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�
平
成
二
十
二
年
度

北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
学
位
論
文

﹇
要
旨
﹈

江
藤
淳
の
《
物
語
》
世
界

文
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
博
士
課
程
三
年

塩
谷

昌
弘

本
研
究
は
批
評
家
・
江
藤
淳
の
『
〜
と
私
』
と
い
う
形
式
の
タ
イ

ト
ル
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
物
語
性
、
構
造
、

し
く
み
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
ま

で
批
評
、
エ
ッ
セ
ー
、
自
伝
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
読
ま
れ
て

き
た
文
学
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の
可
能
性
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
江
藤
淳
の
『
〜
と
私
』
は
、
批
評
、
エ
ッ
セ
ー
、
自
伝

な
ど
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
は
明
ら
か
に
小
説
的
な
特
徴
を
備
え
て
お
り
、
あ
た
か
も
「
私
小

説
」
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
る
種
の

物
語
的
な
言
説
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
な
お
す
と
、『
〜
と
私
』

は
、
批
評
家
の
文
学
観
や
思
想
の
表
明
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
体
験

や
生
い
立
ち
が
語
ら
れ
た
自
伝
、
と
い
っ
た
諸
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え

て
、
物
語
と
し
て
読
み
得
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
物
語
言
説
と

し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
新
た
な
可
能
性
を
示

す
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
『
ア
メ
リ
カ
と
私
』
を
分
析
し
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト

は
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
た
後
に
書
か
れ
た
第
一
部
「
ア
メ
リ
カ
と

私
」
と
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
書
か
れ
た
第
二
部
「
ア
メ
リ
カ
通

信
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
ア
メ
リ
カ
と
私
」
は
、
帰

国
後
に
ア
メ
リ
カ
体
験
を
再
構
成
し
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
テ
ク
ス

ト
に
表
象
さ
れ
て
い
る
「
私
」（＝

江
藤
淳
）
は
ア
メ
リ
カ
体
験
を

通
し
て
（
あ
る
意
味
で
は
予
定
調
和
的
な
）
成
長
を
果
た
し
て
い
る

の
だ
が
、
第
二
部
「
ア
メ
リ
カ
通
信
」
で
表
象
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ

カ
滞
在
中
の
生
々
し
い
「
私
」
は
、
再
構
成
さ
れ
た
第
一
部
の

「
私
」
を
差
異
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
分
裂
し
て
い
る

か
に
見
え
る
二
つ
の
「
私
」
は
、
第
一
部
、
第
二
部
と
い
う
既
存
の

配
置
構
成
を
解
体
し
、
テ
ク
ス
ト
内
部
で
語
ら
れ
て
い
る
時
期
に
沿

っ
て
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
明
確
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

第
二
章
に
お
い
て
は
『
文
学
と
私
』、『
戦
後
と
私
』、『
場
所
と

私
』、『
日
本
と
私
』
と
い
う
四
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
た
。
こ
れ

ら
の
テ
ク
ス
ト
は
互
い
に
引
用
関
係
に
あ
り
、
ま
た
、
主
題
の
影
響

関
係
も
見
出
さ
れ
る
。『
文
学
と
私
』
と
『
戦
後
と
私
』
で
は
、
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「
私
」
に
と
っ
て
の
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
が
「
喪
失
の
時
代
」
と

し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
「
喪
失
」
し
た
も
の
を
取
り

戻
す
た
め
に
『
日
本
と
私
』
に
お
い
て
は
、「
私
」
が
「
家
」（＝

「
母
」
の
象
徴
）
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
失
敗
に
終
わ
っ
て
、
テ
ク

ス
ト
自
体
が
未
完
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
場
所
と
私
』
で

は
、「
喪
失
」
し
た
も
の
が
「
庭
」（＝

「
父
」
の
象
徴
）
と
し
て
獲

得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
場
所
と
私
』
は
『
日
本
と
私
』

の
語
り
直
し
と
な
っ
て
お
り
、「
私
」
の
回
復
の
物
語
が
完
成
さ
れ

た
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
に
お
い
て
分
析
し
た
『
犬
と
私
』
は
エ
ッ
セ
ー
集
で
あ

り
、
初
出
掲
載
誌
も
個
々
別
々
で
六
年
間
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た

「
犬
」
に
関
す
る
エ
ッ
セ
ー
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、

こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
ー
に
は
〈
移
動
〉
に
関
す
る
こ
と
、〈
水
〉
に
関

す
る
こ
と
、
そ
し
て
〈
異
界
性
〉
に
関
す
る
事
柄
が
特
徴
的
に
語
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
物
語
の
構
成
す
る
「
物
語
素
」
と
し

て
捕
捉
す
る
と
、
一
つ
の
潜
在
的
な
物
語
が
姿
を
見
せ
は
じ
め
る
。

そ
れ
は
「
私
」
が
、
台
風
（
伊
勢
湾
台
風
）
の
日
に
や
っ
て
き
た
異

界
的
な
存
在
で
あ
る
黒
い
犬
（
飼
い
犬
の
ダ
ー
キ
イ
）
と
移
動
（
引

越
し
）
を
繰
り
返
し
て
、
異
界
の
入
口
が
あ
る
高
台
（
の
マ
ン
シ
ョ

ン
）
に
辿
り
着
き
、
そ
し
て
、
水
の
不
足
し
て
い
た
東
京
に
水
が
満

た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
界
へ
の
通
路
が
開
か
れ
て
、
そ
の
直

後
に
友
人
（
作
家
の
山
川
方
夫
）
と
と
も
に
犬
が
異
界
へ
と
帰
っ
て

い
く
と
い
う
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
験
を
通
じ
て
「
私
」
は
自
分

が
異
界
的
な
存
在
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
断
片
的
な
エ
ッ
セ
ー
の
集
成
で

あ
る
こ
の
『
犬
と
私
』
に
も
潜
在
的
な
物
語
が
底
流
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

第
四
章
に
お
い
て
は
『
妻
と
私
』
を
分
析
し
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト

が
発
表
さ
れ
た
直
後
に
作
者
の
江
藤
淳
は
自
殺
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
自
殺
以
後
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
様
々
な
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
性
が
あ

ら
わ
れ
、
次
第
に
『
妻
と
私
』
は
江
藤
淳
の
「
遺
書
」
と
し
て
読
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
本
来
の
『
妻
と
私
』
に
は

そ
の
よ
う
な
性
質
は
見
ら
れ
ず
、
明
確
な
回
復
の
物
語
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
物
語
に
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ

プ
が
民
話
の
構
造
分
析
に
お
い
て
析
出
し
た
「
機
能
」
概
念
が
各
章

に
こ
と
ご
と
く
表
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
民
話
的
な
物
語
構
造

を
捕
捉
し
た
上
で
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
あ
と
が
き
」
に
お

い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
私
」

と
亡
き
妻
の
存
在
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
示
さ
れ
て
お
り
、
同

時
に
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
が
循
環
的
な
物
語
構
造
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
亡
く
な
っ
た
妻
と
自
殺
し
た

「
私
」
が
、
永
遠
に
生
き
ら
れ
る
か
の
よ
う
な
物
語
と
な
っ
て
い
た
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の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
研
究
で
は
、
江
藤
淳
の
『
〜
と
私
』
を
物
語
と

し
て
読
み
、
そ
の
構
造
や
し
く
み
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

限
定
的
に
し
か
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
批
評
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル

の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
審
査
結
果
﹈

論
文
内
容
の
要
旨

塩
谷
昌
弘
氏
の
本
論
文
は
、
批
評
家
江
藤
淳
の
『
〜
と
私
』
を
タ

イ
ト
ル
と
す
る
批
評
・
エ
ッ
セ
イ
を
対
象
に
、
主
と
し
て
ナ
ラ
ト
ロ

ジ
ー
と
テ
ク
ス
ト
分
析
の
諸
理
論
と
方
法
を
用
い
て
分
析
し
、
従
来

の
批
評
・
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
随
筆
の
物
語
性
（
虚

構
性
）
を
浮
き
上
が
ら
せ
、
江
藤
淳
の
エ
ッ
セ
イ
の
虚
構
性
と
、
批

評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
あ
ら
た
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
は
、
序
章
、
４
章
２４
節
と
終
章
（
約
２０

万
字
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
序
章
」
は
、
現
代
日
本
文
学
批
評
史
に
お
い
て
、
江
藤
淳
の

『
〜
と
私
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
、
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
を
背
景

に
し
て
成
り
立
っ
た
か
に
つ
い
て
言
及
し
、
小
林
秀
雄
を
嚆
矢
と
し

て
始
ま
っ
た
「
創
作
的
批
評
」
を
通
し
て
、
江
藤
淳
の
批
評
の
源
流

を
探
り
、「
私
小
説
」
の
伝
統
の
な
か
、『
〜
と
私
』
と
い
う
随
筆

は
、
虚
構
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
自
伝
的
な
諸
要
素
が
存
在
す
る
こ

と
を
確
認
し
、
ジ
ャ
ン
ル
研
究
と
自
伝
研
究
を
踏
ま
え
て
、
既
存
の

批
評
ジ
ャ
ン
ル
と
私
小
説
に
対
し
て
、
江
藤
淳
の
『
〜
と
私
』
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
は
、「
曖
昧
さ
や
流
動
性
」
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
そ
う
い
っ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
前
提
に
、
本
論
文
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は
、
テ
ク
ス
ト
分
析
と
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
諸
理
論
を
応
用
し
て
、
江

藤
淳
の
『
ア
メ
リ
カ
と
私
』、『
日
本
と
私
』、『
戦
後
と
私
』、『
文
学

と
私
』、『
場
所
と
私
』、『
犬
と
私
』、『
妻
と
私
』
と
い
う
七
編
の
エ

ッ
セ
イ
集
を
分
析
の
範
囲
と
し
て
い
る
。

第
一
章
「
交
錯
す
る
物
語
―
―『
ア
メ
リ
カ
と
私
』
論
」
は
、
江

藤
淳
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
後
に
書
い
た
第
一
部
「
ア
メ
リ
カ
と

私
」
と
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
書
か
れ
た
第
二
部
「
ア
メ
リ
カ
通

信
」
か
ら
構
成
さ
れ
た
『
ア
メ
リ
カ
と
私
』
を
分
析
し
、
そ
の
既
存

の
配
置
構
成
を
解
体
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
テ
ク

ス
ト
に
表
象
さ
れ
た
時
間
と
「
私
」
の
順
序
が
、
事
後
の
再
編
集
に

よ
っ
て
「
一
貫
性
」
と
「
面
白
さ
」
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
が
、
実
際
、
そ
の
両
テ
ク
ス
ト
に
は
差
異
が
見
ら
れ
、
分

析
を
通
じ
て
前
後
「
分
裂
し
て
い
る
か
に
見
え
る
」「
私
」
に
は
、

む
し
ろ
ア
イ
ロ
ニ
ー
す
ら
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。第

二
章
「『
家
』、『
庭
』
の
物
語
―
―『
戦
後
と
私
』、『
文
学
と

私
』、『
日
本
と
私
』、『
場
所
と
私
』
論
」
は
四
つ
の
エ
ッ
セ
イ
を
分

析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
な
が
ら
、
諸
テ
ク
ス
ト

が
相
互
に
諸
主
題
を
共
有
し
て
、
引
用
関
係
に
あ
り
、
一
つ
の
物
語

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
諸
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
相
互
の
主
題
の
共
有
と
引
用
関
係
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
の
提
唱
し
た
五
つ
の
超
テ
ク
ス
ト
性
の
理
論
に
担
保
さ
れ
る

ま
で
も
な
く
、
具
体
的
な
分
析
に
よ
っ
て
戦
後
の
「
私
」
は
「
喪
失

の
時
代
」
に
生
き
、
そ
の
「
喪
失
」
し
た
も
の
を
取
り
戻
す
た
め
、

「
家
」、「
庭
」
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
が
「
回
復
」
す

る
と
い
う
、
バ
ラ
バ
ラ
な
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
な
が
ら
見
事
に
物
語
と

し
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
呈
示
す
る
。

第
三
章
「
物
語
と
し
て
の
断
片
―
―『
犬
と
物
語
』
論
」
は
、

個
々
別
々
に
六
年
間
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
「
犬
」
に
関
す
る
エ
ッ

セ
イ
集
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
物
語
素
」
と
し
て
諸

エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
「
移
動
」、「
水
」、「
異
界
性
」
と
い
う
エ
ッ
セ

ン
シ
ャ
ル
な
要
素
が
考
察
さ
れ
、
六
年
間
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た

諸
エ
ッ
セ
イ
は
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
こ
で
一
見
バ
ラ
バ
ラ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
一
貫

し
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
認
知
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、

こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
一
貫
し
た
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
江
藤
淳
の
「
私
」
に
と
っ
て
そ
の
内
面
に

お
い
て
存
在
論
的
な
「
異
界
」
と
い
う
世
界
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
四
章
「
円
環
す
る
物
語
―
―『
妻
と
私
』
論
」
は
、
民
話
の
構

造
分
析
理
論
を
も
っ
て
『
妻
と
私
』
を
分
析
し
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
の

諸
プ
ロ
ッ
ト
は
民
話
の
よ
う
な
仕
組
み
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
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か
に
す
る
。
し
か
も
エ
ッ
セ
イ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
が
一
種
の
ウ
ロ

ボ
ロ
ス
の
よ
う
な
循
環
構
造
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
に
エ
ッ
セ
イ
が

見
事
に
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
理
由
が
露
呈
さ
れ
る
。

終
章
は
、
序
章
を
前
提
に
し
て
四
章
に
わ
た
っ
て
分
析
し
て
き
た

結
果
を
ま
と
め
、
各
章
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
よ

っ
て
分
析
し
て
き
た
も
の
の
、
江
藤
淳
の
エ
ッ
セ
イ
の
物
語
性
を
解

明
す
る
の
に
、
有
効
性
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
各
章
に
お
い
て
、
江
藤
淳
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
イ
ロ

ニ
ー
、
間
テ
ク
ス
ト
性
、
語
り
直
し
、
潜
在
的
な
物
語
、
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
・
循
環
構
造
と
い
っ
た
よ
う
な
物
語
性
と
構
造
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
力
説
し
、『
〜
と
私
』
の
ジ
ャ
ン
ル
の
「
曖
昧
さ
」
と
、

そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
越
境
性
を
示
唆
し
て
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
。

論
文
審
査
結
果
の
要
旨

１

審
査
の
経
過

審
査
請
求
論
文
に
対
す
る
審
査
は
、
書
面
審
査
及
び
公
開
口
述
試

験
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
。
口
述
試
験
は
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
一

日
に
実
施
さ
れ
た
。
口
述
試
験
で
は
公
開
で
本
論
文
に
つ
い
て
著
者

の
説
明
を
求
め
た
後
、
関
連
事
項
に
つ
い
て
質
疑
応
答
を
行
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
審
査
委
員
全
員
に
よ
り
合
格
と
判
定
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
平
成
二
十
二
年
八
月
五
日
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
委
員
会
に
お
い
て
、
審
議
の
上
、
無
記
名
投
票
し
た
結
果
、
同
論

文
の
合
格
を
決
定
し
た
。

２

評
価

本
論
文
は
、
批
評
家
江
藤
淳
の
七
編
の
エ
ッ
セ
イ
・
随
筆
を
ナ
ラ

ト
ロ
ジ
ー
・
テ
ク
ス
ト
分
析
な
ど
の
諸
方
法
論
を
用
い
て
分
析
し
、

一
般
的
に
物
語
と
し
て
見
な
さ
れ
な
い
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
エ
ッ
セ

イ
・
随
筆
が
、
ど
の
よ
う
に
物
語
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
か
を
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
析
は
、
エ
ッ
セ
イ
と
物
語
、
批
評
と
物

語
を
交
通
す
る
と
こ
ろ
の
江
藤
淳
の
エ
ッ
セ
イ
の
構
造
的
な
仕
組
み

を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
評
価
で
き
る
。

具
体
的
に
、
第
１
は
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、
江
藤
淳
の
そ
れ
ら
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の
エ
ッ
セ
イ
・
随
筆
に
お
い
て
、
作
者
の
私
的
な
、
物
語
創
作
と
な

る
「
私
小
説
」
へ
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
隠
れ
し
な
が
ら
、
歴

然
と
し
た
随
筆
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
ま
た
自
伝
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
と
は
一
線
を
引
き
な
が
ら
、
見
事
に
「
自
分
史
」
を
語
り

の
け
る
と
い
う
、
既
存
の
批
評
と
自
伝
と
い
う
大
き
な
二
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
の
間
に
存
在
す
る
稀
有
な
ケ
ー
ス
を
浮
き
彫
り
に
し
た
こ
と
で

あ
る
。

第
２
は
、
江
藤
淳
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
、
今
ま
で
ア
プ
ロ
ー
チ

し
た
こ
と
の
な
い
テ
ク
ス
ト
分
析
や
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
な
ど
の
方
法
論

に
よ
っ
て
分
析
し
た
の
で
あ
る
が
、
諸
理
論
の
相
互
の
整
合
性
を
求

め
る
べ
く
施
し
が
あ
ま
ね
く
実
践
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、

有
効
な
手
法
に
よ
っ
て
、
妥
当
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
は
評
価
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
３
は
、
現
代
日
本
の
批
評
と
批
評
家
に
つ
い
て
の
解
析
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
日
本
の
読
書
界
・
文
壇
な
ど
へ
の
考
察
の
視

点
に
お
い
て
、
当
論
文
は
独
特
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ

の
独
創
性
が
評
価
で
き
る
。

第
４
は
、
江
藤
淳
の
伝
記
研
究
に
お
い
て
、
批
評
家
・
作
家
、
あ

る
い
は
そ
の
内
面
世
界
の
一
側
面
を
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
の
分
析
を
通

じ
て
明
ら
か
に
し
、
江
藤
淳
の
伝
記
研
究
に
も
寄
与
で
き
た
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
本
論
文
の
分
析
に
お
い
て
理
論
と
分
析
対
象
と
の
関

係
の
整
合
性
や
、
分
析
そ
れ
自
体
の
周
到
さ
に
お
い
て
問
題
が
な
い

わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
タ
イ
ト
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
趣
味
本
位
の

読
者
へ
の
迎
合
な
ど
を
克
服
す
べ
き
諸
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
批
評
・
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
、
確
実
な
一
歩

を
推
進
さ
せ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
論
文
審
査
並
び
に
最
終
試
験
の
結
果
に
も
と
づ
き
、
著
者

は
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
受
け
る
に
十
分
な
資
格
が
あ
る
も
の
と

認
め
る
。

３

学
内
の
手
続
き

以
上
の
博
士
論
文
は
、
北
海
学
園
大
学
大
学
院
委
員
会
で
の
報

告
、
承
認
に
先
立
ち
、
本
研
究
科
で
は
、
次
の
手
続
き
を
踏
ん
だ
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日
に
、
提
出
予
定
論
文
報
告
が
実
施
さ

れ
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
に
、
博
士
学
位
請
求
論
文
が
提
出
さ
れ

た
。平

成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日
に
、
博
士
学
位
論
文
審
査
委
員
会

が
設
置
さ
れ
た
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
一
日
、
文
学
研
究
科
博
士
（
文
学
）
学

位
論
文
審
査
委
員
会
に
お
い
て
、
審
査
委
員
全
員
出
席
の
も
と
、
最
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終
試
験
を
行
い
、
公
開
で
本
論
文
に
つ
い
て
著
者
の
説
明
を
求
め
た

後
、
関
連
事
項
に
つ
い
て
質
疑
応
答
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
審

査
委
員
全
員
に
よ
り
合
格
と
判
定
さ
れ
た
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
九
日
〜
平
成
二
十
二
年
八
月
四
日
、
本

研
究
科
委
員
会
の
委
員
に
対
し
、
博
士
学
位
請
求
論
文
が
公
表
さ
れ

た
。そ

の
後
、
平
成
二
十
二
年
八
月
五
日
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
委
員
会
に
お
い
て
、
審
議
の
結
果
、
無
記
名
投
票
の
上
、
同

論
文
を
合
格
と
決
定
し
た
。
平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日
、
北
海
学

園
大
学
院
委
員
会
に
お
い
て
、
同
論
文
に
関
す
る
文
学
研
究
科
委
員

会
の
審
査
経
過
な
ら
び
に
論
文
要
旨
が
報
告
、
承
認
さ
れ
、
同
年
九

月
三
十
日
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
が
授
与
さ
れ
た
。

論
文
審
査
委
員主

査

北
海
学
園
大
学
教
授

テ
レ
ン
グ
ト
・ア
イ
ト
ル

副
査

北
海
学
園
大
学
教
授

小
野
寺
靜
子

副
査

北
海
学
園
大
学
教
授

安
酸

敏
眞

392


