
王
　
朝
　
文
　
学
　
研
　
究
　
の
　
遺
・

I
I
学
　
問
　
と
　
寵

清
　
　
水
　
　
文
　
　
雄

-     
      
 .

・
が
ら
に
も
な
い
こ
と
を
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
「
学
問
と

私
」
と
い
う
こ
と
ば
の
音
炭
を
ま
と
も
に
考
え
る
心
の
余
裕
が
す
こ
し

で
も
私
に
あ
っ
た
ら
、
「
学
問
」
と
い
う
厳
粛
な
価
債
体
系
の
前
に

「
私
」
が
畏
縮
し
て
、
何
も
言
え
そ
う
に
な
い
と
い
う
反
省
が
生
ま
れ

た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
な
っ
た
以
上
は
、
党
悟
を
決
め
な
く
て

は
な
る
ま
い
。

か
え
り
み
れ
ば
、
私
の
さ
さ
や
か
な
研
究
の
歩
み
の
う
え
で
も
、
敗

戦
と
い
う
民
兵
の
悲
運
は
、
ま
さ
に
重
大
事
件
で
あ
っ
た
。
終
戦
の
詔

書
は
栃
木
爪
日
光
町
で
開
い
た
。
ち
し
6
う
ど
勤
務
先
の
学
習
院
の
学
生

を
連
れ
て
疎
開
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
九
日
前
の
八

月
六
日
に
米
欝
の
投
下
し
た
新
型
爆
弾
(
の
ち
に
原
子
棋
弾
と
判
明
し

た
)
の
た
め
に
、
広
島
が
全
滅
し
た
と
の
報
に
も
広
島
に
近
い
郷
村
に

疎
開
さ
せ
て
あ
っ
た
実
状
の
う
え
も
案
じ
ら
れ
た
が
'
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
な
か
っ
た
。

豪
族
は
と
も
か
-
無
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
親
類
や
知

人
、
そ
の
ほ
か
た
れ
か
れ
の
死
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
知
ら
さ
れ
て
き
,
廃
嘘

と
化
し
た
広
島
の
地
に
は
'
七
十
年
間
は
革
木
も
弄
ぶ
か
ぬ
と
い
う
よ

ぅ
な
う
わ
さ
が
'
ど
こ
か
ら
か
流
れ
て
き
た
。
中
学
の
後
半
か
ら
大
学

ま
で
の
十
年
間
を
過
ご
し
た
、
い
わ
ば
わ
が
青
春
の
故
地
広
島
が
、
「

蹄
に
し
て
壊
減
し
た
と
い
う
報
を
、
私
は
い
い
よ
う
も
な
く
悲
し
い
も

の
と
聞
い
た
。
ま
も
な
-
終
戦
の
日
を
準
え
た
が
、
戦
後
の
人
心
の
荒

廃
と
世
相
の
転
変
が
、
私
の
不
安
を
し
だ
い
に
色
濃
く
し
て
い
っ
た
。

昭
和
二
十
二
年
幕
、
私
は
意
を
決
し
て
広
島
に
帰
る
こ
と
に
し
た
O

帰
っ
て
ど
う
す
る
と
い
う
成
算
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
が
、
と
も

か
く
郷
里
の
山
河
の
問
に
身
を
お
い
て
、
し
ば
ら
Y
安
息
の
と
き
を
持

告
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
い
わ
い
に
当
時
広
島
師
範
学

校
長
で
あ
っ
た
恩
師
辻
事
三
郎
先
生
の
思
命
で
、
同
校
に
勤
務
す
る
こ

と
に
な
り
、
郷
村
の
章
子
の
も
と
か
ら
そ
こ
に
適
っ
た
。
戦
後
の
広
島
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に
は
じ
め
て
下
り
立
っ
た
の
は
、
終
戦
の
年
の
十
月
で
あ
る
が
、
ま
だ

ど
こ
か
に
黒
こ
げ
の
死
体
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
廃
嘘
の

石
に
立
っ
た
ま
ま
'
私
は
し
ば
ら
く
身
動
き
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
。
見
る
か
げ
も
な
く
な
っ
た
脊
春
の
故
地
を
い
と
お
し
む
思
い

が
、
そ
の
と
き
せ
つ
な
く
私
の
身
内
に
わ
い
て
き
た
o
そ
れ
は
蒜
の

感
傷
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
O
し
か
し
翌
々
年
の
帰
郷
の
決
意
を
促

し
た
も
の
の
な
か
に
へ
こ
の
感
傍
が
ま
じ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
い

A
'
i
れ
な
い
o

と
も
か
く
、
私
は
広
島
に
帰
っ
て
き
た
。
そ
し
て
敗
戦
に
よ
っ
て
痛

手
を
被
っ
た
私
の
学
問
の
再
出
発
を
は
か
る
所
は
、
こ
こ
を
お
い
て
は

な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
学
卒
業
後
現
在
ま
で
'
王
朝
の
文
学
、
と
く
に
和
歌
文
学
が
お
も

な
研
究
対
身
と
な
っ
て
き
て
い
る
.
も
は
や
和
歌
と
の
緑
は
切
っ
て
も

切
れ
ぬ
も
の
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
反
省
し
て
み
る
と
、
和
歌
と
の

こ
の
よ
う
な
結
縁
は
,
農
村
の
勤
労
I
f
*
-
年
だ
っ
た
こ
ろ
の
孤
独
の
感
傷

が
、
和
歌
の
律
動
に
の
せ
ら
れ
、
三
十
妄
字
の
形
式
に
転
身
さ
せ
ら

れ
て
い
っ
た
、
未
熟
な
が
ら
の
詠
歌
体
険
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

が
他
の
表
現
形
式
を
用
い
な
い
で
、
主
と
し
て
詠
歌
の
方
へ
向
か
っ
た

の
は
、
私
の
内
な
る
生
の
リ
ズ
ム
(
そ
れ
は
生
地
の
自
然
環
境
に
た
ぶ

ん
に
影
響
さ
れ
て
い
た
)
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ

う
。
私
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
お
の
ず
か
ら
な
成
り
ゆ
き
で
あ
り
、
学

問
の
再
出
発
を
は
か
る
と
き
,
そ
の
対
象
額
域
が
主
と
し
て
王
朝
の
和

歌
文
学
と
な
る
こ
と
も
'
自
然
の
数
で
あ
っ
た
o

と
こ
ろ
で
、
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、
私
に
は
終
戦
時
か
ら
持
ち
こ
し

て
い
る
問
題
が
あ
る
o
そ
れ
は
、
も
う
長
く
歌
作
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て

い
る
も
の
の
も
私
の
円
に
深
く
杭
を
お
ろ
し
た
〝
和
歌
的
な
も
の
〝
を

ど
う
処
理
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
O
そ
れ
は
終
戟
瞳
の
心
の
勘
拓
を
ど

う
鎮
め
る
か
の
問
題
と
別
で
は
な
か
っ
た
。
中
野
薫
冶
氏
は
か
つ
て

「
歌
の
わ
か
れ
」
を
書
い
た
。
中
野
氏
が
学
生
時
代
か
ら
そ
の
制
作
に

親
し
ん
だ
和
歌
と
の
訣
別
を
語
っ
た
小
説
で
あ
る
o
し
か
し
私
は
、
私

の
内
の
〝
和
歌
的
な
も
の
〃
と
訣
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
と
ほ
思
わ

な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
道
は
‡
し
か
な
い
。
私
の
円
の
〟
和
歌
的
な

も
の
″
を
ど
う
処
理
す
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
問
の
う
え
で
は
'
和

歌
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
新
し

い
文
化
の
創
造
の
契
械
た
ら
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
戦
後
の
私
の
研
究
課
題
は
、
和
歌
世
界
の
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
た
。
和
歌
世
界
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
一

る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
わ
が
民
族
の
精
神
構
造
に
究
明
の
メ

ス
を
入
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
至
難
の
課
題
が
'
私

の
カ
で
容
易
に
解
明
さ
れ
る
と
は
思
わ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
課
題
の

∵
　
∵
　
*
　
・
t
l
'
I
l
'
I
'
蝣
*
　
∴
∴

よ
う
に
な
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
文
化
の
不
毛
を
か
こ
た
れ
た
広
島
の
地
で
も
古
来
〟
は

か
な
き
こ
と
〃
と
い
わ
れ
た
和
歌
、
そ
れ
も
多
く
王
朝
の
〟
た
わ
や

め
ぶ
り
か
の
和
歌
の
研
究
に
カ
を
い
た
す
1
」
の
逆
説
を
身
を
も
っ
て

冥
証
し
て
ゆ
く
以
外
に
私
の
道
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
広
島
で
の
生
活
が
再
び
始
め
ら
れ
た
も
の
の
も

私
自
身
は
依
然
と
し
て
混
迷
か
ら
脱
し
え
ず
、
研
究
と
名
づ
け
う
る
も

の
は
、
遅
々
と
し
て
は
か
ど
ら
な
い
ま
ま
、
や
が
て
学
制
改
革
が
行
な
わ

れ
、
師
範
学
校
は
広
島
大
学
教
育
学
部
東
雲
分
校
と
し
て
発
展
的
解
消

を
遂
げ
た
o
新
制
大
学
の
初
期
の
数
年
問
に
大
学
の
内
外
か
ら
出
さ
れ

た
、
ガ
リ
版
刷
り
を
含
む
小
冊
子
の
あ
れ
こ
れ
に
、
か
ろ
う
じ
て
断
憩

の
頬
を
の
せ
る
程
腔
で
あ
っ
た
O
今
春
の
定
年
退
官
を
記
念
し
て
田
版

し
た
随
想
集
『
河
の
普
』
の
初
め
の
ほ
ぼ
こ
赤
の
一
を
占
め
る
諾
文

に
、
そ
の
こ
ろ
の
私
の
心
の
姿
が
か
な
り
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
.

そ
の
こ
と
を
、
こ
の
書
の
出
版
を
磯
に
、
私
は
改
め
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

二

私
は
広
島
の
高
等
師
範
孝
枝
を
昭
和
四
年
に
卒
業
し
た
。
ち
ょ
う
ど

そ
の
幕
新
設
さ
れ
た
広
島
文
理
科
大
学
に
級
友
数
名
と
と
も
に
進
学
し

た
が
、
私
自
身
に
確
固
た
る
決
意
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
で
は
な
か

っ
た
。
教
育
界
に
就
職
難
が
訪
れ
て
い
た
こ
ろ
で
、
さ
し
あ
た
り
そ
う

し
た
こ
と
に
心
を
労
し
た
-
な
い
と
い
う
、
安
易
な
気
持
か
ら
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
点
か
ら
い
う
と
も
す
で
に
数
年
の
教
壇
生
活
を
経
験
し

た
諾
先
輩
が
、
母
校
の
上
に
新
設
さ
れ
た
大
学
に
堰
を
切
っ
た
よ
う
に

押
し
寄
せ
て
き
た
の
と
は
、
動
機
も
事
情
も
相
当
ち
が
っ
た
も
の
が
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

高
等
師
範
で
も
卒
柴
論
文
が
課
せ
ら
れ
た
が
、
私
は
正
岡
子
規
の
和

歌
革
新
に
つ
い
て
書
い
た
o
指
導
教
官
は
行
藤
清
衛
博
士
で
あ
っ
た
。

罪
藤
先
生
か
ら
今
日
ま
で
被
り
つ
づ
け
て
い
る
学
恩
は
測
り
知
れ
ぬ
も

の
で
あ
る
が
'
文
理
大
入
学
早
t
.
先
生
は
私
に
7
つ
の
課
題
を
李
見

て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
は
'
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
各
時
代
各
流
派

の
代
表
歌
人
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
風
を
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
歌
を
選
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
年
の
夏

休
み
全
部
を
当
て
て
こ
の
仕
事
に
没
頭
し
た
。
結
局
選
ん
だ
歌
人
は
計

百
二
十
八
人
で
あ
っ
た
が
、
勅
撰
集
・
私
撰
央
・
家
集
な
ど
に
収
め
ら

れ
た
こ
れ
ら
の
歌
人
の
詠
作
を
精
魂
こ
め
て
読
む
機
会
が
与
え
ら
れ
た

こ
と
は
、
大
学
に
は
い
っ
て
と
も
か
く
研
究
生
活
と
名
づ
け
ら
れ
る
も

の
へ
第
一
歩
を
囲
み
出
し
た
と
は
い
え
、
ま
だ
五
里
霧
中
に
あ
っ
た
私

に
と
っ
て
、
得
が
た
い
幸
運
が
恵
ま
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
o
未
熟
な
が
ら
も
和
歌
の
詠
作
に
親
し
ん
で
い
た
私
の
前
に
も
そ
の

〝
和
歌
〃
が
私
の
生
涯
の
研
究
対
券
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
機
縁
が
こ

こ
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に
泊
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
も
正
岡
子
規
を
対

身
と
す
る
卒
業
論
文
を
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
斎
藤
先
生
が
'
こ
の
課

題
を
介
し
て
先
生
の
お
仕
事
に
あ
ず
か
ら
せ
て
-
だ
さ
っ
た
こ
と
の
意

味
は
、
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
探
-
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
先
生
の
深
厚
な
ど
恩
情
に
、
改
め
て
感
銘
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
私
が
お
手
つ
だ
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
歴
代
和
歌
の
選

集
は
、
翌
昭
和
五
年
1
月
も
　
「
作
者
別
名
歌
集
成
」
と
い
う
一
冊
と
な

っ
て
、
東
京
の
藤
井
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
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れ
、
高
師
か
ら
東
条
摸
先
生
が
兼
任
講
師
と
し
て
み
え
て
い
た
。
時
あ

た
か
も
,
国
文
学
界
は
池
田
亀
鑑
博
士
を
中
心
と
す
る
文
献
学
脈
の
全

盛
期
で
、
研
究
方
法
の
問
禦
」
模
索
を
つ
づ
け
て
い
た
わ
れ
わ
れ
も
、

直
接
間
接
に
そ
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
o
同
級
の
二
名
と

私
は
、
折
り
か
ら
幹
部
候
補
生
と
し
て
広
島
の
連
隊
に
宿
営
中
だ
っ
た

松
田
武
夫
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
、
池
田
博
士
に
近
づ
く
機
会
が
与
え
ら

れ
、
休
暇
に
な
る
と
相
た
ず
さ
え
て
上
京
の
時
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
私
は
、
池
田
博
士
か
ら
、
和
泉
式
部
歌
集
の
冊
究
が
未
開
拓
の
領

域
に
屈
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
の
歌
集
を
研
究
対
象
と
し
て
選
ぶ

こ
と
に
つ
い
て
も
、
懇
篤
な
勧
奨
を
受
け
た
。
ほ
そ
ぼ
そ
な
が
ら
今
日

ま
で
つ
づ
け
て
き
て
い
る
和
泉
式
部
研
究
の
き
っ
か
け
が
、
今
は
な
き

池
田
博
士
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
熱
い
思
い
で
今
思
い
返
し

て
い
る
。

し
か
し
「
和
泉
式
部
正
集
の
形
態
に
関
す
る
研
究
」
を
大
学
の
卒
業

論
文
の
題
目
と
し
て
決
め
、
そ
の
指
導
を
土
井
忠
生
博
士
に
お
顔
い
し

て
か
ら
は
、
資
料
の
探
訪
・
整
理
か
ら
、
論
文
の
起
革
と
そ
の
高
閲
に

い
た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
土
井
先
生
の
懇
切
な
示

教
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
先
生
の
、
テ
言

二
字
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
、
厳
正
に
し
て
精
到
な
古
典
解
釈
と
講

嚢
か
ら
は
、
〃
こ
と
ば
を
み
う
め
る
こ
と
″
の
重
要
さ
を
教
え
ら
れ

た
。
私
自
身
、
文
学
の
問
題
は
結
局
こ
と
ば
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
自

覚
に
達
し
た
今
日
、
あ
の
こ
ろ
の
先
生
が
教
室
で
身
を
も
っ
て
お
示
し

に
な
っ
た
こ
と
の
意
味
を
、
は
っ
き
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
気
が
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
の
文
学
に
対
す
る
三
の
開
眼
を
意

味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

戦
争
が
末
期
に
近
づ
-
に
つ
れ
、
都
市
居
住
者
の
地
方
疎
開
も
は
じ

ま
り
、
家
族
の
別
れ
別
れ
の
生
活
が
常
態
に
な
っ
て
く
る
と
、
教
育
も

研
究
も
、
そ
し
て
そ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
心
も
、
日
常
性
を
そ
の
ま

ま
保
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。

戦
時
最
後
の
冬
の
、
あ
る
雪
の
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
私

は
,
東
京
下
落
合
に
あ
る
学
習
院
昭
和
某
に
、
同
じ
く
妻
子
を
疎
開
さ

せ
た
同
僚
た
ち
と
住
ん
で
い
た
。
警
戒
警
報
が
出
る
た
び
に
徒
歩
で
十

分
ば
か
り
の
校
舎
を
守
か
た
め
に
出
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
o
そ
の

夜
の
こ
と
を
し
る
し
た
手
記
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ

る
。「

雪
は
ま
だ
し
き
り
に
降
り
つ
づ
い
て
い
た
。
戸
外
に
下
り
立
つ
と

す
で
に
積
・
W
は
膝
に
属
く
ば
か
り
で
あ
る
。

寮
の
門
を
出
て
甘
っ
す
で
に
三
町
ほ
ど
ゆ
く
と
、
ひ
ろ
い
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
の
通
り
へ
田
る
。
深
夜
の
大
通
り
を
、
同
僚
の
Y
氏
と
二
八
で
、

降
り
つ
む
雪
を
踏
み
し
だ
い
て
歩
き
な
が
ら
、
私
は
妙
に
昂
然
た
る
思

い
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

〃
Y
さ
ん
、
こ
ん
な
和
歌
知
っ
て
い
ま
す
か
、
和
泉
式
部
の

待
つ
人
の
今
も
き
た
ら
ば
い
か
が
せ
む
踏
ま
ま
く
を
し
き
庭
の
雪
か

な
-
-
待
つ
人
の
-
-
・
㌦

私
は
Y
氏
の
返
事
も
待
た
な
い
で
、
小
学
生
が
叩
歌
を
歌
い
な
が
ら
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遠
足
に
で
も
行
く
よ
う
な
気
持
ち
で
、
兵
隊
グ
ッ
を
力
放
く
踏
み
つ
け

麟
み
つ
け
、
歩
調
に
合
わ
せ
て
何
度
も
-
り
返
し
こ
の
歌
を
朗
唱
し
た
O

朗
唱
し
っ
つ
、
〝
も
う
い
つ
死
ん
で
も
い
い
″
と
い
う
思
い
が
油
然
と

わ
き
立
っ
て
-
る
の
を
お
ぼ
え
た
。
」

和
泉
式
部
の
こ
の
恋
歌
が
、
l
刻
一
刻
を
、
そ
れ
こ
そ
長
期
の
思
い

で
送
っ
て
い
た
空
襲
下
の
帝
都
の
生
活
の
、
ふ
と
し
た
は
ず
み
に
ロ
を

っ
い
て
出
た
あ
の
夜
の
体
験
を
、
私
は
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
し
て
戦
争
へ
の
こ
の
よ
う
な
か
か
わ
り
方
で
、
あ
の
こ
ろ
の
私

の
心
の
な
か
に
生
き
つ
づ
け
て
い
た
〃
和
泉
式
部
〃
と
い
う
ひ
と
を
、

世
に
も
不
思
議
な
詩
人
と
し
て
、
改
め
て
思
い
み
る
の
で
あ
る
。

≡

昭
和
三
二
年
三
月
、
岩
波
文
庫
の
一
冊
と
し
て
　
「
和
戎
式
部
歌

集
」
を
刊
行
し
、
翌
年
六
月
、
同
じ
支
店
の
「
和
夫
式
部
日
記
」
(
昭

和
十
六
年
七
月
初
版
)
に
全
面
的
な
改
定
を
加
え
て
、
改
版
本
を
出
す

一

M

.

'

j

.
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こ
の
、
歌
発
・
日
記
の
校
訂
の
作
業
を
通
し
て
、
な
が
く
空
転
を
繰

り
返
し
て
い
た
心
が
、
よ
う
や
く
年
来
の
研
究
対
象
に
食
い
入
る
琉
概

的
な
姿
勢
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。

大
学
の
卒
業
論
文
を
発
展
さ
せ
て
、
、
「
和
泉
式
部
歌
集
の
研
究
」
と

し
て
ま
と
め
た
い
と
い
う
思
い
は
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
旧
制
大
学
の

学
位
論
文
審
査
機
関
は
遠
か
ら
ず
廃
止
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
が
、
で
き

れ
ば
そ
の
前
に
し
か
る
べ
き
形
に
ま
と
め
、
恩
師
土
井
先
生
の
高
閲
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
い
う
の
が
、
私
の
析
聖
で
あ
っ
た
。

和
泉
式
部
歌
集
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
五
類
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で

き
る
.
そ
し
て
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
従
兵
一
般
に
正
典
・
続
発

と
呼
ば
れ
て
き
た
二
欝
で
あ
る
。
私
の
「
和
泉
式
部
歌
集
の
研
究
」

は
'
い
わ
ば
こ
の
正
・
続
真
を
対
象
と
す
る
文
献
学
的
研
究
で
あ
る
.

と
こ
ろ
が
こ
の
両
集
に
共
通
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
現
象
は
'
両
共
の

問
に
も
'
両
集
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
歌
群
の
間
に
も
、
重
出
歓
が

多
数
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
・
続
開
共
の

成
立
を
考
察
す
る
際
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
-
れ
る
事
実
で
あ

る
。
私
は
、
こ
の
事
実
を
ど
う
解
釈
す
る
か
が
、
和
泉
式
部
歌
集
の
研

究
の
ポ
イ
Y
L
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
本
研
究
で
は
、
こ
の
事
巽

の
正
確
な
認
知
に
主
力
を
注
ぎ
、
玉
井
・
続
発
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
の
う

え
に
こ
の
事
実
を
意
義
づ
け
る
作
業
は
、
ま
だ
十
分
遂
げ
ら
れ
る
ま
で

に
至
ら
な
か
っ
た
O
こ
れ
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
1
応
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
学
位
請
来
論
文
と
し
て
棺
的

し
た
の
は
、
昭
和
三
十
六
年
春
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
、
再
厚
に
わ
た

り
土
井
先
生
の
高
閲
を
仰
ぎ
え
た
の
は
、
冥
加
に
尽
き
る
と
い
う
ほ
か

な
い
。7

方
へ
三
十
一
年
四
月
、
私
は
教
育
学
部
に
配
置
転
換
さ
れ
'
改
め

て
国
語
教
育
を
対
象
と
す
る
研
究
と
そ
の
指
導
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
す
で
に
先
学
に
よ
る
国
語
教
育
学
の
樹
立
の
要
請
が
あ
り
、
そ

の
方
向
へ
の
努
力
が
積
ま
れ
て
き
て
い
る
こ
.
J
J
は
承
知
し
て
い
た
O
そ
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の
こ
と
が
ま
た
私
に
勇
気
を
与
え
て
-
れ
は
し
た
も
の
の
も
正
直
な
と

こ
ろ
、
〝
国
語
教
育
″
が
学
の
対
象
と
し
て
十
分
耐
え
う
る
も
の
か
ど

う
か
,
少
な
か
ら
ぬ
危
快
が
私
に
は
あ
っ
た
。
し
か
し
へ
そ
の
前
途
に

多
難
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て
も
も
そ
れ
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
は
思

え
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
日
本
人
は
'
こ
と
ば
に
対
す
る
紐
細
な
感
受

性
を
希
い
育
て
て
き
た
民
枚
で
あ
る
。
そ
う
い
う
感
受
性
を
武
器
と
す

る
思
索
に
よ
っ
て
も
こ
と
ば
に
対
す
る
高
い
知
恵
が
'
国
語
学
・
国
文

学
と
い
う
呼
称
の
生
ま
れ
る
以
前
に
'
す
で
に
い
き
い
き
と
現
わ
れ
て

い
る
事
例
を
'
わ
れ
わ
れ
は
い
く
ら
で
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
国
語
教
育
学
の
樹
立
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
の
可
能
性

の
根
拠
は
・
こ
と
ば
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
思
索
の
伝
統
を
お
い
て
兄

い
だ
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
学
の
構
讐
せ
可
能
な
ら
し

め
る
条
件
と
し
て
、
近
代
の
日
本
お
よ
び
外
国
の
国
語
教
育
の
実
態
の

調
査
や
,
関
連
諸
科
学
,
た
と
え
ば
教
育
学
・
心
理
学
の
方
法
・
成
果

の
援
用
と
い
う
こ
と
も
'
当
然
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

暗
中
模
索
の
末
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
つ
け
た
う
え
で
、
1

つ
の
地
道
な
入
り
口
を
兄
い
だ
し
た
。
私
の
研
究
歴
か
ら
、
主
と
し
て

古
典
を
対
象
と
し
た
場
合
で
あ
る
が
・
そ
の
理
解
の
方
法
と
し
て
'
作

品
形
成
の
う
え
に
重
要
な
役
割
り
を
果
し
て
い
る
こ
と
ば
を
と
ら
え
、

そ
の
こ
と
ば
の
意
味
と
機
能
を
探
究
す
る
こ
と
か
ら
ほ
い
る
道
が
あ

る
。
そ
れ
は
単
に
辞
書
的
意
義
の
押
し
当
て
で
は
な
-
、
具
体
的
な
作

品
の
表
象
に
即
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
と
機
能
を
と
ら
え
る
仕
方

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
'
必
然
的
に
そ
の
作
品
の
主
題
・
構
想

・
叙
述
の
屑
に
沿
う
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
も
そ
れ
自
体
が
す
で
に
作

品
理
解
の
段
階
に
は
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
0
回
語
教
育

研
究
の
方
法
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
着
眼
が
十
分
生
か
さ
れ
る
も
の

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
,
〝
つ
れ
づ
れ
〃
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
兼
好
の
徒
然

草
で
よ
く
知
ら
れ
た
語
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
平
安
時
代
か

ら
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
-
に
時
給
日
記
以
下
の
女
流

の
作
品
に
頻
繁
に
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
あ
る
問
題

を
投
げ
か
け
る
。
和
泉
式
部
は
〝
つ
れ
づ
れ
〟
を
ま
ざ
ら
す
た
め
に
歌

を
よ
み
、
日
記
を
苦
き
'
恋
愛
を
す
る
の
だ
と
い
う
。
〝
つ
れ
づ
れ
″

の
語
義
を
つ
ぶ
さ
に
吟
味
す
る
と
、
時
代
と
個
人
を
通
じ
て
〓
貝
す
る

意
義
と
し
て
〝
孤
独
-
孤
独
感
〃
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
。
孤
独
性
は

社
会
性
と
と
も
に
人
間
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〟
つ
れ

づ
れ
〃
ほ
'
人
間
存
在
の
税
源
に
横
を
お
ろ
も
た
語
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
内
省
に
よ
っ
て
そ
の
深
淵
を
の
ぞ
き
み
る
の
は
恐
ろ
し

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
雪
喜
ら
し
、
慰
め
る
た
め
に
、
作
品
の
制
作

と
い
う
行
為
に
出
た
の
も
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

私
は
今
、
私
の
前
に
二
つ
の
道
吾
心
い
描
い
て
い
る
。
三
は
、
和

泉
式
部
の
文
学
の
研
究
を
介
し
て
・
和
歌
世
界
の
構
造
を
解
明
す
る
道

で
あ
り
、
も
う
1
つ
ば
、
私
の
古
典
語
研
究
の
方
法
を
摘
用
し
て
、
日

韓
文
学
糖
神
兜
を
跡
づ
け
る
道
で
あ
る
。
二
つ
と
も
(
こ
の
二
つ
は
や
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が
て
ど
こ
か
で
相
重
な
る
と
き
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
)
、
私
の
余
生
を

か
け
る
に
価
す
る
道
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

付
記
・

本
稿
は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
十
七
日
・
十
八
日
・
二
十
四
日
、
三
回
に
わ

た
っ
て
中
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
清
水
文
雄
先
生
お
よ
び
中
国

新
聞
社
の
ご
了
解
を
柑
て
、
本
紙
に
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
桁
水

先
生
お
よ
び
中
国
新
聞
社
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。




