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本
書
は
、
著
者
が
二
〇
一
三
年
に
学
位
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文
を

基
に
全
面
的
な
加
筆
修
正
を
加
え
、
二
〇
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
す
で
に
関
係
諸
分
野
で
は
、
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る

一
冊
で
あ
る
。

　

著
者
の
目
的
は
、
ベ
ー
メ
兄
弟
が
『
理
性
の
他
者
』
の
中
で
展
開

し
た
近
代
理
性
批
判
（
そ
の
中
心
的
な
標
的
は
カ
ン
ト
哲
学
で
あ
っ

た
）
に
対
し
て
、『
判
断
力
批
判
』
を
解
釈
学
的
に
読
み
解
く
こ
と

で
、
そ
の
批
判
に
応
答
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
著
者
は
『
判

断
力
批
判
』
の
中
か
ら
、
自
然
を
象
徴
的
に
理
解
す
る
「
自
然
の
解

釈
学
」
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
理
性
の
中
に
、
外
的
な

そ
し
て
内
的
な
自
然
を
尊
重
し
て
ゆ
く
思
想
の
可
能
性
を
見
出
す
こ

と
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
は
、
ベ
ー
メ
に
よ
る
理
性
批
判
へ

の
反
論
を
網
羅
的
に
行
う
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体

一
つ
の
ベ
ー
メ
論
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
本
書
は
、『
判
断

力
批
判
』
全
体
を
「
自
然
と
自
由
の
体
系
的
統
一
」
と
い
う
観
点
か

ら
読
み
解
く
、
一
個
の
独
立
し
た
『
判
断
力
批
判
』
論
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
非
常
に
多
面
的
か
つ
意
欲
的
な
狙
い
を
も
つ
本
書
で

あ
る
が
、
博
士
論
文
ら
し
く
、
そ
の
論
理
構
成
は
非
常
に
明
晰
で
見

通
し
が
良
い
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
ベ
ー
メ
が
カ
ン
ト
哲
学
を
「
自
然
支
配
の
理
論
」

と
み
な
す
場
合
、
カ
ン
ト
の
反
省
的
判
断
力
の
意
義
を
見
逃
し
て
い

る
。『
判
断
力
批
判
』
で
全
面
的
に
展
開
さ
れ
た
反
省
的
判
断
力
こ

そ
、
自
然
支
配
で
は
な
く
、
自
然
を
理
解
し
、
解
釈
す
る
理
性
の
能

力
な
の
だ
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
反
省
的
判
断
力
は
表
象
の
多
様
を
理

念
の
「
象
徴
的
描
出
」
と
し
て
理
解
す
る
能
力
で
あ
り
、
こ
の
理
解

の
仕
方
こ
そ
が
、
理
性
理
念
の
感
性
化
と
し
て
自
然
を
理
解
す
る
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「
自
然
の
解
釈
学
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
著
者
の
狙
い
の
も
と
、
本
書
は
五
つ
の
章
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
ベ
ー
メ
兄
弟
に
よ
る
近
代
の
啓
蒙

的
理
性
に
対
す
る
批
判
を
取
り
上
げ
、
そ
の
批
判
に
対
す
る
著
者
の

反
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
簡
単
に
、
ベ
ー
メ
兄
弟
に
よ
る
啓
蒙

的
理
性
に
対
す
る
批
判
を
紹
介
し
た
い
。

　

ベ
ー
メ
兄
弟
は
、
近
代
の
啓
蒙
的
理
性
が
成
立
す
る
過
程
で
、
理

性
的
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
―
例
え
ば
、
身
体
や
欲
求
や
想

像
、
感
情
や
衝
動
、
そ
し
て
自
然
と
の
関
わ
り
―
が
、「
非
理
性

的
な
も
の
」「
非
合
理
的
な
も
の
」
と
見
な
さ
れ
、
啓
蒙
の
過
程
か

ら
排
除
さ
れ
て
き
た
、
と
主
張
す
る
。
そ
も
そ
も
近
代
理
性
そ
の
も

の
が
、「
他
者
」
を
排
除
し
、
抑
圧
す
る
原
理
で
あ
り
、
啓
蒙
も
ま

た
「
非
理
性
的
な
も
の
」
へ
の
抑
圧
と
排
除
の
過
程
で
あ
っ
た
と
批

判
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
ベ
ー
メ
兄
弟
は
、

カ
ン
ト
が
定
式
化
し
た
啓
蒙
的
理
性
も
ま
た
、「
非
理
性
的
な
も
の
」

を
抑
圧
し
、
理
性
に
都
合
の
よ
い
か
た
ち
に
歪
め
る
も
の
で
あ
り
、

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
「
自
然
支
配
の
理
論
」
で
あ
る
と
、
批
判
し

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
自
然
支
配
の
能
力
と
し
て
の
理
性
」
と
い
う
カ
ン

ト
批
判
に
対
し
て
、
著
者
は
反
省
的
判
断
力
の
含
意
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
反
論
し
て
ゆ
く
。『
純
粋
理
性
批
判
』
や
『
実
践

理
性
批
判
』
で
は
な
く
、『
判
断
力
批
判
』
で
論
じ
ら
れ
た
反
省
的

判
断
力
は
、
自
然
を
理
性
の
枠
組
み
の
中
に
閉
じ
込
め
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
理
性
能
力
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
理
性
の
原

理
で
は
包
摂
で
き
な
い
自
然
を
反
省
的
に
捉
え
、
象
徴
的
な
仕
方
で

自
然
を
理
解
す
る
「
自
然
の
解
釈
学
」
を
成
り
立
た
し
め
る
理
性
能

力
で
あ
る
こ
と
が
、
第
一
章
で
論
じ
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

続
く
第
二
章
、
第
三
章
、
第
四
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ
『
判
断
力
批
判
』

の
「
趣
味
論
」、「
崇
高
論
」、「
自
然
目
的
論
」
が
著
者
の
立
場
か
ら

分
析
さ
れ
、
い
ず
れ
の
章
で
も
ベ
ー
メ
に
よ
る
「
自
然
支
配
の
能
力

と
し
て
の
判
断
力
」
と
い
う
理
解
に
対
す
る
反
論
が
行
わ
れ
て
ゆ

く
。
そ
し
て
各
章
の
中
で
、
反
省
的
判
断
力
が
、
自
然
を
「
美
し
い

対
象
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
理
性
の
理
解
が
及
ば
な
い
「
他
者
性
」

を
持
っ
た
崇
高
な
対
象
と
し
て
、
そ
し
て
「
自
立
性
」
を
持
っ
た
対

象
と
し
て
、
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
著
者
の
述

べ
る
「
自
然
の
解
釈
学
」
の
多
層
的
な
あ
り
方
の
全
容
が
描
き
出
さ

れ
て
ゆ
く
。
な
お
、
終
章
で
あ
る
第
五
章
で
は
、『
理
性
の
他
者
』

以
降
の
Ｇ
・
ベ
ー
メ
の
主
張
を
取
り
上
げ
、
ベ
ー
メ
が
主
張
す
る

「
自
然
の
批
判
理
論
」
に
対
し
て
著
者
の
「
自
然
の
解
釈
学
」
の
意

義
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

本
書
全
体
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
で
展
開
し
た

反
省
的
判
断
力
の
持
つ
含
意
が
、
ベ
ー
メ
に
よ
る
近
代
の
啓
蒙
的
理

性
批
判
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
反
省
的
判
断
力
の
意
義
を

補
完
し
た
「
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
修
正
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
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近
代
的
啓
蒙
の
遺
産
を
直
ち
に
捨
て
る
こ
と
な
く
、
啓
蒙
の
遺
産
を

引
き
継
ぎ
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
リ
ス
タ
ー
ト
し
て
ゆ
く
可
能
性

が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
本
書
で
著
者
が
主
張
し
た
「
自
然
の
解
釈
学
」
の
意
義

に
つ
い
て
、
評
者
の
興
味
関
心
か
ら
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
書
の
第

四
章
の
最
後
の
部
分
で
、
著
者
は
「
自
然
の
解
釈
学
」
の
意
義
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
の
よ
う
に
「
自
然
の
解
釈
学
」
に
よ
れ
ば
、
多
様
な
観
点
か

ら
自
然
を
観
照
し
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
自
然
美
は
美
感

的
理
念
の
契
機
で
あ
り
、
汲
み
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
多
様
な

意
味
」
を
露
わ
に
す
る
。
ま
た
「
崇
高
な
自
然
」
は
、
構
想
力
や
悟

性
に
よ
っ
て
把
握
で
き
な
い
「
異
質
な
他
者
」
と
し
て
現
れ
る
。
さ

ら
に
ま
た
有
機
的
な
自
然
は
自
然
全
体
と
と
も
に
、
客
観
的
原
理
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
「
自
立
的
存
在
者
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
、「
自
然
の
解
釈
学
」
は
、
自
然
の
「
他
者
性
」

を
想
起
さ
せ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」（
一
八
三
頁
）

　

か
つ
て
、
環
境
思
想
・
環
境
倫
理
学
の
分
野
で
は
、
人
間
と
自
然

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
自
然
の
価
値
を
「
人
間
中
心
主
義
」
あ
る
い

は
「
人
間
非
中
心
主
義
」
の
い
ず
れ
の
立
場
に
立
っ
て
論
じ
る
べ
き

か
と
い
う
論
争
が
あ
っ
た
。
ご
く
簡
単
に
図
式
的
な
説
明
を
す
れ

ば
、
自
然
の
価
値
を
、
人
間
の
立
場
か
ら
見
て
広
い
意
味
で
功
利
主

義
的
に
捉
え
る
（「
人
間
中
心
主
義
」）
か
、
人
間
の
立
場
と
は
独
立

し
た
内
在
的
価
値
を
自
然
に
見
出
す
（「
人
間
非
中
心
主
義
」）
か
と

い
う
対
立
で
あ
っ
た
。

　

評
者
か
ら
見
れ
ば
、
本
書
で
展
開
さ
れ
た
「
自
然
の
解
釈
学
」
は
、

こ
の
い
ず
れ
の
立
場
を
も
超
え
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、「
自
然
の
解
釈
学
」
の
立
場
は
、
自
然
を
人
間

理
性
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
、
支
配
さ
れ
、
収
奪
さ
れ
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
る
対
象
と
見
な
す
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
自
然
は

人
間
理
性
と
は
完
全
に
無
縁
の
内
在
的
価
値
を
持
っ
た
異
他
的
な
存

在
と
見
な
さ
れ
る
だ
け
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自

然
の
解
釈
学
」
の
立
場
は
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
多
元
的
に
捉

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
理
性
に
と
っ
て
、
自
然
は
多
様
な
形
で

現
わ
れ
て
く
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
一
義
的
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
都
度
、
解
釈
し
直
し
、
構
築
し
続
け
て
ゆ
く
も
の
な
の
で

あ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
実
際
、
私
た
ち
は
日
々
の
中
で
、
自
然
と
様
々

な
あ
り
方
で
関
わ
り
続
け
て
い
る
。
自
然
は
あ
る
時
は
資
源
で
あ

り
、
あ
る
時
は
私
た
ち
の
生
の
基
盤
で
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
「
自

然
と
の
共
生
」
と
言
っ
た
言
葉
が
陳
腐
に
思
え
る
ほ
ど
、
私
た
ち
の

生
の
基
盤
を
掘
り
崩
す
ほ
ど
の
猛
威
を
振
る
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
い
。
私
た
ち
は
、
自
然
の
様
々
な
姿
に
よ
っ
て
、
様
々
な
感
情
や

想
い
が
引
き
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
自
身
も
常
に
変
容
し

続
け
て
い
る
。
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こ
う
し
た
自
然
と
私
た
ち
人
間
の
関
係
は
、「
人
間
中
心
主
義
」

「
人
間
非
中
心
主
義
」
と
い
っ
た
乾
い
た
枠
組
み
で
捉
え
う
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
に
と
っ
て
自
然
は
、
も
は
や
主
客
お
よ
び

中
心
／
非
中
心
と
言
っ
た
形
で
切
り
分
け
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど
に
、
混
じ
り
合
い
、
溶
け
合
っ
て
い
る
の
だ
。
本
書
で
示
さ

れ
た
「
自
然
の
解
釈
学
」
は
、
人
間
と
自
然
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た

微
妙
で
、
言
葉
に
し
が
た
い
、
し
か
し
根
本
的
な
関
係
に
つ
い
て
、

「
解
釈
と
し
て
問
い
続
け
る
」
と
い
う
態
度
を
提
示
し
て
い
る
。


