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本
書
は
、
著
者
の
博
士
論
文
『
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
そ
の

解
決
―
カ
ン
ト
に
お
け
る
文
化
の
進
歩
と
道
徳
に
つ
い
て
』
を
加

筆
お
よ
び
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
純
粋
理
性
は
自
分
が
答
え
ら
れ
な
い
問
い
に

直
面
し
て
、
そ
の
権
限
や
能
力
の
範
囲
に
か
ん
す
る
批
判
を
必
要
と

す
る
。
こ
の
理
性
批
判
の
成
立
を
考
え
る
上
で
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は

決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が

「
純
粋
理
性
の
諸
法
則
の
抗
争
」
と
し
て
、
理
性
批
判
を
ま
さ
に
要

求
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
純
粋
理
性
批
判
』

に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、「
抗
争
」
の
い
わ
ば
「
ひ
な
型
」
と

見
な
さ
れ
て
、
研
究
の
主
要
な
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
著

者
は
、ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
驚
く
べ
き
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
た
と
え
定
式
化
さ
れ
な
い
と
し
て

も
、『
判
断
力
批
判
』
以
後
の
カ
ン
ト
の
諸
著
作
に
も
「
隠
さ
れ
て

い
る
」
の
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
、
理
性
批
判
の
契
機
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
思
考
全
体
を
規
定
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

『
判
断
力
批
判
』
以
後
も
潜
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
晩
年
に
ま
で
至
る
カ
ン
ト

の
思
考
を
読
み
解
く
鍵
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。
本
書
は
ま
ず
、
研
究

史
を
回
顧
し
な
が
ら
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
概
念
の
変
化
を
指
摘
し
て
、『
判

断
力
批
判
』
の
方
法
論
に
「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
が
存
在
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
「
文
化
と
道
徳
と
の
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
」
と
し
て
、教
育
と
法
、そ
し
て
宗
教
に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

の
原
型
と
な
る
も
の
で
あ
る
。「
文
化
と
道
徳
と
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」

と
は
、道
徳
的
に
生
き
る
た
め
に
文
化
を
不
可
欠
と
見
な
す
立
場
と
、
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文
化
が
道
徳
と
相
い
れ
ず
、
道
徳
的
な
生
を
阻
害
す
る
と
見
な
す
立

場
と
の
矛
盾
・
対
立
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
、
こ
の
矛
盾
・
対
立

に
気
づ
い
て
い
た
が
、
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
と
の
体
系
的
統
一
の

た
め
に
、
文
化
が
道
徳
と
相
い
れ
な
い
と
考
え
る
立
場
を
考
慮
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
文
化
と
道
徳
と
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
は

定
式
化
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
定
式
化
さ

れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
は
そ
の
後
の
カ
ン
ト

の
思
考
の
道
筋
を
決
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
教
育
と
法
、
宗
教
に

か
ん
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
『
教
育
学
』
に
「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
が
存
在
す

る
。
そ
れ
を
著
者
は
、
カ
ン
ト
の
教
育
思
想
に
お
け
る
「
自
由
と
強

制
と
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と
し
て
定
式
化
す
る
。
こ
の
「
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
」
は
、
道
徳
教
育
の
た
め
に
強
制
が
必
要
で
あ
る
と
見
な
す
立

場
と
、
道
徳
教
育
の
た
め
に
強
制
は
不
要
で
あ
る
と
見
な
す
立
場
と

の
矛
盾
・
対
立
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」

は
「
理
性
の
開
化
」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ

ン
ト
の
教
育
思
想
に
お
い
て
、
道
徳
化
の
た
め
に
強
制
さ
れ
る
の
は

「
自
分
で
考
え
る
」と
い
う
態
度
で
あ
る
。
理
性
は「
自
分
で
考
え
る
」

と
い
う
態
度
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
、
逆
説
的
な
が
ら
も
、
そ
の
自

由
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
理
論
と
実
践
』
に
「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
が
存
在

す
る
。
そ
れ
を
著
者
は
、「
自
立
と
平
等
と
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と

し
て
定
式
化
す
る
。
こ
の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
は
、
法
制
度
の
発
展

に
よ
っ
て
平
等
が
促
進
さ
れ
る
と
見
な
す
立
場
と
、
同
じ
発
展
に

よ
っ
て
平
等
が
侵
害
さ
れ
る
と
見
な
す
立
場
と
の
矛
盾
・
対
立
で
あ

る
。
こ
れ
は
、法
制
度
の
発
展
を
人
類
の
進
歩
と
見
な
す
か
ど
う
か
、

と
い
う
問
題
に
な
る
が
、「
言
論
の
自
由
」が
そ
の
解
決
の
鍵
と
な
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、「
言
論
の
自
由
」
に
基
づ
い
て
、
法
制
度
の
改
善

お
よ
び
社
会
的
な
不
平
等
の
改
善
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、「
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
」
の
解
消
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
宗
教
論
』
に
も
「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
が
存

在
す
る
。
そ
れ
を
著
者
は
、「
宗
教
共
同
体
と
倫
理
的
共
同
体
と
の

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と
し
て
定
式
化
す
る
。
こ
の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」

は
、
宗
教
共
同
体
が
人
間
の
道
徳
的
進
歩
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と

見
な
す
立
場
と
、
宗
教
共
同
体
は
道
徳
的
進
歩
の
た
め
に
不
要
で
あ

る
ど
こ
ろ
か
、
道
徳
性
を
破
壊
す
る
と
見
な
す
立
場
と
の
矛
盾
・
対

立
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
・
対
立
は
、
教
育
や
法
に
お
け
る
「
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
」
と
異
な
り
、
個
人
や
人
類
の
歴
史
の
な
か
で
解
決
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、宗
教
の
「
歴
史
的
運
命
」
と
し
て
、

宗
教
共
同
体
が
純
粋
宗
教
信
仰
へ
接
近
し
よ
う
と
試
み
る
「
永
遠
の

闘
い
」
に
よ
っ
て
の
み
、
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
本
書
は
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ア
ン

チ
ノ
ミ
ー
の
定
式
お
よ
び
内
容
の
変
化
に
注
目
し
て
、「
隠
さ
れ
た

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
観
点
か
ら
『
判
断
力
批
判
』
以
後
の
諸
著
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作
を
読
み
解
い
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
積
極
的
な
評
価
に
値
す
る
だ

ろ
う
。
本
書
で
は
、『
教
育
学
』
と
『
理
論
と
実
践
』、『
宗
教
論
』

と
い
う
、
本
来
な
ら
ば
独
立
し
た
分
野
に
属
す
る
諸
著
作
が
、
文
化

と
道
徳
と
の
矛
盾
・
対
立
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
、
見
事
に
読
み
解

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
顧
み
て
も
、
そ
れ
ら
の
著
作

が
教
育
と
法
、
宗
教
と
い
う
文
脈
で
、
別
々
に
考
察
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
著
者
に
よ
る
読
解
は
、
カ
ン
ト
研
究
に
「
新
し

い
視
座
」
を
提
供
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
従
来
ほ
と
ん

ど
考
察
さ
れ
な
い
『
判
断
力
批
判
』
の
付
録
「
目
的
論
的
判
断
力
の

方
法
論
」
か
ら
、「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
の
議
論
を
説
き
起

こ
し
た
こ
と
も
、
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
方
法
論
」
は
、

伝
統
的
形
而
上
学
や
神
学
の
影
響
を
受
け
た
議
論
と
し
て
、
カ
ン
ト

研
究
者
が
あ
ま
り
注
目
し
な
い
箇
所
で
あ
っ
た
。と
こ
ろ
が
著
者
は
、

そ
う
し
た
研
究
の
状
況
を
逆
手
に
と
っ
て
、「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
論

と
し
て
の
読
み
方
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
書
は
、
教
育

と
法
お
よ
び
宗
教
に
か
ん
す
る
カ
ン
ト
哲
学
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ー

ト
を
示
し
た
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
著
者
自
身
も
指
摘
し
て
い
る

が
、
教
育
と
法
お
よ
び
宗
教
に
お
け
る
普
遍
的
か
つ
喫
緊
の
問
題
に

対
し
て
、
カ
ン
ト
哲
学
の
立
場
か
ら
一
定
の
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、本
書
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
哲
学
の
「
今
日
的
な
意
義
」

が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

な
お
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
本
書
だ
が
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
議
論

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
の
価
値
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
最
後
に
疑
問
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、「
隠
さ
れ
た

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
に
つ
い
て
、
そ
の
定
式
や
内
容
を
正
確
に
理
解
す

る
た
め
に
も
、
さ
ら
な
る
解
明
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
書
評

者
の
見
解
で
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
よ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
定
式
化

と
解
決
は
、
広
義
の
理
性
批
判
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

の
定
式
化
と
解
決
を
と
お
し
て
、
理
性
（
理
論
理
性
と
実
践
理
性
、

そ
し
て
判
断
力
）
の
限
界
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
使
用
の
範

囲
と
権
限
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
性
批
判
の
枠

組
み
を
外
し
て
考
え
た
と
き
、
本
書
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
」
の
成
立
と
そ
の
解
決
は
、
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
著
者
の
考
え
で
は
、
カ
ン
ト
は
、
教
育
と
法
お
よ
び
宗
教

に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
認
識
能
力
の
批
判
を
遂
行
す
べ
き
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
認
識
能
力
の
批
判
に
関
係
し
な
い
の
で

あ
れ
ば
、「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
の
解
決
は
何
の
た
め
の
議

論
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
ん
に
文
化
の
二
義
性
（
道
徳
性
の
準
備

と
反
道
徳
性
）を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、「
隠
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」

成
立
の
根
拠
と
し
て
不
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
に
、
著
者
は
、「
文
化
と
道
徳
と
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と
い

う
観
点
で
、
教
育
と
法
お
よ
び
宗
教
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
教

育
も
法
も
、
そ
し
て
宗
教
も
、
本
来
な
ら
ば
文
化
と
い
う
枠
組
み
に

収
ま
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
教
育
は
、
特
殊
な
行
動
様
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式
と
し
て
文
化
的
な
要
素
を
含
む
に
せ
よ
、
教
育
自
体
が
文
化
を
作

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
法
も
、
社
会
の
法
制
度
は
文

化
と
呼
び
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
が
文
化
の
あ
り
方
を
決
定
す

る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
宗
教
に
は
、
た
し
か
に
儀

礼
や
儀
式
な
ど
文
化
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

宗
教
の
意
義
は
、
文
化
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し

ろ
、
宗
教
の
本
質
に
と
っ
て
、
文
化
は
不
要
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
う
し
た
意
見
を
考
慮
し
て
、
文
化
と
い
う
枠
組
み
で

論
じ
る
こ
と
の
意
義
や
理
由
を
示
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。


