
森
本
治
書
博
士
の
批
判
に
回
答
す
る

塚
　
原
　
鉄
　
雄

大
学
は
'
研
究
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
教
育
機
関
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
大
学
教
員
に
は
、
三
位
の
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
第
1
に
学
問

研
究
、
堅
一
に
学
生
教
育
、
そ
し
て
へ
　
第
三
に
学
内
行
政
、
-
・
と

の
三
つ
は
'
大
学
教
員
の
義
務
で
あ
り
、
ま
た
、
権
利
で
も
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
大
学
に
付
属
す
る
研
究
機
関
に
勤
務
す
る
の
で
な
い
限

り
、
こ
の
三
つ
の
責
務
は
、
大
学
教
員
を
成
立
さ
せ
る
鼎
の
脚
に
比
定

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

勿
論
、
個
人
に
は
'
特
性
も
あ
れ
ば
'
特
技
も
あ
り
ま
す
。
個
人
と

し
て
の
大
学
教
員
が
、
三
つ
の
責
務
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
、
完
全

に
充
足
す
る
こ
と
は
、
恐
ら
ぐ
難
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
事
実
、
わ
た

し
ど
も
の
周
囲
に
、
そ
ん
な
人
物
は
稀
有
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
の

二
つ
だ
け
で
も
、
完
全
だ
と
い
え
る
人
物
も
、
ま
た
、
見
当
た
り
に
く
い

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
現
状
で
あ
っ
て
も
'
基
本
的

に
い
え
ば
へ
　
こ
の
三
脚
に
、
軽
重
は
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

い
ま
、
学
校
行
政
の
こ
と
は
、
考
慮
し
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。
軽
視

し
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
批
判
の
範
囲
が
、
研
究
と
教

育
と
の
関
連
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
'
教
育
と
い
う
こ
と
か
ら
し
ま
す
と
、
学
校
の
教
員
は
、
そ
の

全
体
が
教
育
者
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
大
学
教
員
が
教
育
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
高
等
学
校
へ
中
学
校
へ
小
学
校
、
そ
の
ば
か
各
組
の

教
育
機
関
の
教
員
が
教
育
者
で
あ
る
の
と
'
決
定
的
に
相
違
い
た
し
ま

す
。
そ
れ
は
、
大
学
教
員
と
い
う
も
の
は
、
学
問
研
究
の
専
従
者
で
あ

る
こ
と
に
お
い
て
教
育
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
教
育

者
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
研
究
者
で
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学

以
外
の
教
員
が
、
そ
の
職
務
に
関
連
し
て
、
研
究
す
る
の
は
、
教
育
者

で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
研
究
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
大
学
の
教
育
、
大
学
教
員
が
教
育
者
で
あ
る
こ
と
は
、
む
し

ろ
、
そ
の
逆
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
す
れ
ば
、
大
学
教
員
は
'
研
究
だ
け
を
や
っ
て
お
れ
ば
よ
い
。
研

究
の
過
程
な
り
結
果
な
り
を
'
学
生
に
伝
達
す
れ
ば
、
教
育
者
と
し
て

の
大
学
教
員
の
責
務
は
、
完
全
に
遂
行
さ
れ
る
。
-
　
そ
う
い
っ
た
議

論
の
妥
当
性
も
、
そ
こ
か
ら
成
立
し
ま
す
。

事
実
、
旧
制
帝
国
大
学
の
教
員
は
'
大
体
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
し

た
。
そ
し
て
へ
旧
制
帝
国
大
学
の
出
身
者
.
ま
た
は
、
旧
制
帝
国
大
学

の
出
身
者
の
指
導
を
、
直
接
に
せ
よ
間
接
に
せ
よ
'
受
け
て
亭
わ
れ
た

人
び
と
は
、
そ
の
よ
う
な
且
解
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、

十
分
成
果
を
不
し
て
来
た
こ
と
も
、
否
定
で
き
ま
せ
ん
o

し
か
し
な
が
ら
'
現
代
で
は
、
事
情
が
変
動
し
て
お
り
ま
す
。
大
学

教
員
の
研
究
が
、
そ
の
ま
ま
講
読
の
材
料
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
学
生

た
ち
は
、
忽
ち
に
消
化
不
良
に
な
り
ま
す
。
大
学
院
の
こ
と
が
言
及
さ

れ
ま
し
た
が
、
大
学
院
で
も
、
程
度
の
相
違
は
あ
り
薫
ウ
け
れ
ど
も
、
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や
は
り
、
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
も
、
大
阪
市
立
大
学
で
、

大
学
院
の
講
斑
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
門
戸
が
'
学
外

出
身
者
に
も
開
放
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
国
語
学
も
し
く
は
国
文
学
を

専
門
と
す
る
者
と
し
て
,
当
然
に
心
得
て
い
る
は
ず
の
常
識
に
、
頚
大

な
秋
随
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
ま
す
。
か
れ
ら
は
、
職
人
的
専
門
家
と

し
て
、
大
学
院
の
入
学
試
験
に
合
格
し
て
い
ま
す
が
、
学
究
的
専
門
家

の
卯
と
は
い
え
な
い
人
間
が
、
そ
の
大
部
分
な
の
で
す
。

新
制
大
学
で
は
,
大
学
教
員
が
、
研
究
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
教

育
者
で
あ
る
f
J
と
を
、
簡
単
に
は
実
現
し
え
な
い
、
-
・
そ
う
い
っ
た

状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
教
員
と
学
生
と
の
閲
に
、
断
層
が
あ
っ

て
、
そ
れ
が
、
雑
事
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
大
学
教
員
は
、
研
究
者
で
あ
る
こ
と
と
'
教
育
者
で
あ

る
こ
と
を
、
結
合
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
旧
制
に
あ
っ
て
、
そ
れ

は
、
自
動
的
に
実
現
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
へ
現
下
の
情
勢
で
は
、
実

現
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
欲
と
方
法
と
が
な
け
れ
ば
、
不
可
能
な
の
で

す
。そ

ん
な
こ
と
は
、
大
学
教
員
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
学
生

が
つ
い
て
寧
品
な
い
の
は
、
学
生
に
責
任
が
あ
る
の
だ
。
-
…
そ
う

い
う
意
見
も
、
有
力
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
、
わ
た
し
も
、
究

極
的
に
は
'
こ
う
い
っ
た
意
見
に
賛
成
し
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
新
制
大
学
の
学
生
に
、
当
初
か
ら
、
そ
れ
を
期
待
し
、

そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
漁
師
に
、
名
人
の
庖
丁
を
期

待
す
る
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
事
実
が
、
も
っ
と
も
放
弁
に
、
こ
れ

を
証
明
し
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
'
偉
少
の
秀
才
だ
け
が
へ
わ

ず
か
に
,
そ
の
関
門
を
突
枝
し
ま
す
が
、
大
部
分
は
、
脱
落
し
て
し
ま

い
ま
す
O
馬
鹿
や
怠
惰
な
人
間
が
血
清
す
る
の
は
、
大
学
の
性
質
上
、

J
J
・
-
.
-

*
^
-
-
I
*
'
て
い

ら
、
そ
れ
を
発
揮
す
る
方
途
が
見
つ
か
ら
な
い
で
、
朽
ち
は
て
て
し
ま

う
例
が
、
あ
ま
り
に
も
、
多
い
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

大
学
の
任
務
は
、
学
者
を
膏
叫
す
る
ば
か
T
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
量
的
に
い
っ
て
、
学
問
に
関
係
の
な
い
卒
業
生
が
、
多
数
で
あ
る

こ
と
は
、
む
し
ろ
、
い
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
o
し
か
し
、
大
学
の

門
に
は
い
っ
た
以
上
は
、
せ
め
て
、
学
問
の
香
を
望
J
'
学
問
の
味
を

知
っ
た
後
に
、
自
分
の
判
断
で
'
学
問
を
告
れ
た
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
で
な
け
れ
ば
'
大
草
の
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
C
し
か
る

に
,
現
状
は
,
学
問
の
香
も
味
も
、
全
く
触
れ
る
こ
と
仁
-
票
7
i
-
1
て

し
ま
い
ま
す
。
教
員
の
講
義
は
、
僧
侶
の
読
経
の
よ
う
な
も
の
で
、
深

遠
か
J
,
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ナ
ン
ブ
ン
カ
ソ
`
フ
ソ
、
学
生
に
は
緑

の
な
い
も
の
と
な
り
ま
す
。

大
学
教
員
か
ら
す
れ
ば
'
自
己
満
足
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
職

責
を
、
遂
行
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

学
問
研
究
と
い
う
も
の
は
、
研
究
学
徒
の
自
己
満
で
あ
っ
て
は
、

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
.
最
少
隈
の
要
米
と
し
て
、
そ
の
場
臭
を
、
学

生
に
譲
渡
す
る
試
鉄
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
へ
そ
の
研
究
を
、
教

員
だ
け
の
独
L
E
物
と
し
な
い
で
、
草
生
と
の
共
有
物
と
す
る
必
要
か
あ

り
ま
す
。
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学
生
の
教
養
を
認
識
し
、
そ
の
対
策
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
大
学
数

員
に
と
っ
て
、
そ
の
研
究
を
、
学
生
と
の
共
有
物
と
す
る
た
め
に
、
適

切
な
方
法
を
模
索
す
る
営
為
で
あ
り
ま
す
。
研
究
所
に
勤
務
す
る
研
究

者
で
な
く
講
義
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
研
究
者
に
は
,
必
要
か
つ

当
然
の
模
索
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

現
代
の
学
生
が
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
大
学
教
員
は
,
そ

の
責
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
'
真
剣
に
討
議
し
、
打
開
し
な
け
れ
ば
な

ち
な
い
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
高
等
学

校
そ
の
ほ
か
で
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
い
わ
ゆ
る
国
語
科
教

育
の
問
題
と
は
、
そ
の
性
質
を
、
根
抵
的
に
異
に
し
ま
す
.
ま
た
、
学

問
の
啓
蒙
的
な
普
及
と
も
、
混
同
し
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
大
学
に
教

員
と
し
て
勤
務
す
る
人
間
が
、
学
問
研
究
の
実
践
に
表
裏
を
な
し
て
、

検
討
し
、
考
慮
し
、
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
学
の
実
践
に
達
賀

す
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。

少
な
-
と
も
、
わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
見
解
で
行
動
し
、
そ
う
い
う

槻
点
か
ら
発
表
し
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
o
も
し
、
「
教
え
方
」
の
発

表
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
の

話
し
方
が
拙
劣
な
た
め
で
あ
り
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
わ
た
し
の

真
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
,
事
例
に
も
、
わ
た

し
自
身
が
教
室
で
言
及
し
た
も
の
に
限
定
し
、
し
か
も
、
従
来
の
専
門

家
に
、
盲
点
が
あ
っ
た
た
め
に
、
学
生
に
理
解
し
に
く
い
だ
け
で
な

く
、
研
究
に
も
疑
問
の
あ
る
も
の
を
、
洪
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
若
干
、
補
足
し
ま
す
と
、
源
氏
物
語
の
薦
窺
べ
で
、
季
節
が

春
で
あ
る
こ
と
、
時
刻
が
夕
碁
で
あ
る
こ
と
に
も
、
重
要
な
意
味
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
た
限
定
が
'
唄
覚
印
象
に
関
与
し
て
影
響
す
る
と
こ

ろ
は
、
少
な
-
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
文
の
解
釈
藍
思
図
す
る
発

表
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
省
略
し
ま
し
た
。

そ
う
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
学
術
研
究
の
団
体
が
、
こ
う
い
っ

た
こ
と
を
も
、
討
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
本
質
を
逸
脱
す
る

行
為
と
考
え
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
、
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
む

し
ろ
へ
こ
う
い
っ
た
問
題
を
、
看
過
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
学
問
が
、

独
善
的
に
な
り
、
職
人
的
な
詮
索
だ
け
が
学
問
で
あ
る
よ
う
な
錯
覚
の

袋
小
路
か
ら
、
脱
出
で
き
な
-
な
っ
て
し
ま
う
原
因
が
、
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

旧
師
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
森
本
先
生
の
ご
批
判
に
、
大
変
に
失
礼
な
回

答
と
な
り
ま
し
て
、
恐
結
い
た
⊥
ま
す
J
し
か
し
、
自
己
の
見
解
を
、

だ
れ
に
対
し
て
も
率
恒
に
披
潅
す
る
態
度
は
'
二
十
数
年
の
昔
,
二
年

有
半
の
講
寵
で
、
先
生
の
、
範
と
し
て
お
示
し
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
思
想
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
そ
の
態
度
に
つ
い
て

は
、
ご
諒
恕
い
た
だ
け
る
も
の
と
、
蕪
辞
を
陳
ね
て
、
卑
見
を
申
し
あ

げ
ま
し
た
。

(
一
九
六
四
・
7
二
・
六
迫
害
)
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