
の
別
を
機
軸
に
す
え
、
恒
例
・
臨
時
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

個
々
の
税
潤
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
る
と
い
う
方
法
を
用
い
る
べ
き
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
察
の
後
、
は
じ
め
て
税
制
の
変
化
に
対
す

る
正
し
い
評
価
も
下
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
後
期
王
朝
国
家
体

制
下
に
お
け
る
税
制
を
論
じ
な
が
ら
、
在
家
役
に
つ
い
て
雷
及
さ
れ
て
い
な

い
の
は
ど
う
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
．
、

　
別
名
制
の
成
立
を
含
む
郡
郷
制
の
改
編
と
い
わ
れ
る
坂
本
氏
の
所
論
も
、

税
制
に
関
す
る
所
論
の
不
充
分
な
と
こ
ろ
が
そ
の
ま
ま
尾
を
引
い
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、
私
に
は
極
め
て
難
解
で
あ
る
。
坂
本
氏
は
鴉
名
を
下
地
の
別
名
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と
得
分
の
別
名
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
基
本
は
下
地
の
別
名
に
あ
る
と
し
て

よ
か
ろ
う
。
下
地
の
別
名
の
特
質
と
し
て
坂
本
氏
が
あ
げ
て
お
ら
れ
る
の
は
、

領
膚
に
対
す
る
圏
衙
の
公
認
と
雑
公
事
免
除
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
い
換

え
る
と
、
国
家
的
支
配
か
ら
の
土
地
と
人
と
の
離
脱
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
坂
本
氏
は
何
の
論
証
も
な
く
雑
公
事
免
除
の
中
に
在
家
役
免
除
が
含
ま

れ
て
い
る
と
決
め
て
お
ら
れ
る
が
、
大
和
国
で
は
氷
馬
役
が
在
家
役
と
し
て

庄
園
に
さ
え
か
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
か
ら
、
雑
公
事
免

除
を
も
っ
て
人
的
支
配
か
ら
の
離
脱
を
簡
単
に
結
論
づ
け
る
べ
き
で
な
く
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
別
名
制
の
成
立
と
同
時
に
郡
郷
中
の
改
編
が
行
わ
れ
た
と
坂
本
氏
は
主
張

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
期
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
い
て
は
形
骸
化
し
た
と

は
い
う
も
の
の
「
名
偏
体
制
と
し
て
律
令
制
的
人
身
支
配
が
残
存
し
て
い
た

が
、
後
期
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
い
て
は
そ
れ
も
消
滅
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
傾
聴
す
べ
き
主
張
で
あ
る
が
、
坂
本
氏
の
所
論
に

よ
る
と
後
期
王
朝
国
家
体
制
下
の
非
別
名
部
分
は
領
有
に
対
す
る
国
衙
の
承

認
も
雑
公
事
免
除
も
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
郡
的
単
位
・
倭
名
鋭
気

単
位
・
院
単
位
で
も
っ
て
別
名
と
並
ぶ
中
世
的
所
領
を
形
成
す
る
と
い
わ
れ

る
の
は
、
私
に
と
っ
て
不
可
解
で
あ
る
。
坂
本
氏
は
非
捌
名
部
分
も
や
が
て

私
領
化
・
庄
園
化
し
て
ゆ
く
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
具
体
的

論
証
は
残
念
な
が
ら
所
論
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
私
領
化
と
い
う
現
象
は
一
坂
本
氏
の
言
葉
を
か
り
る
な
ら
ば
領
有
に
対

す
る
国
衙
の
公
認
は
一
十
一
世
紀
前
半
に
体
制
的
に
お
こ
っ
た
と
私
は
考

え
る
の
で
あ
る
が
、
坂
本
氏
は
開
発
に
よ
っ
て
漸
次
的
に
進
行
し
た
と
考
え

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
坂
本
氏
は
、
律
令
制
的
人
身
支
配

（
公
民
翻
）
の
消
滅
に
つ
い
て
は
明
確
な
画
期
を
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

律
令
制
的
土
地
支
配
（
公
地
制
）
の
消
滅
に
は
明
確
な
画
期
は
存
在
し
な
い

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
繊
て
く
る
の
は
い
わ
ゆ
る
領

主
制
論
の
影
響
で
あ
ろ
う
が
、
私
に
は
不
可
解
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
後
期
王
朝
国
家
体
制
論
に
つ
い
て
は
、
十
一

世
紀
前
半
に
国
家
体
制
上
の
変
化
が
あ
り
中
世
的
所
領
が
形
成
さ
れ
た
と
い

う
結
論
に
お
お
む
ね
異
議
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き

出
す
過
程
に
お
い
て
、
私
に
は
納
得
の
ゆ
か
ぬ
点
が
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。

五

　
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
所
論
申
に

事
実
を
無
視
し
た
不
用
意
な
推
論
が
入
っ
た
り
論
理
に
一
貫
性
を
欠
く
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
り
す
る
た
め
、
時
期
区
分
論
と
し
て
は
甚
だ
欠
陥
の
多
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
領
主
制
論
と
の
か
か
わ
り
あ
い
も
終
輩
に
お
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
政
治
制
度
の
分
析
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
従
来
の
諸

見
解
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
本
書
の
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書

億
値
を
そ
れ
ほ
ど
傷
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
坂
本
氏
の
本
領
は
、

理
論
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
飼
々
の
具
体
的
事
実
に
関
す
る
実
証
的
研
究
に

あ
る
と
い
え
る
。
免
除
領
田
制
と
い
わ
れ
る
庄
田
認
定
手
続
き
の
分
析
、
不

堪
佃
田
解
文
制
の
推
移
に
関
す
る
所
論
、
公
田
窟
物
率
法
の
成
立
に
間
す
る

所
論
、
十
「
世
紀
初
に
お
け
る
律
令
制
的
人
身
抱
握
消
減
に
関
す
る
指
摘
等
、

そ
れ
だ
け
を
個
別
に
と
り
だ
し
実
証
面
だ
け
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も

す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
研
究
中
に
は
、
補
論
に
み
え
る

鴨
御
祖
社
領
都
宇
・
竹
原
両
町
に
関
す
る
研
究
を
も
含
め
、
坂
本
氏
に
よ
り

と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
問
題
も

あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
は
、
平
安
時
代
の
研
究
者
は
勿
論
の
こ
と
、
中
世
史

の
研
究
者
も
必
ず
目
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
物
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
な
お
、
坂
本
説
と
の
対
比
に
お
い
て
示
し
た
私
見
に
つ
い
て
は
、
書
評
と

い
う
本
稿
の
性
格
上
、
充
分
意
を
尽
し
て
述
べ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
拙
著
『
律
令
制
度
崩
壊
過
程
の
研
究
』
を
御
参
照
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。
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〇
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貝
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馴
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教
育
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助
教
撰
∴
以

渡

辺
　
翔
　
文
鳥

『
日
本
塩
魚
史
研
究
』

河
　
手
　
龍
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戦
後
の
目
本
塩
業
は
回
禄
有
の
変
化
を
と
げ
た
が
、
わ
け
て
も
、
基
図
余

年
の
長
期
に
わ
た
っ
て
、
塩
浜
な
い
し
は
塩
田
を
利
用
す
る
塩
業
の
生
産
形

態
、
す
な
わ
ち
、
揚
浜
・
入
浜
式
塩
田
の
形
態
が
消
滅
し
て
、
イ
オ
ン
交
換

膜
に
よ
る
近
代
的
工
場
生
産
へ
の
転
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自

体
が
す
で
に
大
変
な
歴
史
的
事
件
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
近
代
的
化
学
工
業
へ
の
脱
皮
を
期
に
、
明
治
三
十
八

年
以
来
実
施
さ
れ
て
き
た
塩
専
売
そ
の
も
の
も
姐
上
に
の
ぼ
り
、
そ
の
継
続

も
大
き
く
ゆ
ら
い
で
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
悪
業
の
大
変
革
は
、
お
の
ず
か
ら
三
業
史
に
対
す
る
深
い
関

心
を
高
め
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
た
っ
て
、
渡
辺
踊

文
氏
の
町
”
日
本
塩
業
史
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
道
を
研
究
す

る
者
に
と
っ
て
、
甚
だ
有
意
義
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
岡
蚤
は
、
過
去
二
〇
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
塩
業
史
の
研
究
に
従
事
さ
れ
、
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