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寺
井
彩
菜
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
論
文
の
構
成

　

寺
井
彩
菜
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「『
政
治
的

な
も
の
』
の
持
続
と
断
絶
―
―
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論
の

『
破
綻
』
と
革
命
」
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章　

問
題
の
所
在

第
一
章　

先
行
研
究
と
革
命
論
に
対
す
る
評
価

　

第
一
節　

革
命
論
に
対
す
る
全
体
的
な
評
価

　

第
二
節　

革
命
論
に
対
す
る
部
分
的
な
評
価

第
一
部　



革
命
論
に
お
け
る
持
続
性
の
問
題
系
Ⅰ

―
―
不
死
性
の
追
求
と
い
う
課
題

第
二
章　

革
命
論
の
発
展
と
持
続
性
の
問
題

　

第
一
節　

革
命
論
の
端
緒

　

第
二
節　



観
想
優
位
と
労
働
優
位
の
組
み
合
わ
せ
に
対
す
る

批
判

　

第
三
節　

政
治
的
な
も
の
の
持
続
の
時
間
制
―
―
不
死

第
二
部　



革
命
論
に
お
け
る
持
続
性
の
問
題
系
Ⅱ

―
―
「
際
限
の
な
さ
」
批
判

第
三
章　

必
然
性
と
「
際
限
の
な
さ
」

第
四
章　

制
作
の
政
治
性

　

第
一
節　

制
作
と
世
界
に
与
え
ら
れ
る
「
際
限
」

　

第
二
節　

制
作
の
政
治
的
な
性
質
と
非
・
反
政
治
的
な
性
質

第
五
章　

革
命
論
に
お
け
る
「
際
限
」

　

第
一
節　



法
に
お
け
る
「
際
限
（
の
な
さ
）」

―
―
革
命
論
に
お
け
る
「
制
作
」

　

第
二
節　

ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
お
け
る
意
見

　

第
三
節　

ア
メ
リ
カ
革
命
に
お
け
る
世
界
性
維
持
の
失
敗

第
三
部　



革
命
論
に
お
け
る
持
続
性
の
問
題
系
Ⅲ

―
―
「
伝
統
の
終
焉
」
と
い
う
背
景

第
六
章　

ア
メ
リ
カ
革
命
論
後
の
思
考

第
七
章　

革
命
論
に
お
け
る
権
威
の
喪
失
と
全
体
主
義
批
判

　

第
一
節　
「
伝
統
の
終
焉
」
と
権
威

　

第
二
節　

政
治
的
な
思
考
と
は
何
か

補
論　

ア
イ
ヒ
マ
ン
論
―
―
判
断
と
思
考

終
章
「
革
命
」
と
い
う
問
題
系
―
―
断
絶
に
向
き
合
う



特 別 記 事

157

二
　
内
容
の
紹
介

　

今
回
、
寺
井
君
が
提
出
し
た
博
士
論
文
「『
政
治
的
な
も
の
』
の

持
続
と
断
絶
―
―
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論
の
『
破
綻
』
と

革
命
論
（
以
下
、
本
論
文
と
呼
ぶ
）」
に
お
い
て
寺
井
君
は
ハ
ン

ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
政
治
的
な
も
の
の
持
続
性
の
議
論
に
継
続

的
な
展
開
を
見
出
し
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
試
み
て
い
る
。
従
来
、

わ
が
国
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
は
、
彼
女
の
「
始
ま

り
」
の
概
念
に
注
目
し
た
京
都
大
学
の
森
川
輝
一
教
授
の
研
究
が
大

き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
が
、
寺
井
君
は
こ
れ
に
対
峙
さ
せ
る
形

で
持
続
性
の
重
要
性
に
着
目
す
る
。「
誕
生
の
後
に
は
生
／
死
が
あ

り
、
出
来
事
の
後
に
は
記
憶
／
忘
却
が
あ
り
、
創
設
の
後
に
は
持
続

／
破
壊
が
あ
る
」（
四
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
本
論
文
は
ア
ー
レ
ン
ト

に
抱
か
れ
て
い
る
「
始
ま
り
」
や
「
出
生natality
」
の
政
治
理
論

家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
彼
女
の
議
論
に
も
見
出
さ
れ
る
べ

き
政
治
的
な
も
の
が
維
持
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
記
憶
と
持
続
に
対

す
る
関
心
を
拾
い
出
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
寺
井
君
は
従
来
、
比
較
的
に
軽

視
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
『
革
命
に
つ
い
て
』
と
い
う
著
作
を
重

視
し
、
し
ば
し
ば
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
著
と
み
な
さ
れ
る
『
人
間
の
条

件
』
と
こ
の
『
革
命
に
つ
い
て
』
と
い
う
二
つ
の
著
作
が
提
示
す
る

議
論
の
ズ
レ
に
注
目
し
、
そ
の
ズ
レ
が
ど
う
し
て
生
じ
た
の
か
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
苦
闘
の
跡
を
追
体
験
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
革
命
論
を
と
お
し
て
持
続
性
に
つ
い
て
の
議
論
の

展
開
を
捉
え
る
こ
と
は
、「
破
綻
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
と
寺

井
君
は
言
う
。
そ
れ
に
関
し
て
は
三
つ
の
点
で
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理

論
は
「
破
綻
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
理
論
は
、
労
働
や
制
作
に
で
は
な
く
、
行
為
に

注
目
し
た
政
治
理
論
で
あ
る
と
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
不
可
避
に
、
し
ば
し
ば
非
政
治
的
、
あ
る
い
は
反
政
治
的
と
名
指

し
さ
れ
る
制
作
や
思
考
を
必
要
と
す
る
点
、
ま
た
第
二
に
ア
ー
レ
ン

ト
が
標
榜
す
る
「
世
界
の
共
有
」
と
い
う
構
想
は
共
通
世
界
に
生
じ

る
「
裂
け
目
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
、
そ
し
て
最
後
に
な
に
よ
り

も
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
理
論
が
未
完
結
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
三
つ
の
「
破
綻
」
を
考
察
す
る
こ
と
な
し
に
は
、「
政

治
的
な
も
の
」
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
い
か
に
難
題
で
あ
る
か
を
理

解
で
き
ぬ
ま
ま
、
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論
の
真
の
意
義
を
正
し
く
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
各
々
の
解
釈
者
が
勝
手
に
自
分
の
読
み
た

い
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ト
像
を
描
き
出
す
こ
と
に
終
始
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
寺
井
君
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の

破
綻
な
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
部
、
第
二
部
、
第
三
部
で
個
別

的
に
検
討
を
加
え
て
い
る
の
が
本
論
文
の
全
体
的
構
成
で
あ
る
。
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以
下
、
論
文
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　

第
一
章
は
、
先
行
研
究
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
革
命
論
に
対
す
る

評
価
を
、
全
体
的
な
も
の
と
部
分
的
な
も
の
に
分
け
る
形
で
整
理
す

る
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
な
評
価
に
関
し
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
革

命
論
が
歴
史
的
な
実
証
性
の
欠
如
か
ら
評
価
に
値
し
な
い
と
切
り
捨

て
る
見
解
や
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
革
命
観
に
対
す
る
革
命
の
「
政
治

的
解
釈
」
と
し
て
肯
定
的
に
そ
れ
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
ア
ッ
カ
ー

マ
ン
の
見
解
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
革
命
論

の
定
説
と
し
て
後
世
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
も
の
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。

　

部
分
的
な
評
価
と
し
て
は
、
彼
女
の
「
創
設
」
に
つ
い
て
の
議
論

に
注
目
す
る
研
究
や
評
議
会
論
に
着
目
す
る
研
究
が
あ
る
が
、
こ
の

ど
ち
ら
に
お
い
て
も
政
治
的
な
も
の
の
持
続
性
に
対
す
る
視
点
が
不

十
分
で
あ
っ
た
と
寺
井
君
は
問
題
視
し
て
い
る
。
ま
た
、「
裂
け
目

hiatus

」
に
注
目
す
る
先
行
研
究
か
ら
窺
え
る
の
は
「
始
ま
り
」
の

政
治
理
論
家
と
し
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
像
も
二
つ
に
分
裂
し
う
る
も
の

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
出
生
」
の
概
念
と
絡
め
て
「
始
ま

り
」
を
日
常
的
な
連
続
性
の
も
と
で
描
き
出
す
ア
ー
レ
ン
ト
像
と
、

「
裂
け
目
」
を
強
調
し
て
非
日
常
的
で
持
続
性
を
も
た
な
い
断
絶
と

し
て
革
命
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
像
の
分
裂
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
寺
井
君
は
革
命
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
後
者
に
他
な

ら
な
い
と
し
て
、
三
つ
の
問
題
系
か
ら
み
ず
か
ら
の
考
察
を
開
始
す

る
の
で
あ
る
。

　

第
一
部
は
、
政
治
的
な
も
の
の
持
続
性
の
議
論
を
支
え
る
中
心
的

枠
組
み
で
あ
る
不
死
性
の
追
求
と
い
う
主
題
に
割
か
れ
て
い
る
。
寺

井
君
は
政
治
と
哲
学
の
分
断
、
行
為
と
思
考
の
分
断
に
対
す
る
ア
ー

レ
ン
ト
の
批
判
的
考
察
が
彼
女
の
革
命
論
の
端
緒
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
の
だ
が
、
寺
井
君
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
初
期
マ
ル
ク
ス
論
の
な

か
に
不
死
性
の
追
求
と
い
う
持
続
性
の
課
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
不
死
と
は
、
従
来
の
哲
学
が
希
求
し
続
け
て
き
た
、

人
間
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る

「
永
遠
」
と
は
異
な
り
、
人
間
の
時
間
へ
の
参
入
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
結
果
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
革
命
論
が
革
命
と
い
う
「
始
ま
り
」
を

の
み
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
持
続
性
の
問
題
が

問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
そ
の
分
析
過
程
で
こ
の
問
題
の
根
底
に
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ

る
「
観
想
優
位
と
労
働
優
位
の
組
み
合
わ
せ
」
に
対
す
る
批
判
が
あ

る
と
指
摘
さ
れ
、
こ
の
批
判
が
『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
有
名
な

労
働labor

／
制
作w

ork

／
行
為action

の
区
別
に
先
行
す
る
と

こ
ろ
の
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
の
持
続
性
を
支
え

る
主
軸
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。（
も
っ
と
も
本
論
文
の
「
評

価
」
の
な
か
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
（
第
二
章
第
二
節
）
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で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
観
想
と
労
働
の
組
み
合
わ
せ
」
と
い
う
表
現

に
は
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）

　

不
死
性
の
追
求
と
は
、
神
な
ら
ぬ
人
間
の
営
み
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
地
上
の
生
に
関
心
を
寄
せ
る
政
治
的
な
も
の
の
目
標
と
な
り
う

る
と
寺
井
君
は
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
労
働
／

制
作
／
行
為
の
う
ち
、
行
為
の
み
を
政
治
的
な
活
動
と
み
な
す
従
来

の
主
流
的
解
釈
を
相
対
化
し
、
制
作
や
思
考
の
う
ち
に
も
政
治
的
な

も
の
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
部
は
持
続
性
に
つ
い
て
の
第
二
の
問
題
系
を
扱
う
も
の
で
あ

り
、
寺
井
君
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
革
命
に
対
す
る
批
判
の
要
点
と

し
て
「
際
限
の
な
さboundlessness

」
を
概
念
化
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
こ
の
「
際
限
の
な
さ
」
の
概
念
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
反
政
治

的
と
み
な
す
「
社
会
的
な
も
の
」
に
見
出
さ
れ
る
が
、
同
時
に
政
治

的
な
行
為
の
偶
然
性
・
予
言
不
可
能
性
を
形
容
す
る
た
め
に
も
用
い

ら
れ
て
い
た
。

　

寺
井
君
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ア
メ

リ
カ
革
命
の
決
定
的
違
い
を
刻
印
づ
け
る
の
が
自
由
と
必
然
の
区
別

で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
必
然
性
の
観
念
は
断
じ
て
政
治
的
な
領
域

に
持
ち
込
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
考
え
て
い
た
こ

と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
行
為
を
含
む
人
間
的
な
活
動
の
性
格
が
有

す
る
偶
然
性
・
予
言
不
可
能
性
、
す
な
わ
ち
「
際
限
の
な
さ
」
が
逆

説
的
に
も
革
命
に
必
然
性
的
性
格
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、

逆
手
を
取
っ
た
形
で
「
際
限
」
こ
そ
が
革
命
に
自
由
の
性
格
を
与
え
、

始
め
ら
れ
た
革
命
に
「
持
続
性
」
を
与
え
る
鍵
と
な
り
え
よ
う
。

　

第
二
部
第
四
章
で
は
制
作
と
い
う
、
行
為
と
は
異
な
り
、
従
来
の

ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
で
は
政
治
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

活
動
が
持
ち
う
る
政
治
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、

法
や
芸
術
作
品
が
有
す
る
世
界
構
築
的
な
性
格
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
制
作
」
と
い
う
営
み
が
政
治
的
な
も
の
の
持
続
性
に
大
き

く
寄
与
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ア
ー
レ
ン
ト

自
身
に
よ
っ
て
「
制
作
」
と
い
う
営
み
が
政
治
と
は
無
縁
の
も
の
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
寺
井
君
は
そ
こ
で
、
労
働

／
制
作
／
行
為
と
い
う
三
つ
の
活
動
の
条
件
・
様
式
・
産
物
を
改
め

て
検
討
し
直
す
こ
と
で
、
制
作
が
反
政
治
的
と
さ
れ
る
の
は
様
式
に

基
づ
い
て
分
類
さ
れ
る
と
き
の
み
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
条
件
を
世

界
性
と
定
め
つ
つ
、
制
作
さ
れ
た
産
物
が
世
界
に
対
し
て
際
限
と
耐

久
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
制
作
と
い
う
活
動
が
政
治
的
な

持
続
性
に
貢
献
で
き
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

第
二
部
第
五
章
で
は
、
革
命
論
に
立
ち
戻
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が

革
命
の
成
果
を
持
続
さ
せ
る
べ
く
、
い
か
に
革
命
に
「
際
限
」
を
与

え
よ
う
と
し
た
か
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
法
の
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源
泉
を
神
格
化
さ
れ
た
人
民
に
求
め
る
こ
と
で
法
と
権
力
を
同
一
視

し
、
際
限
の
な
い
も
の
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ

カ
革
命
は
人
民
と
法
の
源
泉
を
切
り
離
し
、
法
と
権
力
を
一
致
さ
せ

な
い
こ
と
で
革
命
の
持
続
性
を
あ
る
程
度
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
寺
井
君
は
述
べ
る
。
そ
れ
で
は
意
見
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
複
数
性
や
多
様
性
の
名
の
下
に
際
限
な
く
許
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
世
論
と
い
う
、
誰
の
も
の
と
も
し
れ
な
い
も
の
に

よ
っ
て
専
制
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
は
異
な
り
、

「
公
的
見
解
を
形
成
す
る
た
め
の
永
続
的
な
制
度
」
と
し
て
上
院
と

最
高
裁
判
所
を
発
明
し
た
ア
メ
リ
カ
革
命
は
、
意
見
に
対
し
て
「
際

限
」
を
与
え
る
仕
組
み
を
有
し
て
い
た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
し
ば

し
ば
「
意
見
形
成
の
た
め
の
空
間
」
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
高
く
評

価
し
た
と
さ
れ
る
自
然
発
生
的
な
評
議
会
制
は
、
し
か
し
な
が
ら
よ

り
安
定
的
な
制
度
と
の
摩
擦
か
ら
革
命
の
成
果
に
持
続
性
を
与
え
る

に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
革
命
の
顚
末
は
「
始
ま

り
」
の
成
功
で
は
な
く
持
続
の
失
敗
と
と
ら
え
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ

う
。
持
続
性
を
重
視
し
な
が
ら
も
「
思
考
」
と
「
記
憶
」
の
不
在
が

故
に
そ
の
こ
と
に
結
局
は
失
敗
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
革
命
論
は
、
第

一
部
で
要
請
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
「
新
し
い
政
治
の
科
学
」
た
り
え

て
い
な
い
と
い
う
の
が
寺
井
君
の
評
価
で
あ
る
。

　

第
三
部
が
扱
う
の
は
こ
の
思
考
の
失
敗
と
い
う
主
題
で
も
あ
る
。

寺
井
君
に
よ
る
と
、
革
命
論
以
降
の
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
直
接
の
目
撃

者
に
は
な
り
得
な
い
出
来
事
や
既
に
失
わ
れ
た
か
忘
れ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
出
来
事
に
対
す
る
注
目
の
度
合
い
を
高
め
（
一
〇
七
頁
）、

そ
の
結
果
と
し
て
「
思
考
」
の
果
た
す
役
割
を
重
視
し
て
い
く
よ
う

に
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
二
つ
の
時
間
概
念
を
区
別
し
て
理

解
し
て
お
く
こ
と
だ
と
寺
井
君
は
主
張
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的

に
有
し
て
い
る
、
過
去
か
ら
現
在
を
経
由
し
て
未
来
へ
と
連
続
的
に

流
れ
ゆ
く
時
間
と
過
去
と
未
来
の
間
に
「
裂
け
目
」
を
生
じ
さ
せ
断

絶
さ
せ
る
時
間
で
あ
る
。
通
常
は
過
去
と
の
断
絶
を
も
た
ら
す
も
の

と
理
解
さ
れ
る
革
命
で
あ
る
が
、
寺
井
君
は
こ
の
断
絶
に
こ
そ
、
持

続
の
契
機
が
読
み
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
思
考
す
る

と
い
う
こ
と
の
こ
の
重
要
性
は
、
噓
で
す
ら
、
事
実
の
真
理
を
意
識

的
に
否
定
し
、
事
実
を
変
更
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
が
有
す
る
行

為
の
能
力
で
あ
る
と
認
め
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
独
特
な
考
え
方
に
も
窺

え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
は
い
く
ら
で
も
噓
を
つ
く
こ
と
が
で
き
る

「
際
限
の
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
噓
に
も
世
界

を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
限
り
と
い
う
「
際
限
」
が
課
せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
寺
井
君
か
ら
引
用
し
て
お
く
。「
人
間
に

介
入
不
可
能
な
真
理
＝
事
実
を
人
間
的
な
領
域
で
共
有
可
能
な
リ
ア

リ
テ
ィ
に
変
え
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
極
端
な
噓
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や
真
理
を
政
治
的
な
領
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
（
一
一
二
頁
）」
が

肝
要
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
「
思
考
」
が
重
要
な
の
か
。
そ
れ
は
か
つ
て
わ
れ

わ
れ
が
行
為
す
る
際
に
「
手
す
りbanister,Geländer

」
の
役
割

を
果
た
し
て
く
れ
る
権
威
で
あ
っ
た
伝
統
が
終
焉
し
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
の
終
焉
が
、
全
体
主
義
論
に
お
い
て
は
無
世

界
性
の
議
論
に
、
革
命
論
に
お
い
て
は
「
裂
け
目
」
の
議
論
と
な
っ

て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
政
治
的
な
も
の
に
ふ
さ
わ
し

い
思
考
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
。
寺
井
君
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論

に
見
ら
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
、『
人
間
の
条
件
』
で
展
開
さ
れ

て
い
た
「
科
学
」
批
判
、
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
登
場
す
る
詩
と
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
へ
の
高
い
評
価
の
三
つ
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
、
過
去

に
な
さ
れ
た
行
為
や
出
来
事
と
制
作
や
思
考
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
引
用
す
る
。「
事
実
が
制
作
に
よ
っ
て
保

存
さ
れ
、
思
考
に
よ
っ
て
『
凝
縮
』
さ
れ
て
、
記
録
や
芸
術
作
品
と

し
て
維
持
さ
れ
、
政
治
的
な
も
の
に
と
っ
て
の
『
天
空
と
大
地
』

―
―
共
通
世
界
の
支
え
と
な
る
事
実
の
ス
ト
ッ
ク
―
―
に
な
る
（
一

二
九
頁
）」
の
で
あ
る
。

　

第
三
部
の
最
後
に
は
、
行
為
と
思
考
の
関
係
に
注
目
す
る
立
場
か

ら
判
断
の
位
置
づ
け
を
示
す
目
的
で
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
に
関
わ
る
補

論
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
思
考
の
重
要
性
に
着
目
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
『
エ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
で
ア
ー
レ
ン

ト
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
「
無
思
考
性thoghtlessness

」
を
糾
弾
し
た

こ
と
に
端
を
発
す
る
と
す
る
、
従
来
か
ら
の
主
流
的
理
解
に
対
し
て
、

寺
井
君
は
そ
こ
で
の
主
た
る
論
点
は
、
思
考
よ
り
も
む
し
ろ
判
断
と

の
関
係
か
ら
位
置
づ
け
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
。

三
　
評
価

　

ア
ー
レ
ン
ト
研
究
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
近
年
ま
す
ま
す
活

況
を
呈
し
て
き
て
い
る
。
日
本
も
例
外
で
は
な
く
、
二
〇
一
五
年
に

は
「
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
会
」（
規
模
拡
大
と
国
際
的
連
携
に
伴
い
二

〇
一
八
年
に
は
「
日
本
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
会
」
と
改
称
）
が
創
設
さ

れ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
も
世

界
的
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
の
層
が
厚
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
こ
の
分
野

で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
富
ん
だ
業
績
を
あ
げ
る
の
は
困
難
に
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
誰
も
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た

隙
間
産
業
的
な
テ
ー
マ
や
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
独
創
性

を
出
そ
う
と
す
る
の
が
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
に
限
ら
ず
よ
く
あ
る
研
究

手
法
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
寺
井
君
は
大
胆
に
も
、
多
く
の
ア
ー

レ
ン
ト
研
究
者
が
共
有
す
る
前
提
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
オ
ル
タ
ー
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ナ
テ
ィ
ブ
な
解
釈
枠
組
み
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

大
胆
な
試
み
は
大
い
に
評
価
に
値
す
る
。

　

具
体
的
に
は
、
本
論
文
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論
を
「
全
体
主

義
批
判
と
い
う
出
発
点
か
ら
『
始
ま
り
』
の
概
念
を
軸
に
『
人
間
の

条
件
』
と
い
う
著
作
を
経
て
判
断
論
に
至
る
（
一
四
三
頁
）」
も
の

と
み
な
す
森
川
輝
一
教
授
を
代
表
と
す
る
従
来
の
主
流
的
解
釈
路
線

に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
展
開
す
る
「
持
続
性
」
を
め
ぐ
る
議
論

に
も
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
見
出
し
、
そ
れ
を
軸
に
、「
行
為

action

」
の
み
で
は
な
く
「
制
作w

ork

」
と
「
思
考thinking

」

を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
着
目
し
て
彼
女
の
政
治
理
論
を
別

角
度
か
ら
評
価
し
直
す
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
革
命
に
つ
い
て
』
と
い
う
著

作
を
、
政
治
体
の
持
続
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
破
綻
と
寺
井
君
が

呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
着
目
し
て
読
み
解
く
点
に
最
大
の
特
徴
と
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
に
思
想
史
的
な
探
究
は
研
究
方
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て

は
傍
証
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
（
実
際
に
本
論
文
で
紙
幅
が
割
か
れ

て
い
る
思
想
史
的
な
記
述
は
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
者
に
と
っ
て
広
く
知

ら
れ
た
事
柄
が
中
心
で
、
そ
の
点
で
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
特
に
あ

る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
）、
む
し
ろ
本
論
文
の
も
う
ひ
と
つ
の
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
「
不
死
性
」
や
「
際
限
の
な
さ
」
と
い
っ
た
概
念

分
析
に
あ
る
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
精
度
・
説
得
力
こ
そ
が
本
論
文

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
論
文
の
副
題
に
も
あ
る
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論
の
「
破

綻
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
序
章
で
は
こ
の
「
破

綻
」
に
は
三
つ
の
含
意
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
従

来
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
で
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
の

中
心
と
さ
れ
て
き
た
「
行
為
」
と
「
判
断
」
が
「
制
作
」
や
「
思

考
」
と
い
う
「
非
政
治
的
な
も
の
を
含
む
」
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

二
つ
目
の
破
綻
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
標
榜
す
る

「
世
界
の
共
有
」
と
い
う
構
想
、
そ
れ
自
体
が
共
通
世
界
に
生
じ
る

「
裂
け
目
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
が
ア
ー

レ
ン
ト
の
政
治
理
論
が
特
に
「
持
続
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
未
完
成

に
終
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
三
つ
の
「
破
綻
」
に
対
応

す
る
形
で
、
本
論
文
は
三
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
つ
を
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論
の
「
破
綻
」
と

呼
ぶ
の
は
い
さ
さ
か
適
切
さ
に
欠
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
番

目
の
も
の
は
、
研
究
視
角
の
問
題
で
あ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論

そ
の
も
の
の
破
綻
で
は
な
く
、
従
来
の
主
流
的
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
の

破
綻
と
寺
井
君
が
み
な
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
二
番
目
の

も
の
は
ア
ー
レ
ン
ト
理
論
に
お
け
る
「
裂
け
目
」
問
題
の
重
要
性
を

指
摘
し
よ
う
と
す
る
本
論
文
の
中
心
的
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
を
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「
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
理
論
の
破
綻
」
と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。

三
つ
め
の
「
破
綻
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
未
解
決
の
問
題
が
残

さ
れ
て
い
る
か
ら
破
綻
し
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
破
綻

し
て
い
な
い
思
想
家
な
ど
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
す
べ
て

の
思
想
は
そ
の
思
想
家
の
死
に
よ
っ
て
、「
未
完
成
の
ト
ル
ソ
」
に

終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
宿
命
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
従
来
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
を
覆
そ
う
と
す
る
野
心
作
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
い
わ
ば
「
勇
み
足
」
も
目
立
つ
。
そ
の
ひ
と
つ
が

「
観
想
優
位
と
労
働
優
位
の
組
み
合
わ
せ
（
三
六
頁
）」
と
い
う
批
判

的
主
張
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
る
「
観
想
」
優
位
の
哲
学
の
伝

統
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
活
動
的
生vitaactiva
」
へ
の
蔑
視
を
確
か

に
ア
ー
レ
ン
ト
は
批
判
し
た
。
ま
た
近
代
以
降
の
社
会
に
お
け
る

「
労
働
」
の
全
面
化
と
そ
れ
に
伴
う
行
為
・
制
作
の
喪
失
を
ア
ー
レ

ン
ト
が
批
判
し
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
二
つ

が
「
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
い
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
自

身
が
そ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
箇
所
を
本
論
文
が
指
摘
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
明
示
的
な
論
述
に
し
た
が
う

か
ぎ
り
、
観
想
を
優
位
に
お
い
た
代
表
的
哲
学
者
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン

の
発
想
は
「
労
働
優
位
」
と
は
無
縁
で
あ
り
、
労
働
優
位
の
思
想
を

展
開
し
た
代
表
者
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
は
「
観
想
の
優
位
」
を
完
全
に

否
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
発
想
を

引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
両
者
に
対
す
る
批
判
は
そ
れ

ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
で
は
「『
人
間
の
条
件
』
の
目
的
は
、
観
想
と
労
働
の
組

み
合
わ
せ
が
支
配
的
な
様
式
と
し
て
持
つ
時
間
性
か
ら
脱
し
、
…
…

永
遠
と
区
別
さ
れ
た
不
死
を
理
想
と
す
る
領
域
に
お
け
る
活
動
を
再

評
価
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
四
二
頁
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

永
遠
の
真
理
を
探
究
す
る
が
ゆ
え
に
時
間
的
世
界
に
価
値
を
お
か
な

い
プ
ラ
ト
ン
的
観
想
と
、
生
命
過
程
を
ど
こ
ま
で
も
維
持
す
る
た
め

に
行
動
を
反
復
す
る
労
働
社
会
の
論
理
と
が
両
立
す
る
よ
う
な
「
時

間
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
説
明
不
足
の

感
は
否
め
な
い
。

　

同
じ
こ
と
は
永
遠
と
対
置
さ
れ
る
「
不
死
性
」
の
理
解
に
も
言
え

る
。「
不
死
が
永
遠
に
対
比
さ
れ
て
区
別
さ
れ
る
持
続
の
時
間
性

（
四
一
頁
）」
を
意
味
す
る
と
い
う
寺
井
君
の
主
張
は
そ
の
と
お
り
で

あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
「
不
死
の
名
声
」
と
、
ロ
ー
マ
的
な
政
治

体
（
共
通
世
界
）
の
不
死
性
と
で
は
、
性
格
が
大
き
く
異
な
る
。
第

三
節
で
論
じ
ら
れ
る
不
死
性
は
、
引
用
箇
所
か
ら
い
っ
て
も
ギ
リ
シ

ア
的
な
意
味
で
の
「
不
死
の
名
声
」、
す
な
わ
ち
世
界
で
は
な
く
自

己
の
（
物
語
的
記
憶
の
）
不
死
性
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
革

命
に
お
け
る
「
持
続
」
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
的

／
ポ
リ
ス
的
な
自
己
の
不
死
性
の
希
求
と
は
区
別
さ
れ
た
、
ロ
ー
マ
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的
な
不
死
す
な
わ
ち
創
設
さ
れ
た
も
の
の
保
存
と
増
大
こ
そ
が
焦
点

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

革
命
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
の
「
持
続
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
照

ら
せ
ば
、
革
命
の
持
続
を
困
難
に
さ
せ
、
そ
れ
を
破
綻
に
追
い
や
る

「
際
限
の
な
さboundlessness

」
を
分
析
す
る
第
二
部
の
議
論
こ

そ
本
論
文
の
中
核
部
分
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
寺
井
君
は
、『
人
間

の
条
件
』
の
な
か
で
「
行
為action

（
邦
訳
書
で
は
「
活
動
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
）
を
論
じ
た
第
五
章
に
お
け
る
「
際
限
の
な
さ
」

（H
C:190

＝307

）
と
、『
革
命
に
つ
い
て
』
で
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
哀

れ
み
を
論
じ
た
第
二
章
で
指
摘
さ
れ
る
感
傷
の
「
際
限
の
な
さ
」

（O
R:80

＝134,90

＝148

）
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
、
と
も
に
政

治
体
の
持
続
を
お
び
や
か
す
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
非

常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
着
想
で
あ
り
、
本
論
文
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
示

す
視
点
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
若
干
の
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

第
一
に
、
同
じboundless

、
な
い
しboundlessness
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、『
人
間
の
条
件
』
で
言
わ
れ
て
い

る
活
動
の
際
限
の
な
さ
は
、
互
い
に
異
な
る
人
々
の
自
由
な
行
為
に

つ
き
ま
と
う
偶
然
性
・
予
言
不
可
能
性
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
革
命
に
つ
い
て
』
で
は
、
個
々
の
人
格
的
差
異
を
無
化
し
て
人
々

を
一
者
に
還
元
し
て
し
ま
う
際
限
の
な
い
同
一
化
を
指
し
て
い
る
わ

け
で
、
ベ
ク
ト
ル
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
よ
う
に
窺
え
る
。「
生
命

過
程
に
な
ぞ
ら
え
て
革
命
を
捉
え
る
こ
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間

を
超
え
た
有
機
体
と
し
て
の
政
治
体
を
捉
え
て
し
ま
う
点
で
革
命
を
、

際
限
を
も
た
な
い
『
奔
流
』
に
し
て
し
ま
う
（
五
五
頁
）」
と
寺
井

君
が
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
後
者
の
『
革
命

に
つ
い
て
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
意
味
で
の
用
語
法
で
あ
っ
て
、
前

者
の
用
語
法
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、boundless

、
あ
る
い
はboundlessness

と
い
う

単
語
を
、
あ
た
か
も
ア
ー
レ
ン
ト
が
自
覚
的
に
哲
学
的
含
意
を
こ
め

て
使
用
し
た
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
の
が
ど
こ
ま
で
妥
当
な

の
か
疑
問
も
残
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
著
者

自
身
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
み
な
し
て
付
し
て
い
る
索
引
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
痕
跡
は
な
い
。
さ
ら
に
は
第
五
章

第
二
節
で
、「
意
見
に
「
際
限
」
を
も
た
ら
す
仕
組
み
」
と
し
て

「
純
化
と
代
表
」
を
論
じ
る
く
だ
り
で
、
寺
井
君
は
『
革
命
に
つ
い

て
』
の
次
の
一
節
、「
そ
の
見
解
は
際
限
も
な
く
異
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
純
化
と
代
表
を
必
要
と
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
（
九
四
頁
）」（O

R:219

＝368

）
と
い
う
文
言
を
引
用
し
、

持
続
性
を
脅
か
す
「
際
限
の
な
さ
」
へ
の
警
戒
と
い
う
『
人
間
の
条

件
』
以
来
の
問
題
意
識
に
そ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
際
限
」
を
課

す
制
度
を
評
価
し
た
と
も
読
め
る
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
が
、

邦
訳
書
で
は
「
際
限
も
な
く
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
訳
語
が
当
て
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ら
れ
て
い
る
こ
の
箇
所
の
原
文
は

“theseview
sintheir

endlessvariety

”で
あ
り
、
“boundless

”と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ

て
さ
え
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
際
限
の
な
さ
」
を
鍵
概
念
と
し
て
『
人
間
の
条
件
』
や
『
革
命

に
つ
い
て
』
を
読
み
抜
く
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が

そ
の
語
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
た
の
か
を
テ
ク
ス
ト
上
の
典
拠

を
明
示
し
な
が
ら
丹
念
に
追
跡
す
る
か
、
も
し
く
は
、
そ
の
概
念
が

ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
解
明
の
た
め
に
自
己
が
用
立
て
た
分
析
概

念
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
そ
の
意
味
内
容
を
も
っ
と
明
確
に
示
し

た
う
え
で
独
自
の
概
念
分
析
を
進
め
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
論
証
の

精
度
を
上
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
論
文
が
従
来
の
定
説
を
覆
し
、
独
自
の
解
釈

方
向
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
問

題
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
丁
寧
に
整
理
・
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
っ

た
ろ
う
し
、
ま
た
随
所
で
表
現
の
生
硬
さ
、
分
か
り
に
く
さ
が
目
立

つ
。
寺
井
君
が
本
論
文
を
公
刊
す
る
つ
も
り
が
あ
る
な
ら
、
も
う
少

し
分
か
り
や
す
い
表
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
結
論

　

以
上
の
よ
う
に
問
題
や
課
題
、
疑
問
点
は
本
論
文
に
お
い
て
残
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
定
説
を
覆
そ
う
と
す
る

野
心
に
満
ち
た
本
論
文
の
致
命
的
欠
点
と
は
い
え
ず
、
本
論
文
が
博

士
学
位
請
求
論
文
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
要
件
は
十
分
に
満
た
し
て

い
る
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
よ
り
、
審
査
員
一
同
は
、
寺
井
彩
菜
君
の
本
論
文
を
博
士

（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と

判
断
し
、
そ
の
旨
を
こ
こ
に
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。
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