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本
書
は
立
正
大
学
教
授
で
あ
り
、
本
学
の
非
常
勤
講
師
で
あ
る
北
島
正
元

先
生
の
還
暦
記
念
論
文
集
の
二
冊
の
う
ち
の
上
巻
に
当
る
も
の
で
、
と
く
に

副
題
に
「
寛
永
期
を
中
心
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寛
永
期
前
後
の
諸
問
題
を

集
中
的
に
収
録
し
て
い
る
研
究
書
と
い
っ
て
よ
い
。

現
在
の
歴
史
学
界
の
最
大
の
研
究
課
題
で
あ
る
幕
藩
制
国
家
の
問
題
に
お

い
て
、
と
く
に
寛
永
期
は
、
そ
の
成
立
過
程
に
お
け
る
最
も
重
要
な
画
期
と

承
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
意
味
か
ら
も
寛
永
期
の
構
造
的
特
質
を
、

種
戈
の
側
面
を
通
じ
て
解
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
を
大
き
な
ね
ら
い
と

し
て
い
る
。

本
書
の
構
成
は
、
ま
ず
、
は
じ
め
に
北
島
先
生
に
よ
っ
て
寛
永
期
の
歴
史

的
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、

兵
避
分
離
と
幕
藩
制
国
家
、
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
諸
画
期
、
領
国
制
と

幕
藩
制
国
家
の
三
点
か
ら
整
理
さ
れ
、
な
お
今
後
の
研
究
課
題
や
展
望
を
試

ふ
ら
れ
て
い
る
。
本
文
は
全
体
と
し
て
、
幕
藩
制
国
家
の
成
立
と
支
配
体
制

（
九
論
文
）
、
農
民
支
配
と
村
落
構
造
（
六
論
文
）
、
鎖
国
と
都
市
の
動
向
（
三

論
文
）
の
三
部
、
一
八
論
文
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
次
に
各
論
文
の
内
容
の

紹
介
と
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

【
書
評
】

北
島
正
元
編
『
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程

の
研
究
Ｉ
寛
永
響
中
心
に
ｌ
』

法
政
史
学
第
三
十
二
号

◇
幕
藩
制
国
家
の
成
立
と
支
配
体
制

①
北
島
方
次
「
豊
臣
政
権
の
軍
役
体
系
と
島
津
氏
」

こ
の
論
文
は
、
豊
臣
政
権
の
軍
役
が
ど
の
よ
う
な
諸
条
件
の
も
と
に
島
津

氏
に
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
島
津
領
国
の
体
質
変
換
に
い
か
に
作
用
し
た
か
を

究
明
し
て
い
る
。
島
津
氏
は
天
正
一
九
年
の
唐
入
軍
役
に
お
い
て
領
国
あ
げ

て
の
総
動
員
体
制
を
強
い
ら
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
い
名
護
屋
城
築
城
普
請
も

課
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
島
津
氏
は
財
政
窮
乏
を
来
ず
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
守
謹
大
名
以
来
の
在
地
支
配
お
よ
び
海
外
貿
易
の
権
限
も
豊
臣
政
権
に

よ
っ
て
包
摂
さ
れ
、
島
津
氏
は
ゑ
ず
か
ら
の
体
質
変
更
を
せ
ま
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
変
動
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
在
京
賄
料
で
あ
り
、
そ
れ

は
島
津
領
国
と
上
方
を
結
ぶ
循
環
体
系
の
。
ハ
イ
プ
で
あ
っ
た
と
論
述
し
て
い

る
。
し
か
し
、
島
津
氏
が
統
一
政
権
下
の
一
大
名
に
脱
皮
し
て
い
く
際
、
よ

り
強
力
な
家
臣
団
を
掌
握
す
る
た
め
、
知
行
関
係
を
確
定
す
る
太
閤
検
地
を

施
行
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
次
の
課
題
と
し
て
い
る
点
に
心

残
り
を
お
ぼ
え
る
。

②
藤
野
保
「
寛
永
期
の
幕
府
政
治
に
関
す
る
考
察
」

こ
の
論
文
は
従
来
の
研
究
動
向
を
要
約
、
整
理
し
て
、
問
題
点
を
指
摘
し

つ
つ
、
将
軍
側
近
の
政
治
中
枢
へ
の
進
出
と
政
治
機
構
整
備
過
程
の
相
関
関

係
を
分
析
し
「
寛
永
政
治
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
と
く
に
北
原
章
男
氏
の
論
文
「
家
光
政
権
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て
」
ｓ
歴

史
地
理
』
九
一
’
一
一
三
）
の
批
判
に
重
点
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
。

「
寛
永
政
治
」
の
画
期
と
意
義
に
つ
い
て
北
原
氏
は
寛
永
一
五
年
、
堀
田

正
盛
の
連
署
罷
免
を
契
機
と
し
て
政
治
中
枢
と
将
軍
側
近
の
均
衡
の
上
に
立
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つ
強
力
な
独
裁
政
権
を
う
ち
た
て
た
と
し
、
と
く
に
「
六
人
衆
」
に
代
表
さ

れ
る
将
軍
側
近
の
役
割
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
藤
野
氏

は
幕
府
の
政
治
機
構
と
政
治
運
営
の
基
本
原
則
が
確
立
し
、
幕
藩
制
的
統
一

権
力
と
し
て
幕
府
権
力
が
整
備
、
強
化
さ
れ
て
い
た
事
実
を
重
視
す
べ
き
で

あ
る
と
し
て
、
寛
永
一
五
年
、
土
井
利
勝
、
酒
井
忠
勝
の
大
老
昇
格
を
契
機

と
し
て
老
中
政
治
が
幕
政
の
基
本
原
理
と
し
て
定
着
し
、
譜
代
層
と
の
融
和

の
上
に
た
っ
て
「
寛
永
政
治
」
が
展
開
し
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

今
後
は
幕
府
の
政
治
機
構
に
つ
い
て
の
実
証
的
分
析
、
と
く
に
幕
政
執
行

中
枢
機
構
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
評
定
所
制
確
立
過
程
と
の
関
連
に
お

い
て
さ
ら
に
分
析
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

③
村
上
直
「
関
東
郡
代
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」

こ
の
論
文
は
長
年
に
わ
た
っ
て
代
官
制
度
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
村

上
氏
が
、
幕
藩
制
国
家
の
成
立
過
程
に
お
け
る
地
方
支
配
機
構
の
整
備
の
な

か
で
ど
の
よ
う
に
寛
永
期
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
か
を
究
明
し
、
と
く
に

関
東
郡
化
の
成
立
に
然
点
を
当
て
て
治
水
政
雄
や
新
田
開
発
を
通
し
て
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。
代
官
頭
の
消
滅
後
に
お
け
る
幕
政
の
展
開
は
、
し
だ
い

に
勘
定
頭
（
勘
定
奉
行
）
・
関
東
郡
代
・
代
官
へ
の
封
建
官
僚
機
構
に
基
づ

く
職
掌
の
分
化
の
方
向
が
み
ら
れ
る
が
、
寛
永
政
治
に
お
い
て
は
、
と
く
に

関
東
郡
代
の
成
立
に
つ
き
寛
永
一
九
年
を
一
つ
の
画
期
と
み
な
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
文
で
、
村
上
氏
は
関
東
郡
代
の
実
質
的
な
確
立
は
、
承
応

二
年
、
伊
奈
忠
治
の
死
後
、
知
行
地
が
三
九
六
○
石
に
固
定
化
し
た
と
き
で

あ
る
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
お
り
、
中
央
の
幕
府
政
治
機
構
の
整
伽
と
は
別

に
、
郡
代
・
代
官
に
よ
る
地
方
支
配
機
構
の
場
合
は
、
享
保
期
を
も
っ
て
は

じ
め
て
整
備
・
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
展
望
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
の

亨胱
1--9

評

主
た
る
ね
ら
い
は
、
寛
永
期
の
段
階
に
お
け
る
幕
政
の
展
開
と
地
方
支
配
の

実
態
を
総
合
的
に
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
天
領
農
村
の
郡

代
に
よ
る
把
握
の
実
態
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
進
行
し
た
か
、
今
後
の
研

究
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

④
大
野
瑞
男
「
江
戸
幕
府
財
政
の
研
究
」

こ
の
論
文
は
幕
府
財
政
機
構
の
形
成
過
程
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
大
野
氏
は
寛
永
・
慶
安
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
成
立
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
①
寛
永
・
慶
安
期
の
健
政
転
換
、
②
大
坂
、
江
戸
を
中

心
と
し
た
経
済
体
制
の
編
成
、
③
幕
府
直
轄
蔵
入
体
制
の
整
備
、
④
勘
定
所

機
構
の
制
度
的
成
立
を
挙
げ
、
さ
ら
に
寛
文
・
延
宝
期
な
い
し
は
元
禄
期
に

か
け
て
大
名
、
旗
本
、
給
人
等
の
財
政
が
国
家
的
流
通
編
成
の
な
か
に
組
永

こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
立
的
、
個
別
的
性
格
を
喪
失
し
て
幕
府
財
政
に

従
属
す
る
よ
う
に
な
り
、
幕
藩
制
国
家
財
政
が
確
立
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
何
よ
り
も
韮
礎
的
史
料
に
乏
し
く
、
そ
の
点
、
木

論
文
に
お
い
て
も
充
分
克
服
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
寛
永
期
藩
政

に
お
け
る
関
東
方
と
上
方
の
二
元
的
支
配
機
構
の
財
政
上
の
問
題
に
つ
い
て

捨
象
さ
れ
て
い
る
点
が
惜
し
ま
れ
よ
う
。

⑤
神
崎
彰
利
「
相
槙
国
の
旗
本
領
設
定
」

こ
の
論
文
は
天
正
ｌ
寛
永
期
に
お
け
る
相
模
国
の
旗
本
領
の
知
行
割
の
実

態
を
知
行
宛
行
状
を
も
と
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

神
崎
氏
の
分
析
結
果
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
天
正
・
文
禄
期
の
実
態
は
、
日
一

村
内
で
全
所
領
高
が
完
結
し
て
い
る
場
合
、
鎌
倉
郡
は
主
に
一
村
一
円
知
行

が
多
く
、
他
郡
で
は
広
範
な
分
給
知
行
が
中
心
で
あ
る
、
ロ
所
領
が
二
村
以

上
に
及
ぶ
場
合
、
一
円
知
行
を
本
領
と
し
、
分
給
知
行
を
充
足
地
と
す
る
の
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が
中
心
で
あ
る
、
口
本
領
と
充
足
地
の
関
係
は
、
鎌
倉
郡
で
は
相
互
に
隣
接

し
て
い
る
事
例
が
多
く
、
他
郡
で
は
直
接
距
離
に
し
て
一
五
キ
ロ
以
内
で
分

散
し
て
い
る
、
囚
所
価
の
分
給
・
分
散
は
所
領
高
の
規
模
が
直
接
的
・
決
定

的
要
因
で
は
な
い
、
剛
所
仙
の
分
給
・
分
散
は
本
領
の
不
足
分
を
補
う
た
め

に
生
じ
た
結
果
で
は
な
く
、
分
給
の
た
め
の
分
給
、
分
散
の
た
め
の
分
散
と

い
う
知
行
割
の
原
則
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
内
こ
の
時
期
の
所
領
設
定
は
相

棋
国
内
で
ま
と
め
ら
れ
国
外
へ
の
配
置
が
少
な
い
こ
と
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
は

検
地
↓
知
行
割
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
の
方
法
に
よ
る
一
定
度
の
地
方
を

掌
握
し
た
う
え
で
の
政
簸
に
も
と
づ
く
確
定
的
な
要
素
を
も
っ
た
知
行
割
で

あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
慶
長
ｌ
寛
永
期
に
お
い
て
は
、
天
正
・
文
禄
期
の
知
行
割
の
全
面

的
な
展
開
の
中
で
所
領
の
分
給
・
分
散
が
顕
著
に
促
進
さ
れ
、
国
外
へ
の
拡

大
を
と
も
な
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
、
寛
永
の
地
方
直
し
に
よ
る
所
領
配

置
は
天
正
・
文
禄
期
の
知
行
割
を
通
じ
、
特
に
慶
長
以
後
の
所
領
設
定
と
同

時
期
の
加
増
に
そ
の
端
緒
が
あ
っ
て
、
こ
の
政
策
の
延
長
上
に
旗
本
航
の
知

行
割
が
完
成
し
た
し
の
、
と
指
綱
し
て
い
る
。

一
方
、
「
分
給
・
分
散
は
知
行
制
の
一
原
則
」
で
あ
る
と
い
う
氏
の
主
張

は
、
鈴
木
寿
氏
の
説
く
旗
本
慨
の
分
散
性
は
日
家
臣
団
の
統
制
、
口
天
災
・

地
域
差
に
よ
る
利
害
の
均
分
化
、
白
知
行
地
の
年
貢
率
の
高
低
・
過
不
足
調

整
に
も
と
づ
く
も
の
と
す
る
主
張
を
批
判
し
な
が
ら
、
こ
の
当
時
徳
川
氏

（
幕
府
）
の
権
力
が
い
ま
だ
弱
体
で
あ
っ
た
か
に
疑
問
を
な
げ
か
け
、
口
は

旗
本
領
の
存
続
と
再
生
産
の
維
持
の
た
め
の
第
一
条
件
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ

危
険
の
分
散
を
は
か
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
白
は
寛
永
・
元
禄
の
地
方
直

し
で
は
考
え
ら
れ
る
が
、
天
正
ｌ
慶
長
段
階
で
は
ま
だ
考
え
ら
れ
な
い
と
す

法
政
史
学
第
三
十
二
号

る
。
以
上
は
旗
本
研
究
の
基
礎
を
担
う
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
相
模
国
以

外
に
お
け
る
実
証
が
期
待
さ
れ
る
。

⑥
宮
沢
誠
一
「
幕
藩
制
期
の
天
塁
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
」

こ
の
論
文
は
、
幕
藩
制
国
家
支
配
に
お
け
る
天
皇
の
存
在
意
義
を
解
明
す

る
た
め
、
日
本
の
封
建
制
に
民
族
的
特
質
を
賦
与
す
る
「
擬
制
的
氏
族
制
」

の
問
題
に
注
目
し
て
、
再
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
幕
藩
制

碓
立
期
に
お
け
る
封
建
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
思
想
は
、
幕
藩
制
国
家
の
国
家
公

権
を
掌
握
し
て
い
る
将
軍
を
国
王
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
天
皇
の
「
形
式
上
の
君
主
」
と
し
て
の
権
威
を
否
定
で
き
な
い
。
天
皇

を
頂
点
と
し
た
姓
氏
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
１
に
依
拠
し
た
う
え
で
、
幕
藩
制
的
編

成
を
行
な
っ
た
こ
と
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
帰
結
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
論
文
に
、
幕
藩
制
初
頭
の
村
落
共
同
体
は
、
家
父
長
制
的
地
主
農
民
を

頂
点
と
し
た
階
層
秩
序
を
も
ち
、
彼
等
は
村
の
氏
神
を
勧
請
し
祭
祀
権
を
掌

握
し
て
い
た
と
あ
る
が
、
家
父
長
制
的
地
主
農
民
の
語
義
を
い
ま
少
し
詳
細

に
説
明
し
て
ほ
し
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑦
深
谷
克
己
「
幕
藩
制
国
家
と
天
皇
」

こ
の
論
文
は
天
皇
・
朝
廷
が
は
た
す
役
割
を
、
寛
永
期
の
朝
幕
関
係
と
宗

教
統
制
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
公
儀
（
幕
府
）
は
宗
教
的
諸

勢
力
を
天
皇
か
ら
切
り
離
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
を
将
軍
権
力
の

も
と
に
従
属
さ
せ
て
い
る
。
幕
藩
制
期
の
天
皇
は
宗
教
的
諸
観
念
を
国
家
的

序
列
の
な
か
に
総
括
す
る
神
権
的
存
在
と
な
り
、
権
威
部
分
と
し
て
存
在
し

た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
藩
制
国
家
に
は
将
軍
が
国
家
権
力
、
天
皇
が
国

家
権
威
と
し
て
存
在
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
権
力
編
成
に
お
け

る
天
皇
・
朝
廷
勢
力
の
位
置
が
明
確
に
さ
れ
て
お
り
、
意
義
深
い
も
の
が
あ

五
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る
。
し
か
し
、
兵
農
分
離
制
段
階
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
再
生
産
の
あ
り

方
か
ら
の
位
置
づ
け
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

③
紙
屋
敦
之
「
幕
藩
制
下
に
お
け
る
琉
球
の
位
置
」

こ
の
論
文
は
琉
球
使
節
の
制
度
的
確
立
過
程
と
幕
・
薩
・
琉
三
者
の
権
力

関
係
を
幕
藩
制
国
家
の
権
力
構
造
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
な
か
で
考
察
し
た

も
の
で
あ
る
。
と
く
に
近
世
琉
球
王
朝
を
幕
藩
制
の
国
家
的
編
成
の
な
か
で

位
置
づ
け
、
従
来
の
研
究
に
た
い
し
て
「
琉
球
」
の
主
体
性
を
強
調
し
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
琉
球
」
の
主
体
性
の
性
格
や
「
王

権
」
の
実
態
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と

は
い
い
が
た
い
。
ま
た
「
琉
球
」
の
主
体
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か

え
っ
て
琉
球
・
薩
摩
関
係
の
実
体
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

⑨
海
保
嶺
夫
「
極
北
に
お
け
る
幕
藩
制
的
支
配
秩
序
の
確
立
」

松
前
藩
の
内
政
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
同
藩
の
対
応
に
直
結
し
て
い
る
た

め
、
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
異
民
族
支
配
の
在
り
方
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

近
世
前
期
の
松
前
藩
の
財
政
的
支
柱
は
通
商
（
対
ア
イ
ヌ
交
易
）
と
鉱
山
（
金

山
経
営
）
の
二
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
松
前
藩
の
近
世
支
配
体
制
の

創
出
を
慶
長
ｌ
寛
永
期
を
中
心
に
財
政
機
構
と
権
力
編
成
の
面
か
ら
ア
プ
ロ

ー
チ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
ず
幕
府
よ
り
国
家
的
に
保
証
さ
れ
た
松
前
氏
の
対
ア
イ
ヌ
交
易
独
占
樅

を
分
与
さ
れ
た
商
場
知
行
制
に
着
Ｈ
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
島
内
緊
縛
体
制
が

城
下
町
の
建
設
に
照
応
し
、
そ
の
強
化
は
寛
永
期
に
集
中
的
に
現
わ
れ
る
商

場
の
設
定
・
宛
行
い
に
ふ
ら
れ
た
と
す
る
。
松
前
氏
の
財
政
基
盤
の
強
化
は

金
山
経
営
と
鷹
場
所
の
設
憶
に
現
わ
れ
る
が
、
財
政
上
の
体
制
づ
く
り
は
ァ

三IH
I＝０

評

イ
ヌ
民
族
と
の
対
立
を
克
服
し
て
い
く
過
程
で
、
藩
主
専
制
体
制
の
確
立
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
近
世
的
権
力
形
態
が

樹
立
さ
れ
た
と
ふ
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
幕
藩
制
構
造
論
で
欠
落
し
て
い
た
異
民
族
支
配
の
問
題
に
取
り
組

承
、
寛
永
期
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
な
が
ら
見
極
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
今
後
、
通
商
と
の
関
連
で
城
下
町
の
経
済
的
機
能
の
考
察
が
進
め
ら
れ

る
な
ら
ば
、
研
究
は
一
段
と
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

◇
農
民
支
配
と
村
落
構
造

①
煎
本
増
夫
「
寛
永
期
に
お
け
る
五
人
組
制
の
確
立
」

こ
の
論
文
は
、
従
来
の
五
人
組
制
度
の
役
割
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
・
浪
人

取
締
り
で
あ
る
と
す
る
定
説
に
対
し
て
疑
問
視
し
、
む
し
ろ
そ
れ
は
治
安
・

警
察
的
、
走
百
姓
の
防
止
、
捜
索
、
年
貢
納
入
、
惣
作
な
ど
の
連
帯
責
任
の

組
織
で
あ
り
、
近
世
固
有
の
人
民
支
配
体
制
で
あ
る
こ
と
を
論
究
し
た
も
の

で
あ
る
。
本
論
文
は
穂
積
陳
寛
氏
・
児
玉
幸
多
氏
以
来
あ
ま
り
研
究
さ
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
分
野
で
あ
る
が
、
広
く
県
史
・
市
史
等
を
駆
使
し
な
が
ら

幕
賦
・
諸
藩
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
は
五
人
組
に
関
す
る

法
令
の
分
析
が
中
心
で
あ
る
が
、
幕
藩
制
国
家
成
立
期
の
村
落
矛
盾
が
如
何

に
し
て
五
人
組
制
度
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
近
世
村
落
形

成
過
程
の
分
析
と
関
連
さ
せ
る
と
よ
り
説
得
的
で
あ
ろ
う
。

②
曽
根
ひ
ろ
み
「
在
地
代
官
支
配
と
初
期
地
主
小
作
関
係
の
展
開
」

こ
の
論
文
は
、
遠
州
浜
松
藩
の
在
地
代
官
高
林
家
と
有
玉
村
周
辺
を
中
心

に
、
近
世
初
期
の
在
地
代
官
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
そ
の
支
配

ま
た
は
、
存
在
し
た
村
落
構
造
の
中
で
隷
属
農
民
の
自
立
が
小
作
人
と
し
て
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の
自
立
に
と
ど
め
ら
れ
た
点
を
検
証
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
で
は
、

幕
府
の
小
農
自
立
政
策
が
浜
松
藩
で
は
不
完
全
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
場
合
、
浜
松
藩
の
地
域
性
・
特
殊
性
が
い
か
に
作
用
し
て
い
た
か
、
自

立
政
策
の
浸
透
状
況
を
知
る
上
で
、
村
落
構
造
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た

か
な
ど
、
や
や
論
証
が
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

③
斎
藤
純
「
三
河
に
お
け
る
旗
本
領
主
支
配
の
成
立
と
構
造
」

こ
の
論
文
は
、
Ｈ
旗
本
の
倣
主
的
土
地
所
有
が
ど
の
よ
う
な
契
機
と
過
幌

を
も
っ
て
確
立
し
た
か
、
徳
川
松
平
氏
の
始
祖
の
所
伝
を
有
す
る
松
平
太
郎

左
衛
門
家
の
事
例
を
取
り
あ
げ
、
ま
た
、
口
旗
本
の
領
主
支
配
を
貫
徹
す
る

た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
維
済
外
強
制
を
必
要
と
し
た
か
に
つ
い
て
、
鈴
木
巾

兵
衛
家
の
事
例
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
二
点
か
ら
旗
本
領
有
制
の
特
質
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

前
者
の
場
合
、
中
世
以
来
の
在
地
小
領
主
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
松
平
氏

が
、
中
世
的
な
階
級
的
対
等
意
搬
を
持
つ
農
民
に
対
し
て
兵
農
分
離
を
す
す

め
る
う
え
で
、
中
世
的
な
遺
制
を
払
拭
す
る
た
め
に
「
百
姓
作
取
り
地
」
の

年
立
地
化
、
社
領
年
武
の
免
上
げ
、
御
林
山
の
拡
大
と
い
う
恐
意
的
な
既
得

権
侵
害
を
行
な
い
、
こ
れ
を
公
儀
（
幕
府
）
権
力
を
背
景
に
し
た
寛
文
検
地

で
再
確
認
さ
せ
て
、
自
ら
も
幕
藩
制
国
家
の
農
民
支
配
方
式
に
強
く
規
制
さ

れ
な
が
ら
、
万
高
に
結
び
つ
い
た
腱
民
支
配
体
制
を
整
備
し
、
軍
役
負
担
量

と
し
て
の
知
行
高
と
土
地
所
有
の
基
礎
と
が
照
応
し
た
、
石
高
制
原
理
に
も

と
づ
く
旗
本
領
有
樅
が
確
立
さ
れ
た
。
ま
た
農
民
支
配
も
人
的
結
合
に
よ
る

支
配
か
ら
土
地
所
有
に
も
と
づ
く
支
配
に
転
換
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
中

世
的
在
地
性
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、
後
者
の
場
合
、
中
世
以
来
の
本
領
を
安
堵
さ
れ
て
旗
本
化
し
た
鈴

法
政
史
学
第
一
一
一
十
二
号

木
家
が
、
本
来
同
家
と
対
等
の
階
級
に
あ
っ
た
有
力
名
主
層
を
農
民
身
分
に

固
定
し
な
が
ら
領
主
と
の
個
人
的
人
格
関
係
を
付
与
し
て
有
力
農
民
と
位
置

づ
け
、
ま
た
領
主
と
の
「
格
別
之
由
緒
」
を
強
調
さ
せ
る
こ
と
で
同
様
の
位

置
づ
け
を
し
て
、
地
代
官
に
取
り
立
て
て
、
村
請
制
村
落
共
同
体
の
中
で
領

主
権
力
（
支
配
）
を
代
行
さ
せ
る
機
能
を
与
え
て
、
農
民
相
互
間
の
規
制
を

果
た
さ
せ
た
。
こ
れ
は
彼
ら
の
も
つ
旧
名
主
層
と
し
て
の
意
義
を
農
民
身
分

に
同
定
し
な
が
ら
、
在
地
の
抑
圧
装
置
と
し
て
の
機
能
を
自
ら
の
支
配
の
下

に
再
編
し
た
も
の
と
、
指
摘
し
て
い
る
。

④
高
牧
賢
「
幕
藩
領
主
の
治
水
政
策
と
輪
中
」

こ
の
論
文
は
木
曽
・
長
良
・
揖
斐
の
三
川
が
流
れ
、
日
本
で
も
屈
指
の
水

害
地
柵
で
あ
る
西
美
濃
南
半
の
治
水
政
策
と
輪
中
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
木
論
文
は
領
主
の
支
配
形
態
が
入
組
承
錯
綜
し
て
い
る
た
め
、
領

主
相
互
間
の
治
水
政
策
に
は
統
一
性
が
な
く
、
む
し
ろ
農
民
側
の
共
同
水
防

に
対
す
る
主
体
的
な
対
応
が
、
領
主
の
入
組
ゑ
錯
綜
し
た
支
配
形
態
を
克
服

し
、
水
防
も
小
輪
中
へ
と
発
展
し
、
輪
中
組
合
を
形
成
し
た
と
し
て
い
る
。

輪
中
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
地
理
的
分
野
か
ら
の
研
究
が
多
い
な
か
で
、
歴

史
的
な
榊
造
分
析
か
ら
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
主
眼
は
輪

中
の
形
成
過
程
に
置
か
れ
、
幕
府
の
治
水
政
簸
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
が
な

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
、
美
濃
郡
代
の
治
水
政
策
の
な
か

で
果
た
す
役
割
、
御
手
伝
普
請
な
ど
と
の
関
連
で
の
研
究
が
必
要
で
あ
ろ

う
。⑤
上
杉
允
彦
「
近
世
的
村
落
体
制
の
展
開
」

こ
の
論
文
は
伊
豆
国
君
沢
郡
の
一
小
漁
村
を
中
心
に
し
て
、
幕
藩
体
制
確

立
期
に
お
け
る
近
世
村
落
体
制
の
定
着
過
程
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
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浜
村
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
論
文
が
あ
る
が
、
本
論
文
は
、
寛
永
期
に
形

成
さ
れ
た
村
落
が
そ
の
ま
ま
幕
末
期
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を

も
ち
、
慶
安
元
年
に
起
り
元
禄
二
年
に
決
着
す
る
村
方
騒
動
・
村
間
出
入
の

分
析
を
対
象
と
し
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
中
世
以
来
の
有
力
農
民
の
諸
特
権
が

奪
わ
れ
、
初
期
村
請
制
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
農
民
を
基
盤
と
す

る
村
落
体
制
が
成
立
す
る
と
し
て
、
新
た
な
村
請
制
の
視
点
を
導
入
し
て
分

析
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
析
の
対
象
が
一
小
漁
村
で
あ
り
、

漁
村
の
事
例
を
そ
の
ま
ま
農
村
に
一
般
化
で
き
る
の
か
、
そ
の
場
合
、
聯
藩

餌
主
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
経
済
外
強
制
の
機
構
で
あ
る
村
請
制
は
、
漁
村

で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か

が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑥
木
村
礎
「
寛
永
期
の
地
方
文
書
」

近
世
地
方
文
書
の
古
文
書
的
研
究
は
き
わ
め
て
遅
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
こ
こ
で
は
寛
永
期
の
文
書
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
と
く
に
南
関
東
の

戦
国
ｌ
寛
文
期
の
間
の
九
七
四
点
の
文
書
に
つ
い
て
の
検
討
を
加
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
地
域
性
や
共
通
性
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
こ
う
と
し
た
。
文
書

の
塾
に
関
す
る
考
察
で
は
相
模
国
高
座
郡
羽
鳥
村
三
觜
家
文
書
と
同
国
足
柄

上
郡
金
井
島
瀬
戸
家
文
書
の
二
文
書
群
八
九
点
を
素
材
と
し
て
、
両
者
に
共

通
し
て
多
い
の
は
年
貢
割
付
、
請
取
等
の
年
貢
関
係
文
書
で
あ
り
、
つ
い
で

検
地
帳
を
は
じ
め
土
地
台
帳
や
書
上
類
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に

地
方
文
書
の
成
立
と
性
格
を
検
討
し
て
い
く
た
め
に
、
村
明
細
帳
、
宗
門
人

別
帳
、
五
人
組
帳
、
下
人
・
奉
公
人
関
係
文
書
、
土
地
関
係
文
書
、
年
貢
割
付

状
、
交
通
・
商
業
関
係
文
書
、
証
文
類
、
出
入
関
係
と
裁
許
状
に
類
別
し
、

こ
れ
ら
を
分
析
し
た
結
果
、
地
方
文
書
の
そ
れ
ぞ
れ
の
出
現
の
時
期
は
一
様

醤

評

◇
鎖
国
と
都
市
の
動
向

①
加
藤
榮
｜
「
元
和
・
寛
永
期
に
お
け
る
日
蘭
貿
易
」

こ
れ
は
、
副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
一
六
三
○
年
代
を
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
鎖

国
形
成
期
に
お
け
る
貿
易
銀
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
平
戸
商
館
の
帳

簿
記
載
方
式
の
推
移
を
検
討
さ
れ
、
一
六
三
一
一
一
年
の
後
半
を
境
に
商
館
の
会

計
櫛
理
体
制
に
は
刷
新
が
ふ
ら
れ
た
と
す
る
。
つ
ぎ
に
、
輸
出
入
額
に
つ
い

て
述
べ
て
お
り
、
貿
易
額
は
一
六
一
一
一
五
・
三
六
年
を
契
機
に
飛
躍
的
に
増
大

し
、
輸
出
額
に
占
め
る
銀
の
比
率
の
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
な
か
で
輸
出
銀
は
幕
府
の
統
制
と
相
俟
っ
て
当
初
の
ソ
ー

マ
銀
・
ベ
ル
フ
銀
等
か
ら
丁
銀
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
『

る
。
な
お
、
こ
の
論
考
に
は
筆
者
も
言
う
よ
う
に
幕
府
の
財
政
機
構
・
支
配

機
構
に
関
す
る
問
題
が
欠
如
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
惜
し
ま
れ
る
。

②
林
基
「
中
古
大
黒
舞
」
考

本
論
文
は
、
林
基
氏
の
最
近
の
新
し
い
一
連
の
史
料
論
な
い
し
史
料
学
の

優
れ
た
業
績
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
『
思
想
』
六
六
三
、
中
井

論
文
）
。
「
中
古
大
黒
舞
」
は
、
落
首
の
性
格
を
持
ち
民
衆
の
間
で
ひ
ろ
く
流

行
し
愛
唱
さ
れ
て
い
た
と
し
、
正
保
一
一
一
年
な
い
し
度
安
元
年
に
成
立
し
た
と

で
な
く
、
村
毎
で
は
土
地
と
年
貢
の
文
書
が
早
く
、
人
別
関
係
文
書
は
寛
永

期
に
出
現
す
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
寛
永
期
は
ま
さ
に
村
内
の
百
姓
が

倣
主
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
近
世
」
の
確
立
を
示
す
と
き
で
あ

る
と
い
う
。
文
書
の
検
討
を
通
し
て
性
格
や
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う

と
す
る
注
目
す
べ
き
方
法
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
限
ら
れ
た
地
域
の
分
析
で

あ
る
点
、
今
後
の
他
地
域
と
の
比
較
研
究
が
大
い
に
望
ま
れ
る
。

五

一
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さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
江
戸
の
市
民
た
ち
の
利
害
を
代
表
し
て
幕
府
の
政

策
を
弾
劾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
治
者
階
級
の
投
機
行

為
の
弾
劾
、
酒
造
制
限
批
判
、
凶
作
を
幕
府
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
幕
政
批

判
、
松
平
信
綱
の
政
策
批
判
、
幕
府
の
諸
大
名
江
戸
廻
米
停
止
批
判
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
〃
試
み
〃
の
段
階
で
あ
る

が
、
豊
富
な
実
証
に
支
え
ら
れ
て
民
衆
闘
争
史
の
た
め
の
史
料
論
へ
の
具
体

的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
近
世
史
史
料
学
の
独
自
の
方
法
論
お
よ
び
体

系
化
を
促
進
さ
せ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

③
松
本
四
郎
「
都
市
域
拡
大
の
過
程
と
民
衆
」

都
市
形
成
期
に
お
け
る
問
題
を
都
市
住
民
の
諸
階
層
の
存
在
形
態
や
特
質

と
関
連
さ
せ
て
具
体
的
に
ゑ
て
い
く
こ
と
が
課
題
で
あ
り
、
お
も
に
、
地
域

ご
と
の
町
屋
の
起
立
事
情
や
そ
の
対
応
が
中
心
で
、
江
戸
の
都
市
域
の
拡
大

の
仕
方
・
住
民
構
成
・
都
市
諸
階
層
の
特
質
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
欲
を
言

え
ば
、
こ
れ
ら
の
特
質
の
具
体
的
な
動
き
に
つ
い
て
、
今
後
の
課
題
と
も
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
特
質
が
ど
の
よ
う
な
矛
盾
を
ふ
く
み
、
生
み
出
し
て
い

た
か
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
を
示
さ
れ
て
ほ
し
か
っ
た
論
文
で
も
あ
る
。

し
か
し
著
者
の
一
連
の
都
市
研
究
の
論
文
と
読
永
合
わ
せ
る
と
た
い
へ
ん
興

味
深
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
各
論
文
別
に
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
触
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
三
部
、
一
八
論
文
が
果
た
し
て
、
幕
藩
制
国
家
の
成
立
過
程
の
諸
問
題
に

つ
い
て
充
分
に
包
含
、
且
つ
内
容
的
に
深
化
し
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
な
お
幾
つ
か
の
欠
落
し
た
点
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
北
島
先
生
も
、

こ
の
点
「
寛
永
期
に
つ
い
て
の
試
論
的
、
一
般
的
研
究
は
あ
っ
て
も
、
個
別

法
政
史
学
第
三
十
二
号

的
、
具
体
的
な
成
果
は
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
幕
藩
制
国
家
の
成
立
過
程
に
と
っ
て
寛
永
期
が
決
定
的
な
段
階
を

占
め
て
い
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
正
確
な
歴
史
像
を
う
き
ぼ
り
に

す
る
だ
け
の
研
究
水
準
に
達
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
本
書
は
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
北
島
先
生
が
常
に
幕
藩
体
制
の
構
造
的

特
質
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い

く
、
一
つ
の
出
発
点
で
あ
る
と
ゑ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
、
現
在

の
幕
藩
制
国
家
の
研
究
に
は
多
く
の
重
要
な
研
究
課
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
で

は
、
そ
れ
だ
け
に
本
書
の
刊
行
の
意
義
は
き
わ
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
寛
永
期
の
研
究
が
、
今
後
本
書
の
刊
行
を
契
機
に
飛
躍
的
に
進
ん
で

い
く
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た
い
と
思
う
。

な
お
、
本
書
の
書
評
は
、
大
学
院
に
お
け
る
「
日
本
史
学
特
殊
講
義
」
の

報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
参
加
お
よ
び
執
筆
分
担
は
、
村
上
直

教
授
を
中
心
と
し
て
仙
石
鶴
義
・
佐
念
悦
久
・
柳
田
和
久
・
池
田
昇
・
高
木

正
敏
・
根
岸
准
子
の
七
名
で
あ
る
。

（
Ａ
５
判
、
七
○
五
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
刊
、
定
価

八
、
八
○
○
円
）
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