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卒
論
を
書
く
た
め
に

４

～
文
章
を
書
く
～

白
い
論
文
と
黒
い
論
文

卒
業
論
文
を
読
ん
で
い
る
と
、
紙
面
が
真
っ
白
に
見
え
る
シ
ロ

モ
ノ
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
こ
ん
な
感
じ
で
あ
る
。

慶
林
は
天
文
二
年
に
櫟
谷
社
を
再
建
す
る
。

そ
の
後
、
楼
門
北
を
本
願
所
と
し
て
活
動
を
続
け
る
。

天
文
一
一
年
の
「
遷
宮
次
第
」
に
よ
れ
ば
、

従
来
は
公
方
の
出
資
で
惣
遷
宮
を
し
て
い
た
が
、

難
し
い
の
で
慶
林
が
勧
進
を
し
、

集
め
た
金
銭
で
遷
宮
を
な
し
遂
げ
た
と
い
う
。

以
後
は
自
前
で
修
理
す
る
こ
と
と
し
、

作
事
の
た
め
に
慶
林
が
い
た
場
所
を
「
本
願
所
」
と
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ブ
ロ
グ
や
メ
ー
ル
な
ら
、
読
み
や
す
く
す

る
た
め
に
こ
ま
め
に
改
行
を
す
る
の
は
一
種
の
マ
ナ
ー
で
あ
る
。

あ
る
程
度
の
か
た
ま
り
で
空
白
行
を
設
け
る
の
も
、
悪
い
こ
と
で

は
な
い
。
段
落
替
え
の
冒
頭
、
一
字
下
げ
る
と
い
う
の
も
、
メ
ー

ル
な
ど
で
は
そ
ん
な
に
気
に
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
論
文
は
メ
ー
ル
で
は
な
い
。
メ
ー
ル
で
四
〇
〇
字
を

超
え
る
よ
う
な
も
の
は
滅
多
に
な
い
だ
ろ
う
。
メ
ー
ル
の
作
法
は
、

あ
く
ま
で
も
読
み
や
す
い
メ
ー
ル
の
た
め
の
作
法
で
あ
る
。

論
文
だ
と
、
下
半
分
が
や
た
ら
と
白
い
、
一
見
す
る
と
ラ
ノ
ベ

の
よ
う
な
文
章
は
、
か
え
っ
て
読
み
に
く
い
。

何
よ
り
、
こ
う
い
う
ス
カ
ス
カ
に
見
え
る
論
文
は
、
か
な
り
の

無
理
を
し
て
、
な
ん
と
か
規
定
枚
数
に
届
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る

「
水
増
し
」
論
文
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
減
点
対
象
に
な
る
。
極

端
す
ぎ
る
場
合
な
ど
は
、
も
し
か
す
る
と
「
文
章
量
不
足
」
と
判

断
さ
れ
て
審
査
対
象
外
（
＝
留
年
）
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
か
と
思
う
と
、
今
度
は
何
ペ
ー
ジ
も
段
落
替
え
が
な
い
、
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ひ
た
す
ら
切
れ
目
な
く
文
章
が
続
く
、
一
見
す
る
と
紙
面
が
真
っ

黒
に
見
え
る
論
文
も
あ
る
。
し
か
も
、
大
抵
は
ひ
と
つ
の
文
章
が

と
に
か
く
長
い
。
ヘ
タ
を
す
れ
ば
、
一
ペ
ー
ジ
く
ら
い
が
一
つ
の

文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
読
み
手
に
し
て

み
れ
ば
、
息
継
ぎ
な
し
で
長
文
を
読
ま
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
頭

に
内
容
が
入
っ
て
こ
な
い
。
先
程
の
文
章
だ
と
こ
ん
な
感
じ
。

慶
林
は
天
文
二
年
に
櫟
谷
社
を
再
建
し
た
後
、
松
尾
社
の
楼

門
北
側
を
「
本
願
所
」
と
し
て
活
動
を
続
け
る
が
、
天
文
一
一
年
の

「
遷
宮
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
従
来
は
公
方
の
出
資
で
惣
遷
宮
を
し
て

い
た
が
、
難
し
い
の
で
慶
林
が
京
中
を
勧
進
を
し
て
ま
わ
り
、
そ
う

し
て
集
め
た
金
銭
を
も
と
に
し
て
遷
宮
を
な
し
遂
げ
た
と
い
い
、
そ

れ
以
後
の
松
尾
社
は
公
方
の
支
援
を
あ
て
に
す
る
こ
と
な
く
自
前

で
社
殿
の
修
理
を
す
る
こ
と
に
し
、
作
事
の
た
め
に
慶
林
が
い
た
所

を
永
続
的
に
「
本
願
所
」
と
し
、
慶
林
は
「
本
願
」
と
な
った
。
そ
し
て

こ
の
文
章
、
読
ん
で
内
容
が
一
発
で
頭
に
は
入
っ
て
く
る
と
い

う
人
は
あ
ま
り
い
な
い
と
思
う
。
主
語
と
述
語
の
関
係
が
入
り
組

ん
で
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
文
章
は
、

例
え
ば
、
何
回
も
「
慶
林
が
」「
慶
林
は
」
と
同
じ
人
物
が
主
語

に
な
っ
て
い
る
複
数
の
文
が
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
文

章
を
い
く
つ
か
に
わ
け
て
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
段
落
と
文
が
長
い
、「
黒
い
」
論
文
は
、（
面
白
く
な

い
）
マ
シ
ン
ガ
ン
ト
ー
ク
を
聞
か
さ
れ
た
後
の
よ
う
な
、
非
常
に

暑
苦
し
い
読
後
感
を
あ
た
え
、
読
み
手
に
は
疲
労
感
だ
け
が
残
る

こ
と
に
な
る
（
個
人
の
感
想
で
す
）。

段
落
を
単
位
に
考
え
る

論
文
は
、
相
手
を
説
得
す
る
も
の
。
そ
れ
も
論
証
を
段
階
的
に

積
み
上
げ
て
、
相
手
に
自
分
の
見
解
を
理
解
し
て
も
ら
う
も
の
な

の
で
、
文
章
の
書
き
方
に
も
工
夫
が
必
要
に
な
る
。

文
章
を
書
く
と
き
に
一
気
呵
成
に
書
き
上
げ
て
い
く
と
、
段
落

替
え
の
な
い
暑
苦
し
い
真
っ
黒
の
文
章
に
な
る
。
時
に
筆
が
進
ん

で
き
て
、
勢
い
で
書
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う

い
う
時
こ
そ
要
注
意
で
あ
る
。
特
に
深
夜
は
︱
︱
。

論
文
を
書
く
に
は
冷
静
さ
も
必
要
で
あ
る
。
一
歩
一
歩
、
論
証

を
つ
み
あ
げ
る
。
そ
う
い
う
時
は
、
段
落
ご
と
に
ひ
と
ま
と
ま
り

と
し
て
、
小
さ
な
証
明
を
重
ね
て
い
く
よ
う
に
す
る
よ
う
に
考
え

て
い
く
と
い
い
。

例
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
論
文
の
一
節
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

文章を書く
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①

「
坂
本
馬
借
」
の
居
住
地
区
に
関
し
て
、
『
新
修
大
津
市

史
』
二
は
「
三
津
の
う
ち
の
戸
津
に
程
近
い
富
崎
・
比
叡
辻
に

集
住
」
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
は
応
永
元
年
の
足
利
義
満
の

日
吉
社
へ
の
参
詣
記
録
『
日
吉
社
室
町
殿
御
社
参
記
』
（
『
続

群
書
類
従
』
神
祇
部
）
の
次
の
よ
う
な
記
載
に
も
と
づ
く
。

一
、
社
頭
沙
汰

奉
行
越
前
維
那

二
宮
方

富
崎
・
比
叡
辻
馬
借
・
車
借
点
定
、
当
浦
之

船
、
自
唐
崎
付
戸
津
・
比
叡
辻
了
、
毎
日
馬
二
百
疋

計
、
車
廿
両
計
、
首
尾
廿
四
五
日
也

②

「
社
頭
沙
汰
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
は
わ
か
ら

な
い
が
、

唐
崎
か
ら
戸
津
・
比
叡
辻
へ
の
湖
上
輸
送
と
そ
こ
か

ら
「
二
宮
方
」
ま
で
の
陸
上
輸
送
の
負
担
を
、

そ
れ
ぞ
れ
「富
崎

・
比
叡
辻
」
の
「
馬
借
・
車
借
」
に
課
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
は

確
実
に
読
み
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
馬
借
が
こ
の
琵
琶
湖
岸
ぞ

い
の
富
崎
と
比
叡
辻
の
二
つ
の
在
地
を
そ
の
活
動
拠
点
と
し
て

い
た
こ
と
は
、
『
新
修
大
津
市
史
』
二
の
指
摘
通
り
で
あ
ろ
う
。

③

た
だ
、
続
群
書
類
従
本
『
日
吉
社
室
町
殿
御
社
参
記
』
の

こ
の
部
分
の
記
載
に
は
、
あ
き
ら
か
に
欠
落
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
「
社
頭
沙
汰
」
に
関
し
て
は
、
「
二
宮
方
」
の
み
が
記
載
さ

れ
、
こ
れ
と
併
記
さ
れ
る
べ
き
「
大
宮
方
」
の
記
載
が
見
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
れ
よ
り
先
に
あ
が
る
「
社
頭
掃
除
」

に
つ
い
て
は
在
地
へ
の
負
担
が
明
確
に
「
大
宮
方
」
と
「
二
宮
方
」

の
二
つ
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。

④

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
当
該
の
記
載
に
部
分
に
次
の
よ

う
な
追
記
の
あ
る
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
の
『
日
吉
社
室
町

殿
御
社
参
記
』
の
存
在
で
あ
る
。

大
宮
方

戸
津
・
坂
井
馬
借
・
車
借
等
懸
之

⑤

大
谷
大
学
本
の
『
日
吉
社
室
町
殿
御
社
参
記
』
は
、
筆
跡

か
ら
見
て
近
代
に
入
り
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
「
二
宮
方
」
云
々
の
文
章
の
右
側
に
記
さ
れ
た
こ
の

一
行
は
、
本
来
あ
っ
た
文
章
を
古
写
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の

と
判
定
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
十
分
に
信
用
で
き
る
。
そ
し
て
、

と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
新
た
に
「
坂
本
馬
借
」
の
居
住
地
区
と
し

て
、
戸
津
・
坂
井
の
二
つ
の
「
在
地
」
が
浮
か
び
あ
が
って
く
る
こ

と
に
な
る
。

（
下
坂
守
「
坂
本
の
馬
借
と
土
一
揆
」
『
中
世
寺
院
社
会
と

民
衆
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
九
～
一
六
〇

頁
、
た
だ
し
注
な
ど
一
部
を
省
略
、
段
落
番
号
を
追
加
）
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こ
れ
は
中
世
の
「
坂
本
馬
借
」
の
居
住
地
区
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
だ
。
一
度
、
自
分
で
論
旨
を
追
い
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
読

ん
で
み
て
ほ
し
い
。

ま
ず
①
段
落
で
、
先
行
研
究
で
馬
借
が
「
富
崎
・
比
叡
辻
」
の

二
ヶ
所
に
集
住
す
る
と
し
た
指
摘
を
紹
介
し
、
続
い
て
根
拠
と
な

っ
て
い
る
史
料
を
提
示
す
る
。
②
段
落
で
は
、
史
料
か
ら
先
行
研

究
の
指
摘
の
一
応
の
正
し
さ
を
確
認
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
③
段
落
で
、
実
は
先
行
研
究
で
依
拠
し
て
い
る
史
料

に
は
「
欠
落
」
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。「
二
宮
」
と
い
う

の
は
、
現
在
「
東
本
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
日
吉
社
の
社
殿
の
ひ

と
つ
だ
が
、
通
常
は
現
在
「
西
本
宮
」
と
称
し
て
い
る
「
大
宮
」

と
対
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
本
来
は
「
大
宮
」
に
つ
い
て
も

書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、『
続
群
書
類
従
本
』
は
脱
文
が
あ

る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
④
段
落
で
、「
大
宮
」

部
分
の
記
載
が
あ
る
大
谷
大
学
本
の
存
在
を
示
し
、
⑤
段
落
で
先

行
研
究
で
「
坂
本
馬
借
」
の
集
住
地
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た

「
富
崎
・
比
叡
辻
」
の
二
ヶ
所
に
加
え
て
「
戸
津
・
坂
井
」
の
存

在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
段
落
ご
と
に
鮮
や
か
な
起
（
①
）
承
（
②
）
転

（
③
）
結
（
④
⑤
）
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

段
落
を
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
、
段
落
ご
と
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ

明
ら
か
に
出
来
る
こ
と
を
述
べ
て
い
く
。
そ
し
て
、
緻
密
に
論
証

を
重
ね
て
、
一
つ
の
大
き
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。

読
み
手
も
、
段
落
が
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

段
落
ご
と
に
論
証
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
論
旨
に
飛
躍
が
な
い
か
、

史
料
解
釈
に
誤
り
が
な
い
か
な
ど
を
確
か
め
な
が
ら
、
順
を
追
っ

て
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

段
落
替
え
の
な
い
文
章
は
読
み
に
く
い
だ
け
で
は
な
く
、
論
理

が
積
み
上
げ
式
に
な
っ
て
な
い
の
で
、
論
旨
も
わ
か
り
に
く
く
な

っ
て
し
ま
う
の
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
論
理
的
な
構
成
を
効
果
的
に
す
る
た
め
の
欠
か
せ
な

い
の
が
、
段
落
最
初
の
接
続
詞
で
あ
る
。
先
程
の
文
章
で
は
、
先

行
研
究
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
「
た
だ
」（「
た
だ
」
は
接
続
詞

で
は
な
く
副
詞
）
と
い
う
例
外
の
存
在
を
提
示
す
る
語
が
使
わ
れ

る
。
こ
の
指
摘
を
う
け
て
、
④
段
落
で
は
「
そ
こ
で
」
と
続
く
。

段
落
が
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
組
み
合
わ
せ

て
論
証
を
進
め
る
わ
け
だ
か
ら
、
特
に
段
落
最
初
の
接
続
詞
は
ユ

ニ
ッ
ト
と
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
関
係
（
順
接
・
逆
接
・
補
足
説
明
︙
）

を
示
す
た
め
の
重
要
な
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
漫
然
と
使
う

の
で
は
な
く
、
よ
く
考
え
て
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
使
う
べ
し
。

文章を書く
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も
ち
ろ
ん
、
接
続
詞
だ
ら
け
の
文
章
も
読
み
に
く
く
な
る
の
で
、

ど
こ
で
使
う
か
も
よ
く
考
え
る
こ
と
。

読
み
手
に
や
さ
し
い
文
章
を

な
か
な
か
一
万
二
〇
〇
〇
字
に
は
届
か
な
い
︙
︙
。
そ
う
い
う

人
が
多
い
け
れ
ど
、
草
稿
を
読
む
と
、
も
っ
と
丁
寧
に
説
明
を
し

な
い
と
、
こ
れ
で
は
読
み
手
に
は
伝
わ
ら
な
い
よ
︱
︱
と
い
う
不

親
切
な
文
章
に
出
会
う
こ
と
が
多
い
。

文
章
は
相
手
に
自
分
の
考
え
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
ツ
ー

ル
な
の
だ
か
ら
、「
読
ま
せ
て
や
る
」
の
で
は
な
く
、「
読
ん
で
も

ら
う
」
も
の
。
こ
れ
は
卒
論
に
限
ら
ず
、
社
会
に
出
て
も
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
己
満
足
の
文
章
で
は
な
く
、
読
み
手
に

と
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
、
そ
し
て
な
る
べ
く
誤
解
を
あ
た
え
な

い
よ
う
に
す
る
努
力
が
必
要
に
な
る
。

ま
ず
、
自
分
が
分
か
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、
必
要
に
応
じ
て
説

明
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
主
査
の
先
生
は
卒
論
の
準
備
段
階
か

ら
付
き
合
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
程
度
は
理
解
で
き
る
に
し
て
も
、

始
め
て
読
む
副
査
の
先
生
に
は
前
提
条
件
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
状
態
で
文
章
が
続
い
て
い

く
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
、

『
公
事
根
源
』
に
は
「
内
侍
所
御
供
」
に
つ
い
て
「
寛
平
年
中
に
始
ら

る
」と
あ
る
。

と
書
か
れ
て
、
理
解
で
き
る
人
は
ど
れ
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。

『
公
事
根
源
』
っ
て
何
？

誰
が
、
い
つ
書
い
た
、
ど
ん
な
史
料

な
の
？

信
用
出
来
る
の
？

と
い
っ
た
い
く
つ
も
の
疑
問
が
読

み
手
に
は
浮
か
ぶ
が
、
そ
の
辺
の
フ
ォ
ロ
ー
が
さ
れ
な
い
ま
ま
に

文
章
が
進
ん
で
い
く
と
、
読
み
手
は
消
化
不
良
を
起
こ
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
使
う
史
料
に
つ
い
て
は
、
文
中
に
少
し
補
足
し
て
お
く

の
が
親
切
だ
。
例
え
ば
、

応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
の
奥
書
を
も
つ
一
条
兼
良
に
よ
る
有

職
故
実
書
『公
事
根
源
』
に
は
、
…
…

と
あ
れ
ば
、
読
み
手
は
史
料
の
性
格
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
室
町

時
代
の
史
料
で
あ
る
こ
と
、
創
作
で
は
な
く
故
実
書
な
の
で
、
中

世
の
状
況
に
関
し
て
は
一
定
の
程
度
の
信
頼
は
お
け
る
で
あ
ろ
う

こ
と
、
し
か
し
寛
平
年
間
（
八
八
九
～
八
九
八
）
か
ら
は
時
代
差

が
あ
り
す
ぎ
る
の
で
、
行
事
の
創
始
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
使

え
な
い
で
あ
ろ
う
︱
︱
と
い
っ
た
こ
と
だ
。
自
分
は
わ
か
っ
て
い

る
つ
も
り
で
も
、
読
み
手
の
立
場
に
た
っ
て
、
ひ
と
こ
と
説
明
を

2018年9月28日
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加
え
て
い
く
だ
け
で
、
か
な
り
読
み
や
す
い
文
章
に
な
る
。

た
だ
し
、
あ
ま
り
説
明
が
長
す
ぎ
る
と
逆
効
果
に
な
る
。
読
み

手
の
思
考
を
妨
げ
な
い
程
度
の
補
足
説
明
に
程
度
に
留
め
て
お
く

こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
例
え
ば
、

室
町
時
代
の
公
卿
で
古
典
や
有
職
故
実
に
造
詣
の
深
く
『
樵
談

治
要
』
や
『
尺
素
往
来
』
な
ど
の
著
書
で
も
知
ら
れ
た
一
条
兼
良

（
一
四
〇
二
～
一
四
八
一
）
が
応
永
二
九
年

(

一
四
二
二)

に
記
し

た
朝
廷
の
年
中
行
事
を
順
次
く
わ
し
く
解
説
し
て
、
由
来
を
論
じ

て
い
る
『
公
事
根
源
』
、
あ
る
い
は
『
公
事
根
源
抄
』
と
も
呼
ば
れ
る

文
献
に
よ
れ
ば
、
「
内
侍
所
御
供
」
に
つ
い
て
「
寛
平
年
中
に
始
ら

る
」と
あ
る
。

と
な
る
と
、「
内
侍
所
御
供
」
の
話
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
『
公
事

根
源
』
に
つ
い
て
の
説
明
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
論
旨
が
ぼ

や
け
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
も
必
要
で
長
く
な
る
よ
う
な
場
合
は

注
に
ま
わ
し
た
り
、
前
の
段
落
で
史
料
の
検
討
を
し
て
お
く
な
ど
、

構
成
上
の
工
夫
が
必
要
に
な
る
。

補
足
と
言
っ
て
も
、
織
田
信
長
と
は
︙
︙
み
た
い
な
言
わ
ず
も

が
な
の
説
明
は
不
要
。「
そ
の
く
ら
い
知
っ
と
る
わ
い
。
バ
カ
に

し
て
ん
の
か
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
辺
の
匙
加
減
は
、
読
み

手
の
立
場
に
た
っ
て
、
考
え
る
こ
と
。

文
章
を
書
く
上
で
の
注
意

（
１
）
中
心
に
な
る
用
語
や
概
念
は
最
初
に
定
義
す
る

論
述
の
中
心
に
な
る
概
念
を
何
と
な
く
感
覚
的
に
使
っ
て
い
る

と
、
内
容
が
ブ
レ
て
い
た
り
、
色
ん
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
り

し
て
一
貫
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
最
初
に
必
要
な
用
語

や
概
念
は
定
義
す
る
。

そ
の
際
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
研
究
史
を
ふ
ま
え
て
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
う
か
、
範
囲
や
内
容
を
適
切
に
定
義
す
る

こ
と
。
読
み
手
と
共
通
理
解
が
な
い
ま
ま
で
、
あ
や
ふ
や
な
ま
ま

文
章
が
進
ん
で
い
く
と
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
も
の
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、「
資
本
主
義
」
と
か
、「
国
家
神
道
」「
顕
密
仏

教
」「
一
神
教
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
は
従
来
の
研
究
で
使
わ
れ

て
き
た
学
術
用
語
な
の
で
、
こ
う
し
た
用
語
を
勝
手
に
自
分
で
定

義
し
て
使
っ
て
は
い
け
な
い
。

自
分
で
勝
手
に
定
義
し
て
お
い
て
、「
浄
土
真
宗
は
一
神
教
で

あ
る
」「
黒
田
俊
雄
の
顕
密
仏
教
論
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
っ

て
も
話
が
か
み
合
わ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
無
視
し
た
定

義
は
学
問
へ
の
冒
涜
で
あ
る
。

（
２
）
用
字
・
表
現
を
統
一
す
る

史
料
に
多
様
な
表
現
や
用
字
で
出
て
く
る
場
合
、
正
式
名
称
と
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通
称
名
な
ど
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
人
物
名
が
途
中
で
変
わ
る

場
合
な
ど
、
地
名
や
人
名
な
ど
の
固
有
名
詞
や
史
料
中
に
出
て
く

る
歴
史
用
語
な
ど
は
、
統
一
し
た
表
現
に
す
る
。

例
え
ば
、
長
州
藩
・
毛
利
藩
・
萩
藩
な
ど
と
、
同
じ
対
象
を
違

う
表
現
で
書
か
れ
る
と
読
み
手
は
混
乱
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
大
阪
」
と
「
大
坂
」
な
ど
、
多
様
な
表
現
が
出
て
く
る
場
合

も
、
引
用
史
料
は
と
も
か
く
と
し
て
、
地
の
文
で
は
統
一
し
て
書

く
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
。
正
式
名
称
と
略
称
の
混
用
も
不
親
切
。

同
様
に
「
そ
の
時
、
長
州
は
︙
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
も
注
意

が
必
要
で
あ
る
。「
長
州
」
と
い
っ
て
も
、「
長
州
藩
」
を
さ
し
て

い
る
の
か
、
長
州
＝
長
門
国
を
さ
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

場
合
に
よ
っ
て
は
長
門
守
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
読
み
手
が
誤

解
し
な
い
よ
う
に
「
長
州
藩
は
」
な
ど
と
書
く
方
が
親
切
で
あ
る
。

自
分
で
は
わ
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
初
め
て
読
む
人

に
と
っ
て
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
い
う
の
は
容
易
で
は
な
い
。

長
期
間
に
わ
た
っ
て
執
筆
を
す
る
卒
論
な
ど
は
、
う
っ
か
り
す

る
と
執
筆
す
る
日
ご
と
に
表
現
が
か
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

の
で
、
完
成
し
た
ら
必
ず
見
直
す
こ
と
。

（
３
）
勝
手
な
造
語
は
使
わ
な
い

論
文
中
に
、
辞
書
に
も
載
っ
て
い
な
い
不
思
議
な
言
葉
や
用
語

が
登
場
す
る
場
合
が
あ
る
。
書
い
て
い
る
方
は
「
う
ま
い
こ
と
言

っ
て
い
る
」
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
み
手
に
は
さ
っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
い
。

ど
う
し
て
も
既
存
の
学
術
用
語
や
概
念
で
表
現
で
き
な
い
場
合

は
、
き
ち
ん
と
内
容
を
定
義
し
て
新
し
い
言
葉
を
使
う
こ
と
。
そ

の
場
合
も
、
で
き
れ
ば
史
料
に
出
て
く
る
言
葉
を
使
う
方
が
い
い
。

論
文
は
読
み
手
に
共
感
を
期
待
し
て
は
い
け
な
い
。
何
と
な
く

感
覚
で
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
甘
え
は
禁
物
で
あ
る
。

（
４
）
史
料
は
引
用
し
っ
ぱ
な
し
に
し
な
い

論
文
で
史
料
を
引
用
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
長
々
と
史
料
が
引

用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
何
が
言
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
論
文
も

多
い
。
史
料
集
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
引
用
し
た
史
料
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
何
を
論
証
す
る
た
め
に
引
用
し

た
の
か
、
自
分
の
言
葉
で
書
く
こ
と
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
引

用
だ
け
の
文
は
や
め
て
ほ
し
い
。

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
正
二
年
正
月
一
九
日
条
に
は
以
下

の
よ
う
に
あ
る
。

一
昨
日
京
都
合
戦
云
々
、
十
七
日
畠
山
政
弘
屋
形
自
放
火
、

率
人
勢
上
御
霊
ニ
陣
取
之
、
公
方
ニ
義
就
・
山
名
入
道
宗

全
・
一
色
等
閉
籠
也
、
京
極
入
道
等
今
出
川
辺
ニ
罷
上
陣
取
、
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政
弘
為
合
力
也
（以
下
略
）

と
あ
り
、
ま
た
翌
二
十
日
条
に
は

一
一
昨
日
御
霊
合
戦
事
、
義
就
・
山
名
入
道
為
両
人
沙
汰
政

弘
責
戦
之
間
、
政
弘
打
負
退
散
、
不
便
無
極
次
第
也
云
々

と
あ
る
。
そ
し
て
、
応
仁
元
年
五
月
十
七
日
条
に
尋
尊
は
…
…

こ
れ
で
は
、
引
用
史
料
か
ら
何
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
読
み
手
に
は
わ
か
ら
な
い
。
読
み
手
に
史
料
を
読
ん
で
自
分

で
考
え
ろ
と
い
う
の
は
無
責
任
で
あ
り
、
自
分
の
論
旨
に
沿
っ
て
、

こ
こ
か
ら
何
を
読
み
取
っ
た
の
か
、
何
を
主
張
し
た
い
の
か
を
書

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
場
合
だ
と
、
引
用
史
料
の
後
に
、

「
こ
こ
か
ら
︙
︙
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で

相
手
に
自
分
の
言
葉
で
要
点
を
書
く
。

た
だ
し
、
長
文
の
史
料
を
引
用
し
て
、
さ
ら
に
長
々
と
逐
語
訳

・
現
代
語
訳
を
す
る
必
要
は
な
い
。
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
、
自

分
の
論
旨
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
こ
と
。

必
要
に
応
じ
て
引
用
史
料
に
傍
線
を
引
く
な
ど
し
て
、
長
文
の

史
料
の
ど
こ
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
か
示
し
て
お
く
の
も
ひ
と
つ

の
方
法
。「
傍
線
部
１
か
ら
は
︙
︙
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
、

さ
ら
に
傍
線
部
２
は
︙
︙
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」
な
ど

と
す
る
と
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
傍
線
は

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
史
料
に
は
な
い
も
の
な
の
で
、
注
や
引
用
史
料
の

後
に
「
傍
線
は
引
用
者
」
な
ど
と
注
記
を
す
る
の
が
作
法
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
短
い
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
の
引
用
で
、
読
め
ば
わ
か
る

よ
う
な
場
合
は
、
引
用
だ
け
で
も
支
障
は
な
い
。

（
５
）「

」
は
無
闇
に
使
わ
な
い
。
効
果
的
に
使
用
す
る

文
章
に
い
く
つ
も
の
「

」
が
出
て
く
る
の
も
読
み
に
く
い
文

章
で
あ
る
。
史
料
引
用
の
場
合
は
「

」
で
括
る
の
は
当
然
だ
が
、

地
の
文
で
思
わ
せ
ぶ
り
に
「

」
を
多
用
す
る
と
わ
か
り
に
く
い

も
の
に
な
る
。
括
弧
は
引
用
だ
け
で
な
く
、
強
調
・
所
謂
︙
︙
と

い
う
意
味
、
謎
か
け
、
皮
肉
な
ど
な
ど
、
実
に
多
様
な
使
わ
れ
方

を
す
る
（
木
村
大
治
『
括
弧
の
意
味
論
』N

T
T

出
版
、
二
〇
一

一
年
）。
括
弧
が
多
い
文
章
は
、
そ
の
都
度
ど
の
よ
う
な
意
味
で

「

」
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
読
み
手
が
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
読
み
手
に
過
剰
な
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
括
弧
を
使
う
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
意
識
的

に
き
ち
ん
と
使
え
れ
ば
、
効
果
的
な
記
号
で
は
あ
る
。
ど
う
い
う

意
図
で
括
弧
を
つ
か
う
か
、
よ
く
考
え
て
こ
こ
ぞ
と
い
う
と
こ
ろ

で
使
う
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
括
弧
付
き
の
用
語
を
意
識
的
に

使
う
場
合
は
、
同
じ
意
味
な
の
に
「

」
あ
り
、
な
し
が
混
在
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
。


