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佐
々
木

博
光

論
稿
は
、
ダ
ー
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
工
科
大
学
史
学
科
の
イ
ェ
ン
ス
・
イ
ヴ

ォ
ー
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
教
授
と
フ
ォ
ル
カ
ー
・
ケ
ー
ラ
ー
博
士
の
共
著
で
あ
る
。

評
者
は
著
者
ら
を
全
く
知
ら
な
い
。
し
か
し
一
読
し
て
こ
れ
が
紹
介
す
べ
き

価
値
の
あ
る
論
文
で
あ
る
と
得
心
し
た
。
冒
頭
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
訳
出
す
れ

ば
、
十
分
に
そ
の
意
義
が
伝
わ
る
は
ず
で
あ
る
。「
庇
護
者
、
庇
護
民
、
閥

族
主
義

こ
れ
ら
の
概
念
は
た
い
て
い
芳
し
く
な
い
連
想
を
呼
び
覚
ま
す
。

ギ
リ
シ
ア
か
ら
ロ
シ
ア
を
経
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
至
る
地
域
の
、
今
日
の

社
会
の
遅
れ
の
原
因
に
つ
い
て
調
査
す
れ
ば
、
否
応
な
し
に
こ
の
よ
う
な
カ

テ
ゴ
リ
に
突
き
当
た
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
概
念
は
、
家
父
長
的
、

静
態
的
、
前
近
代
的
な
状
況
、
権
力
者
の
資
産
確
保
、
活
力
の
欠
如
、
能
力

主
義
の
阻
害
、
非
民
主
的
な
状
況
や
不
透
明
さ
を
代
表
す
る
。
要
約
す
る
と
、

パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
は
こ
の
解
釈
枠
組
み
の
な
か
で
、
今
日
の
西
洋
文
明
の
諸
価

値
に
対
す
る
拒
絶
と
同
時
に
、
経
済
に
お
け
る
業
績
原
理
の
欠
如
を
も
意
味

す
る
。」
こ
れ
に
対
し
て
著
者
ら
が
本
稿
で
企
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
今
日
の

西
洋
文
明
も
こ
れ
ら
の
諸
価
値
と
決
し
て
無
縁
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。「
し
か
し
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
逆
転
し
、
パ
ト
ロ
ネ
ー

ジ
と
互
酬
的
関
係
が
一
九
、
二
〇
世
紀
の
社
会
的
な
現
実
の
不
可
欠
の
構
成

要
素
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
近
代
化
プ
ロ
セ
ス
の
一
部

あ
る
い
は
仲
介
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。」
野

心
的
な
課
題
に
挑
む
論
文
の
、
各
章
に
付
さ
れ
た
章
題
を
も
く
じ
風
に
ま
と

め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

Ⅰ
．
序

Ⅱ
．
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
は
何
か
、
ミ
ク
ロ
政
治
と
は
何
か
、
互
酬
的
関
係

と
は
何
か
。

Ⅲ
．
規
範
の
難
し
さ

近
代
社
会
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
政
治
の
正
当
性
の
不

足

Ⅳ
．
近
代
的
な
資
源
と
、
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス

Ⅴ
．
水
平
的
な
結
合
の
意
義
増
加

Ⅵ
．
新
た
な
ア
ク
タ
ー

組
織
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ

Ⅶ
．
新
た
な
指
標

信
条
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ

Ⅷ
．
近
代
的
な
ミ
ク
ロ
政
治
の
文
化
史
の
た
め
の
論
告

Ⅸ
．
結
論

要
約

Ⅰ
で
は
さ
ら
に
研
究
史
の
整
理
が
続
く
。
一
九
、
二
〇
世
紀
の
政
治
・
社

会
の
近
代
化
要
因
と
し
て
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
は
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
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ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
学
に
お
い
て
知
ら
れ
な
い
わ
け
で
な
く
、
豊
富
な
事
例
研

究
を
も
つ
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
体
系
化
す
る
研
究
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
研
究
風
景
は
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
。
こ
こ
で
は

パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
歴
史
研
究
は
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
ほ
ぼ
近
世
に
集
中

し
た
。
こ
の
論
稿
は
、
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
研
究
を
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
も

有
望
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
他
国
で
得
ら
れ
た
成
果
の
一
層
の
体
系
化
に
寄

与
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

Ⅱ
以
下
で
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
現
象
形
態
、
正
当
化
戦
略
、
パ
ト
ロ

ネ
ー
ジ
と
近
代
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
。
豊
富
な
近
世
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
研

究
と
の
比
較
か
ら
、
は
ざ
ま
期
（
一
七
五
〇
年
頃
か
ら
一
八
五
〇
年
ま
た
は

一
八
七
〇
年
ま
で
の
時
期
）
以
降
の
歴
史
的
時
期
に
特
徴
的
な
パ
ト
ロ
ネ
ー

ジ
の
二
形
態

組
織
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
信
条
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ

が
素
描
さ
れ

る
。
最
後
に
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
研
究
の
課
題
を
導
く
と
い
う
手
順
を
踏

む
。そ

の
際
狭
義
の
政
治
史
に
関
心
を
集
中
し
、
優
遇
の
形
や
ア
ク
タ
ー
を
探

る
。
も
ち
ろ
ん
政
治
史
が
、
示
さ
れ
た
計
画
が
裨
益
す
る
唯
一
の
領
域
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
企
業
、
慈
善
団
体
、
セ
ク
ト
、
芸
術
家
協
会
、
ス
ポ
ー

ツ
協
会
な
ど
で
も
、
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
が
期
待
で
き
る
。
私

的
な
家
族
内
関
係
や
そ
の
他
の
社
会
関
係
、
組
織
犯
罪
や
と
り
わ
け
マ
フ
ィ

ア
の
体
質
に
も
そ
れ
が
看
取
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
政
治
的
な
行
為
領

域
に
関
心
を
集
中
す
る
。

Ⅱ
で
本
稿
の
対
象
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
、
恩
顧
主
義
、

ミ
ク
ロ
政
治
、
優
遇
、
非
公
式
の
影
響
力
行
使
、
関
係
づ
く
り
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
一
味
、
閥
族
主
義
、
互
酬
的
関
係
な
ど
で
あ
る
。
言
及
さ
れ
た
す

べ
て
の
現
象
は
、
ａ
）
資
源
（
と
く
に
経
済
的
、
象
徴
的
、
社
会
的
）
の
交

換
に
基
づ
き
、
ｂ
）
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
互
酬
的
関

係
の
モ
デ
ル
に
倣
い
、
ｃ
）
垂
直
的
・
水
平
的
な
人
間
関
係
の
形
を
と
っ
て
、

し
た
が
っ
て
一
方
で
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
、
恩
顧
主
義
と
し
て
、
他
方
で
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
的
な
繫
が
り
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
総
称
と
し
て
、
ヴ
ォ

ル
フ
ガ
ン
ク
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
ミ
ク
ロ
政
治
の
概
念
が
提
唱
さ
れ
る
。

資
源
交
換
と
贈
り
物
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
若
干
の
説
明
が
補
足
さ

れ
る
。
こ
こ
で
説
明
さ
れ
る
実
践
は
、
ふ
つ
う
互
酬
的
関
係
の
諸
原
理
に
従

う
。
そ
の
指
標
と
な
る
の
は
、
関
係
者
が
贈
り
物
や
他
の
資
源
を
、
非
公
式

で
、
た
い
て
い
は
暗
黙
裡
に
従
わ
れ
る
規
則
に
基
づ
い
て
交
換
す
る
と
い
う

想
定
で
あ
る
。
商
品
交
換
の
経
済
原
理
と
異
な
り
、
贈
り
物
と
返
礼
は
時
間

を
接
し
て
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
時
間
的
な
ズ
レ
が
あ
る
。
贈
り

物
と
返
礼
は
商
品
交
換
の
場
合
と
異
な
り
、
同
じ
「
価
値
」
を
有
さ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
そ
の
価
値
は
正
確
に
秤
量
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
非

物
質
的
・
象
徴
的
な
贈
り
物
（
資
源
交
換
）
の
例
と
し
て
、「
注
目
」
と
い

う
資
源
が
ど
れ
ぐ
ら
い
貴
重
で
あ
る
か
が
、
コ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
で
示
さ
れ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
党
首
が
地
区
会
長
の
誕
生
日
に
か
け
る
恒
例
の

祝
福
の
電
話
が
、
見
返
り
と
し
て
彼
に
対
す
る
個
人
的
な
忠
誠
を
生
ん
だ
。

Ⅲ
は
近
代
社
会
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
正
当
化
戦
略
を
扱
う
。
民
主

主
義
に
お
い
て
ミ
ク
ロ
政
治
は
正
当
性
の
不
足
を
抱
え
る
。
人
民
の
支
配
は

潜
在
的
に
す
べ
て
の
男
性
市
民
、
の
ち
に
は
女
性
市
民
に
も
参
加
を
約
束
し

た
が
、
ミ
ク
ロ
政
治
の
傾
向
は
排
他
的
で
、
参
加
機
会
が
制
限
さ
れ
た
メ
ン

バ
ー
に
し
か
開
か
れ
な
い
。
は
ざ
ま
期
以
降
に
民
主
主
義
と
ミ
ク
ロ
政
治
の

不
一
致
が
先
鋭
化
す
る
。

パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
基
本
的
に
悪
し
き
イ
メ
ー
ジ
は
、
注
目
す
べ
き
現
象
、

す
な
わ
ち
「
善
良
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
理
念
に
よ
っ
て
補
修
さ
れ
る
。
古
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典
的
な
例
は
政
治
や
経
済
に
お
け
る
「
女
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
奨
励
で
あ

る
。
同
じ
こ
と
が
環
境
や
自
然
保
護
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
当
て
は

ま
る
。
ま
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
肯
定
的
な
評
価
は
、
新
種

の
政
治
ア
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
と
の
関
連
で
さ
ら

に
際
立
つ
。
そ
れ
が
と
く
に
顕
著
な
の
は
、
非
政
府
組
織
「
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア

レ
ン
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
組
織
は
腐
敗

と
闘
い
、
透
明
性
の
あ
る
政
権
運
営
実
現
の
た
め
に
闘
う
。
創
立
者
の
ペ
ー

タ
ー
・
ア
イ
ゲ
ン
は
、
そ
の
著
書
で
政
治
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
閥
族
主
義
を
非

難
す
る
。
同
時
に
彼
は
世
界
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
災
害
救
助
組
織
に
お

け
る
自
身
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
意
義
を
も
強
調
す
る
。「
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ

ン
シ
ー
」
は
、「
反
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
様
相
を
呈
す
る
。

著
者
ら
に
よ
れ
ば
、
近
代
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

規
範
面
で
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
は
、
近
世
社
会
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ

の
評
価
と
は
違
っ
た
ふ
う
に
記
述
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
膨
大
な
近
世
の
ミ

ク
ロ
政
治
研
究
か
ら
は
、
前
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
道
徳

的
に
い
か
が
わ
し
い
も
の
と
は
さ
れ
ず
、
多
く
の
場
合
に
社
会
的
に
望
ま
し

い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
面
倒
を
見
る
庇
護
者
と
彼
に
忠

誠
を
誓
う
庇
護
民
と
い
う
理
念
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
通
底
す
る
社
会
的
な
役
割
期
待
に
合
致
し
た
か
ら
で
あ

る
。近

代
と
と
も
に
社
会
の
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
変
化
し
た
。
保
守
的
な
傾

向
が
ま
だ
「
伝
統
的
な
」
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
業

績
主
義
の
原
理
、
社
会
の
上
昇
志
向
、
社
会
的
な
公
正
と
参
加
と
い
っ
た
新

し
い
価
値
が
台
頭
す
る
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
に
は
両
性
の
平
等
や
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
包
摂
と
い
っ
た
課
題
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
規
範
面
で
の
評
価
も
変
化
し
た
。
伝
統
的
共
同
体
の
弛

緩
と
と
も
に
、
抽
象
的
な
全
体
と
し
て
の
社
会
観
が
普
及
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

部
分
目
標
を
も
つ
部
分
シ
ス
テ
ム
（
た
と
え
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
は
、
正
当

性
を
主
張
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
失
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
理
由
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
絶
え
ず
社
会
的
閉
鎖
性
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
潜
在
的

な
構
成
員
や
受
益
者
に
対
す
る
約
束
と
い
う
形
を
、
し
か
し
す
べ
て
の
非
構

成
員
に
対
す
る
潜
在
的
な
脅
威
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
公
益
志

向
の
規
範
」
が
絶
対
の
覇
権
を
要
求
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
一
面
的
な
優
遇

の
禁
止
に
結
実
し
た
。
第
二
の
理
由
は
汎
社
会
性
と
い
う
脈
絡
に
対
す
る
感

性
の
覚
醒
と
関
係
す
る
。
著
者
ら
は
、
フ
ー
ゴ
・
プ
ロ
イ
ス
と
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
憲
法
に
関
す
る
議
論
で
構
想
さ

れ
た
、
直
接
選
挙
さ
れ
る
共
和
国
大
統
領
職
を
例
と
し
て
挙
げ
る
。
結
局
こ

の
モ
デ
ル
の
基
礎
に
は
利
益
代
表
に
対
す
る
深
い
不
信
が
あ
っ
た
。
個
別
利

害
の
す
べ
て
の
断
片
が
対
重
に
よ
っ
て
釣
り
合
い
を
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。

Ⅳ
は
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
を
生
む
た
め
の
資
源
を
考
察
す
る
。
考
え
ら
れ
る
資

源
の
種
類
は
国
家
、
私
経
済
、
社
会
間
の
分
化
と
と
も
に
多
様
化
し
た
。
も

っ
と
も
重
要
な
移
行
は
、
産
業
化
と
社
会
国
家
・
介
入
国
家
の
構
築
か
ら
生

じ
た
。
一
九
世
紀
の
初
頭
以
来
高
ま
っ
た
経
済
成
長
と
福
祉
水
準
が
、
間
違

い
な
く
ミ
ク
ロ
政
治
の
資
源
の
重
心
を
大
き
く
移
動
さ
せ
た
。
近
代
国
家
の

も
と
で
、
行
政
ポ
ス
ト
、
社
会
厚
生
事
業
、
産
業
政
策
、
補
助
金
政
策
と
い

う
形
を
と
り
、
資
源
も
目
覚
ま
し
い
増
加
を
み
た
。

近
世
の
庇
護
者
や
近
代
の
企
業
家
と
異
な
り
、
国
家
の
公
職
に
あ
る
人
や

雇
わ
れ
経
営
者
は
、
自
分
の
私
有
財
産
か
ら
資
源
を
使
う
の
で
は
な
い
。
高

102 (918)



級
・
下
級
官
吏
、
大
臣
も
首
相
も
「
自
分
の
も
の
で
な
い
」
資
源
、
す
な
わ

ち
国
家
の
資
源
を
自
分
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
た
め
に
投
入
す
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
国
家
の
資
源
を
自
在
に
扱
え
る
人
は
、
互
酬
的
関
係
の
実
践
に

お
い
て
庇
護
者
と
似
た
地
位
に
あ
る
。
こ
れ
は
上
で
説
明
し
た
近
代
の
ミ
ク

ロ
政
治
の
正
当
性
の
も
ろ
さ
を
示
唆
す
る
。

Ⅴ
〜
Ⅶ
は
前
近
代
と
異
な
る
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

Ⅴ
で
社
会
状
況
の
変
化
を
示
す
。
優
先
権
を
め
ぐ
る
衝
突
が
頻
発
し
、
近
代

の
社
会
的
ア
ク
タ
ー
は
、
前
近
代
よ
り
も
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
敬
遠
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
が
、
既
存
の
階
層
化
さ
れ

た
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
並
ん
で
ま
す
ま
す
水
平
的
な
ミ
ク
ロ
政
治
の
形
態
を
出

現
さ
せ
た
。
こ
れ
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
社
会
的
流
動
性
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。

誕
生
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
地
位
の
意
義
は
減
少
し
、
い
ま
や
実
力
主
義
に

基
づ
く
ず
っ
と
融
通
性
の
高
い
社
会
で
、
水
平
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
意
義

を
増
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
重
要
な
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
で

あ
る
。
垂
直
的
な
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
が
水
平
的
な
そ
れ
の
増
加
に
直

面
し
て
変
化
し
た
の
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
混
合
形
態
が
出
現
し
た
の
か
、

関
係
者
は
そ
れ
を
ど
う
考
え
た
の
か
。
ふ
た
つ
の
近
代
特
有
の
ミ
ク
ロ
政
治

の
形
態
で
こ
の
点
が
検
証
さ
れ
る
。

Ⅵ
で
組
織
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
が
考
察
さ
れ
る
。
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
社
会
的
結

合
は
、
一
九
世
紀
以
来
新
し
い
タ
イ
プ
の
政
治
的
大
衆
組
織
の
出
現
に
よ
っ

て
大
き
く
変
化
し
た
。
こ
れ
ら
の
組
織
は
独
自
の
資
源
、
た
と
え
ば
行
政
官

職
や
役
職
へ
の
干
渉
を
手
中
に
し
た
。
そ
れ
は
優
遇
の
た
め
の
独
自
の
指
標

を
構
築
し
た
。
い
ま
や
人
物
を
測
る
指
標
よ
り
も
組
織
自
体
へ
の
忠
誠
や
帰

属
が
重
要
と
な
っ
た
。

組
織
へ
の
加
入
は
資
源
技
術
の
面
で
は
ひ
と
つ
の
冒
険
で
あ
る
。
政
党
や

労
組
へ
の
加
入
が
、
州
別
国
会
議
員
候
補
者
名
簿
の
席
次
、
経
営
協
議
委
員

会
委
員
の
席
に
対
す
る
請
求
権
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
加
入

は
交
換
関
係
の
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
忠
誠
と
い
う
贈
り

物
が
個
人
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
の
ち
の
返
礼
、
た
と
え
ば
地
位
の
補
充
に

よ
っ
て
報
い
ら
れ
る
。
互
酬
的
関
係
は
「
外
に
対
す
る
」
組
織
の
保
全
に
奉

仕
す
る
ば
か
り
で
な
く
、「
内
部
に
お
け
る
」
庇
護
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
も

奉
仕
す
る
。

Ⅶ
で
信
条
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
が
考
察
さ
れ
る
。
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
ミ
ク
ロ
政

治
は
、
組
織
面
の
新
し
い
大
枠
条
件
に
よ
っ
て
変
化
し
た
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。
と
く
に
政
治
領
域
で
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
変
化
す

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
の
指
標
が
重
要
で
あ
っ
た
。
は
ざ
ま
期
以
降
の
政
治
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
は
、
政
治
的
な
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
た
め
の
枠
条
件
を
根

本
的
に
変
え
た
。
確
信
か
ら
生
じ
る
帰
依
、
で
き
れ
ば
生
涯
変
わ
ら
ぬ
帰
依

が
問
題
で
あ
っ
た
し
、
い
ま
も
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
政
治
的
な
機
会
主
義

や
物
質
的
な
利
己
心
に
対
す
る
保
証
と
も
見
な
さ
れ
た
。
こ
こ
に
も
前
近
代

の
文
化
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
。
前
近
代
に
お
い
て
も
、
当
時
は
ひ
と
り

の
庇
護
者
に
対
す
る
生
涯
に
わ
た
る
忠
誠
は
、
信
頼
に
値
す
る
徴
、
無
私
を

示
す
徴
と
見
ら
れ
た
。

む
ろ
ん
信
条
の
問
題
と
す
で
に
触
れ
た
組
織
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
は
分
か
ち
が

た
い
。
こ
れ
に
対
し
て
近
世
史
家
の
古
典
的
な
ミ
ク
ロ
政
治
研
究
は
、
親
族
、

郷
党
、
友
好
関
係
と
い
っ
た
識
別
指
標
を
強
調
し
た
。
い
ま
や
近
代
の
パ
ト

ロ
ネ
ー
ジ
の
歴
史
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
指
標
の
意
味
が
ど
の
程
度
残
っ
て

い
る
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ェ
イ
ス
ト
ゥ
フ
ェ
イ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
後
退
が
、（
ま
さ
に
信
条
や
組
織
帰
属
の
よ
う
な
）
新
し
い

指
標
の
受
け
入
れ
に
貢
献
し
た
と
い
う
想
定
も
、
こ
の
関
連
で
展
開
で
き
る

論 文 評
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か
も
し
れ
な
い
。

Ⅷ
は
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
研
究
の
課
題
を
示
す
。
ど
の
よ
う
な
（
し
ば

し
ば
は
っ
き
り
し
な
い
）
原
理
が
ミ
ク
ロ
政
治
の
行
動
の
基
礎
に
あ
る
の
か

と
い
う
問
題
が
、
こ
こ
で
と
く
に
興
味
を
引
く
。
史
料
に
そ
の
痕
跡
が
残
る

こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
残
る
と
す
れ
ば
関
係
者
間
の
衝
突
、
優
遇
関
係
の

終
焉
な
ど
、
ミ
ク
ロ
政
治
の
結
合
関
係
が
壊
れ
る
と
き
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

生
じ
る
法
的
、
政
治
的
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な
告
発
や
小
競
り
合
い
に
、

し
ば
し
ば
ミ
ク
ロ
政
治
に
関
す
る
認
識
が
露
呈
す
る
。
こ
の
よ
う
な
素
材
に

即
し
て
、
関
係
者
が
ど
の
よ
う
な
「
ミ
ス
」
を
犯
し
た
の
か
が
調
査
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
ミ
ク
ロ
政
治
の
規
範
を
逆
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
崩
壊
が
関

係
者
の
失
態
に
起
因
す
る
の
か
、
資
源
の
不
足
に
起
因
す
る
の
か
、
関
心
の

低
さ
に
起
因
す
る
の
か
は
、
む
ろ
ん
し
っ
か
り
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

組
織
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
信
条
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
例
で
、
ミ
ク
ロ
政
治
の
正

当
化
の
た
め
の
新
た
な
余
地
が
誕
生
し
た
の
を
見
た
。
ミ
ク
ロ
政
治
の
構
造

的
に
厄
介
な
、
非
常
に
多
義
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
し
た
が
っ
て
、

一
方
で
平
等
、
実
力
主
義
、
透
明
性
、
参
加
機
会
と
い
っ
た
社
会
的
な
価
値

の
イ
ン
フ
レ
が
、
し
か
し
他
方
で
友
好
関
係
、
信
頼
、
信
用
、
信
条
共
同
体

等
に
つ
い
て
も
調
査
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
互
酬
的
関
係
の
は
っ
き
り
し
な
い

原
則
、
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
行
動
指
針
と
な
る
規
範
も
明
確
に
な
る
。

Ⅸ
で
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
研
究
の
価
値
が
再
度
主
張
さ
れ
る
。
パ
ト
ロ

ネ
ー
ジ
と
近
代
社
会
の
関
係
に
関
す
る
包
括
的
な
テ
ー
ゼ
が
ま
だ
構
築
さ
れ

て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
ミ
ク
ロ
政
治
が
近
代
化
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ

り
得
る
と
い
う
観
測
は
、
い
っ
た
ん
は
見
合
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
ミ
ク
ロ
政
治
が
社
会
的
な
実
践
と
し
て
真
摯
に
受
け

止
め
ら
れ
る
と
き
だ
け
、
そ
の
研
究
は
近
代
社
会
の
よ
り
良
い
理
解
に
資
す

る
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
論
稿
の
粗
筋
で
あ
る
。
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
研
究
意
義
は
よ

く
呑
み
込
め
た
。
し
か
し
ひ
と
つ
疑
問
が
残
っ
た
。
Ⅲ
で
、
近
代
に
ミ
ク
ロ

政
治
が
正
当
性
を
失
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
評
者
は
そ
れ

に
対
す
る
解
答
を
行
論
中
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
惰

性
で
残
っ
た
の
か
、
意
図
し
て
残
さ
れ
た
の
か
。
評
者
は
そ
れ
が
無
理
な
く

社
会
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
だ
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
独
自
の
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
代
の

パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
に
関
す
る
包
括
的
な
テ
ー
ゼ
を
構
築
す
る
た
め
に
、
避
け
て

通
れ
な
い
問
い
で
あ
る
。

さ
ら
に
著
者
ら
が
解
答
を
留
保
し
た
ミ
ク
ロ
政
治
と
近
代
化
の
関
係
に
つ

い
て
一
言
し
た
い
。
近
代
化
を
従
前
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
ミ
ク
ロ

政
治
は
近
代
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
近
代
化
の
阻
害
要
因
と
し

か
映
る
ま
い
。
民
主
主
義
、
資
本
主
義
、
合
理
主
義
と
い
っ
た
西
洋
近
代
が

達
成
し
た
と
さ
れ
る
諸
価
値
に
関
す
る
知
の
組
み
換
え
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
著
者
ら
の
小
稿
が
よ
く
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
著

者
ら
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
も
の
全
員
の
課
題
と
な
ろ
う
。

資
本
主
義
の
理
解
に
つ
い
て
、
知
の
組
み
換
え
を
示
唆
す
る
研
究
を
一
例

紹
介
し
た
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
資
本
主
義
は
、
経
済
的
淘

汰
に
よ
っ
て
、
自
分
が
必
要
と
す
る
経
済
主
体

企
業
家
と
労
働
者

を
教

育
し
、
作
り
出
し
て
い
く
」
と
い
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
「
経
済

主
体
」
の
典
型
を
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
見
る
。
彼
が
青
年
に

与
え
る
処
世
訓
で
は
、
成
功
の
秘
訣
と
し
て
勤
勉
・
節
約
と
い
っ
た
禁
欲
的

な
道
徳
に
よ
っ
て
信
用
を
得
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
る①
。
資
本
主
義
を
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こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
資
本
主
義
は
実
力
主
義
と
伴
走
す
る
。
そ
こ
に

は
ミ
ク
ロ
政
治
の
出
る
幕
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
理
解
を
批
判
す
る
ハ
イ
ン
ツ
・

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
ト
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
自
伝
か
ら
、
彼
の
人
生
の
成
功
は

優
れ
た
縁
故
と
国
家
発
注
業
務
の
賜
物
だ
と
結
論
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は

ク
ラ
ブ
や
協
会
に
足
繁
く
通
い
、
そ
こ
で
つ
か
ん
だ
縁
故
に
よ
っ
て
紙
幣
の

印
刷
業
務
を
独
占
的
に
受
注
し
た
。
彼
の
成
功
の
秘
訣
は
節
約
や
勤
勉
と
何

ら
関
係
し
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
市
場
で
は
な
く
、
優
れ
た
縁
故
や
公

共
事
業
の
受
注
に
よ
っ
て
市
場
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
ト
は
こ
の
タ
イ
プ
の
資
本
主
義
精
神
の
典
型
を
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
見

る②
。シ

ュ
タ
イ
ナ
ー
ト
は
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
彼
の
資
本
主
義
の
精
神
の

埒
外
に
置
い
た
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ッ
ガ
ー
を
、
鉱
山
採
掘
と
い
う
比
較
的
安
全

な
当
時
の
国
家
事
業
に
投
資
す
る
こ
と
に
執
拗
に
固
執
す
る
が
ゆ
え
に
、
彼

の
考
え
る
資
本
主
義
精
神
の
列
に
加
え
る③
。
フ
ッ
ガ
ー
と
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

比
較
に
、
近
世
と
近
代
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
形
態
の
変
化
の
痕
が
見
つ
か
る
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
ト
の
議
論
で
は
、
日
本
の
研
究
者
が
水

平
的
な
社
会
的
結
合
の
礎
石
と
見
が
ち
な
ク
ラ
ブ
や
協
会
が
、
著
者
ら
の
言

う
階
層
化
さ
れ
た
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
苗
床
と
見
ら
れ
て
い
る
点
も
注
意
を
要

す
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
論
や
公
共
圏
論
を
大
き
く
揺
さ
ぶ

る
可
能
性
を
秘
め
る
。
既
存
の
認
識
に
安
易
に
依
存
す
る
の
は
、
控
え
る
ほ

う
が
賢
明
か
も
し
れ
な
い
。

二
〇
一
三
年
に
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
六
三
回
日
本
西
洋
史
学
会
大

会
の
大
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
評
者
は
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
登
壇
し
た
。

韓
国
か
ら
迎
え
た
発
表
者
が
、
今
後
中
心
の
な
い
、
地
域
間
に
等
級
を
付
け

な
い
世
界
史
記
述
を
模
索
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
基
調
報
告
を
行
っ
た④
。

西
洋
史
研
究
者
に
と
っ
て
、
西
洋
研
究
の
相
対
化
を
意
味
す
る
も
の
で
、
少

し
耳
の
痛
い
話
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
評
者
は
、
東
ア
ジ
ア
の
西
洋
史

研
究
が
い
か
に
西
洋
を
捉
え
損
な
っ
て
き
た
か
を
語
り
、
こ
れ
ま
で
西
洋
か

ら
学
び
損
じ
て
き
た
も
の
を
い
ま
こ
そ
真
摯
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
応
じ
た
。

そ
の
と
き
評
者
が
西
洋
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
、
ボ
ス
支
配
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
、
口
利
き
社
会
と
い
っ
た
、
お
よ
そ
西
洋
史
家
が
語
っ
て
き
た
の
と
は
一

八
〇
度
異
な
る
像
で
あ
っ
た
。
意
外
に
も
会
場
か
ら
は
好
意
的
な
反
応
が
返

っ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
渡
欧
歴
を
も
つ
研
究
者
が
増
え
、
誰
も
が
従
来
の
西

洋
像
に
何
が
し
か
の
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う⑤
。
そ
の
と
き
評
者
が

お
よ
そ
学
術
的
と
は
言
い
難
い
口
利
き
社
会
と
い
う
表
現
で
語
ろ
う
と
し
た

内
容
を
、
こ
の
著
者
ら
は
見
事
に
学
術
の
用
語
で
仕
上
げ
て
く
れ
た
。
評
者

も
そ
の
と
き
雑
感
と
し
て
語
っ
た
内
容
に
形
を
与
え
る
べ
く
、
そ
の
後
こ
の

課
題
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
る
。
伴
走
を
続
け
た
い
。

同
時
に
も
う
ひ
と
つ
課
題
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。
評
者
は
、
西
洋
の
歴
史

研
究
は
彼
ら
の
世
界
戦
略
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
ら
が

民
主
主
義
、
資
本
主
義
、
実
力
社
会
、
合
理
主
義
と
い
っ
た
価
値
観
を
世
界

に
吹
き
込
ん
だ
の
は
、
無
理
難
題
を
押
し
付
け
、
他
世
界
の
勢
い
を
そ
ぐ
た

め
で
あ
っ
た
。
西
洋
が
取
り
残
さ
れ
る
の
を
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま

ん
ま
と
図
に
当
た
っ
た
。
西
洋
は
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
独
走
を
許
さ
ず
、
い

ま
中
国
と
対
峙
す
る
。
評
者
の
目
に
映
る
世
界
シ
ス
テ
ム
の
原
風
景
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
西
洋
は
、
こ
の
期
に
及
ん
で
後
生
大
事
に
握

り
し
め
て
き
た
秘
密
を
手
放
す
気
に
な
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
何
か
彼
ら
の

世
界
戦
略
の
変
更
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
も
気
を
配
り
な
が
ら
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研
究
を
続
け
た
い
。

①

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
著
（
大
塚
久
雄
訳
）『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の

倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
五
一
頁
。

②

Steinert,
H
einz,
M
ax
W
ebers
unw
iderlegbare
Fehlkonstruktionen.

D
ie
protestantische
E
thik
und
der
G
eistdes
K
apitalism
us,Frankfurt

am
M
ain/N
ew
Y
ork
2011,S.93.

③

E
bd.,S.112f.

④

こ
の
報
告
は
、
イ
ム
・
ジ
ヒ
ョ
ン
著
（
小
山
哲
訳
）「
国
民
史
の
布
石
と
し
て

の
世
界
史
：
日
本
と
朝
鮮
に
お
け
る
「
愛
国
的
世
界
史
」
と
、
そ
の
結
果
と
し
て

生
じ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
つ
い
て
（
東
ア
ジ
ア
の
西
洋
史
学
）」『
思
想
』

一
〇
九
一
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
六

三
二
頁
。

⑤

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
務
め
た
小
山
哲
か
ら
、
近
世
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
研
究

は
、
評
者
が
語
っ
た
よ
う
な
西
洋
像
を
決
し
て
等
閑
に
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う

鋭
い
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
論
稿
は
、
小
山
の
発
言
を
も
取
り
込

ん
だ
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

（
大
阪
府
立
大
学
准
教
授
）
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