
較
研
究
諒
程
で
同
一
広
く
て
ーこ
そ
持

qガ
司
る
]
ーか一
f
J

の
新
し
い
信
条
と
し
て
は
ぐ
く
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ

こ
で
は
何
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
よ
う
と
自
由
で
あ

り
、
学
界
や
論
壇
の
タ
ブ
ー
を
破
る
の
は
む
し
ろ
快

事
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
エ
ク
ス
プ
リ
カ
シ
オ
ン
・
ド
・
テ
ク

デ
イ
シ
プ
リ
ン

ス
ト
(
原
典
蹄
分
け
)
と
い
う
実
証
上
の
第
一
の
規
律

に
し
て
唯
一
の
方
法
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
さ
え
い
れ
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こ
の
初
期
駒
場
学
派
の
学
生
で
い
ち
早
く
目
覚
ま

し
い
成
果
を
挙
げ
た
の
が
、
仏
独
伊
へ
の
長
い
留
学
か

ら
帰
国
し
た
平
川
祐
弘
だ
っ
た
。
文
芸
復
興
期
フ
ラ

ン
ス
の
詩
人
や
ず
ェ
ネ
チ
ア
の
芸
術
家
た
ち
の
愉
悦
を

論
じ
た
と
思
う
と
、
次
は
鴎
外
、
激
石
、
ハ

1
ン
を
真

向
か
ら
と
り
あ
げ
た
。
近
代
の
西
洋
と
そ
の
衝
撃
の

下
に
変
貌
す
る
ア
ジ
ア
を
二
本
足
で
踏
ま
え
、
両
文

明
を
親
密
に
体
験
し
、
綾
密
に
研
究
し
、
両
者
の
運

命
を
観
察
し
続
け
た
偉
大
な
文
人
と
し
て
彼
ら
を

平
川
は
論
じ
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
は
じ
め
て
世
界

の
読
者
の
前
に
そ
の
知
と
情
の
深
さ
を
見
せ
た
。

平
川
は
知
的
巨
人
、
一
種
の
ウ
オ
モ
・
ウ
ニ
ず
ェ
ル
サ

l
v
で
あ
る
。
複
数
言
語
を
習
得
し
、
楓
爽
と
し
て
往

く
と
し
て
可
な
ら
、
さ
る
な
し
の
趣
き
を
も
っ
。
明
朝

末
期
の
北
京
で
死
ん
だ
漢
名
利
璃
費
こ
と
マ
ッ
テ
オ
・

リ
ッ
チ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
的
知
的
冒
険
者
と
し
て
の
足
跡

を
伊
漢
両
語
の
文
献
で
丹
念
に
た
ど
る
か
と
思
う

と
、
興
味
津
々
た
る
私
註
付
き
で
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
、
ボ

ッ
カ
ッ
チ
ョ
ヲ
ア
カ
メ
ロ
ン
』
、
マ
ン
ゾ
l
ニ
『
い
い
な
づ
け
」

な
ど
の
古
典
を
明
快
な
現
代
日
本
語
に
訳
出
す
る
。

福
沢
諭
吉
と
ブ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
比
べ
、
そ
こ
に
昭
憲
皇

太
后
も
登
場
さ
せ
る
。
旅
順
攻
撃
の
乃
木
将
軍
の
人

柄
を
軍
医
森
鴎
外
と
の
交
流
か
ら
感
動
的
に
語
る
。

大
正
の
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
ク
ロ

l
デ
ル
に
よ
る
神
の

国
日
本
の
天
皇
の
論
を
解
釈
し
た
貴
重
な
一
篇
も
あ

る
。
近
年
は
『
源
氏
物
語
』
を
二
十
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

学
の
中
に
よ
み
が
え
ら
せ
た
ウ
ェ
イ
リ
ー
を
論
じ
、
こ

の
英
国
文
人
の
訳
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
ま
も
市
民

有
志
と
読
み
つ
づ
け
て
い
る
。
だ
が
東
西
の
古
典
に
お

よ
ぶ
人
文
学
「
ロ

E
S
E
g
の
教
育
ほ
ど
い
ま
の
若
い

学
生
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

す
が
す
が
し
い
木
立
に
固
ま
れ
、
噴
泉
の
音
の
低

く
ひ
び
く
平
川
広
場
の
椅
子
に
座
っ
て
三
十
余
冊
の

著
作
集
の
一
冊
を
手
に
し
て
み
よ
う
。
思
い
も
か
け
れ
似

文
章
の
活
力
に
魅
せ
ら
れ
て
読
み
耽
る
う
ち
に
、
私

た
ち
は
お
の
ず
と
元
気
に
な
り
、
心
が
豊
か
に
な
ワ
て

い
る
の
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
ら
、
ゆ
っ
く
り

と
立
ち
上
っ
て
、
な
つ
か
し
い
世
界
の
人
々
の
も
と

に
、
奥
ゆ
き
深
い
歴
史
の
な
か
へ
と
、
再
び
歩
み
だ
し

て
行
，
』
う
で
は
な
い
か
。

政
治
外
交
に
携
わ
る
人
も

読
む
べ
し

五
百
旗
頭
真
話
題

「
平
川
氏
が
論
じ
る
鴎
外
は
『
二
本
足
』
の
人
だ
っ

た
。
鴎
外
は
自
分
自
身
の
文
化
の
中
に
す
こ
や
か
に

根
ざ
し
て
い
た
か
ら
、
西
洋
に
憧
れ
て
卑
屈
に
な
る
こ

と
も
な
く
、
ま
た
西
洋
の
重
要
性
や
そ
の
価
値
を
む

霊
の
人

今
泉
宜
子

本
著
作
集
は
稀
代
の
比
較
研
究
者
に
よ
る
「
霊
の

日
本
論
」
集
で
も
あ
り
、
そ
の
厳
し
く
も
美
し
い
高

潔
な
精
神
が
全
巻
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。

恩
師
・
平
川
祐
弘
先
生
は
、
日
本
理
解
の
大
切
な

手
が
か
り
と
し
て
「
霊
の
世
界
」
を
-
認
め
た
ハ

l
ン
を

論
じ
、
彼
を
魅
了
し
た

mr
。2
f
}毛
ち
を
、
「
伊
豆
に

満
ち
満
ち
た
日
本
」
と
い
う
精
妙
か
つ
ふ
く
よ
か
な

言
葉
で
表
現
し
た
。
私
に
は
先
生
こ
そ
、
内
と
外
か

ら
日
本
を
見
つ
め
、
そ
の
精
神
世
界
の
中
心
を
聞
い

続
け
る
「
霊
の
人
」
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
導
き
の
随

に
、
『
源
氏
物
語
』
の
物
の
怪
か
ら
、
日
本
文
学
の
尽

き
ざ
る
源
泉
と
し
て
霊
の
存
在
が
あ
る
と
知
り
、
夢

幻
能
に
登
場
す
る
死
者
の
霊
に
よ
っ
て
、
ダ
ン
テ
が
見

た
『
神
曲
』
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
へ
導
か
れ
、
さ
ら
に
は
竹

山
道
雄
が
語
る
神
道
の
造
詣
美
学
に
関
心
を
寄
せ
る

こ
と
に
も
な
っ
た
。

翻
っ
て
宗
教
を
論
じ
る
己
を
省
み
、
次
の
よ
う
に

語
る
先
生
の
潔
さ
に
真
実
を
感
じ
る
。
「
私
は
畏
敬

の
念
の
奴
隷
と
な
っ
た
人
の
狂
信
を
愚
か
し
く
思
う

が
、
そ
れ
と
同
時
に
な
に
も
の
に
も
長
敬
の
念
を
持

ち
得
な
い
人
の
猪
疑
心
も
愚
か
し
く
思
う
。
過
度
の

猪
疑
心
は
軽
信
の
一
形
式
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
。

文
科
系
の
深
い
共
感
、

理
科
系
の
鋭
い
分
析

伊
東
俊
太
郎

こ
の
た
び
、
平
川
祐
弘
氏
の
著
作
集
が
出
版
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
ま
こ
と
に
慶
ば
し
い
。
こ
れ
に
は
訳

業
や
欧
文
著
作
は
含
ま
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

全
三
十
四
巻
に
及
ぶ
と
い
う
、
な
ん
と
い
う
多
産
な

活
動
の
成
果
で
あ
る
こ
と
か
。
筆
者
は
東
大
駒
場
の

同
僚
と
し
て
著
者
と
親
し
く
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
を
読
む
た
び
に
、
研
究
対

象
に
対
す
る
氏
の
文
科
系
の
深
い
共
感
と
、
理
科
系

の
距
離
を
保
っ
た
鋭
い
分
析
が
、
ほ
ど
よ
く
調
和
融

合
し
て
い
て
、
つ
ね
に
読
む
こ
と
が
楽
し
く
、
啓
発
さ

れ
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
っ
た
。

氏
の
博
学
多
才
は
、
古
今
東
西
の
文
化
思
想
の
交

流
を
、
独
自
な
複
眼
で
洞
察
し
解
明
す
る
と
い
う
見

事
な
も
の
で
、
従
来
の
一
圏
内
研
究
を
超
え
出
た
比

較
文
学
・
文
化
の
未
曽
有
の
貢
献
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
我
々
の
世
代
を
代
表
す
る
英
才
の
半

世
紀
に
亘
る
業
績
が
、
新
た
に
ま
と
め
ら
れ
て
世
に
出

る
こ
と
は
、
読
書
人
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
朗
報
で
あ
る
。
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司
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小
林
さ
ん
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

最
新
作
の
『
日
本
人
の
神
道
観
』
の
附
録
『
夢
幻
能
さ

く
ら
』
が
、
永
年
の
比
較
文
学
の
研
鍵
を
踏
ま
え
て
、

独
創
的
で
純
然
た
る
能
楽
と
し
て
上
潰
さ
れ
た
の
も

当
然
の
帰
結
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

明
断
な
頭
脳
、

破
天
荒
な
知
的
冒
険

51稲
話賀
野繁
技i美

読
後
何
十
年
た
っ
て
も
、
ふ
と
そ
の
一
節
が
鮮
や
か

に
蘇
る
。
平
川
祐
弘
氏
の
著
書
に
は
、
そ
う
し
た
霊

力
が
潜
む
。
博
覧
強
記
と
い
う
が
、
こ
の
著
者
は
、
手

抜
き
の
な
い
博
捜
に
、
抜
群
の
記
憶
力
を
駆
使
し
て

材
料
を
仕
込
み
、
そ
れ
を
平
易
・
簡
明
な
行
文
の
う

ち
に
組
み
立
て
て
、
間
然
と
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
福

津
諭
吉
や
森
鴎
外
に
範
を
仰
ぐ
「
洋
行
世
代
」
を
自

任
す
る
こ
の
「
絶
滅
危
倶
種
」
は
、
紫
式
部
や
ダ
ン
テ

の
声
に
耳
傾
け
る
「
英
才
」
で
も
あ
る
。
こ
の
「
教
養

学
士
」
は
ま
た
、
反
体
制
な
ら
ぬ
反
大
勢
を
自
称
し
、

「
出
る
杭
を
打
つ
な
」
と
主
張
す
る
異
端
児
振
り
も

発
揮
す
る
。
時
に
論
争
も
辞
さ
ぬ
が
、
筆
禍
が
弁
論
訴

殺
を
招
か
ぬ
今
の
日
本
に
生
き
て
「
ま
あ
よ
か
っ
た
」

と
(
夏
目
散
石
の
輩
に
倣
い
)
公
言
し
て
樺
ら
な
い
。

「
窮
達
を
以
て
節
を
更
ふ
可
べ
か
ら
ず
」
を
格
言
と

し
、
国
際
文
化
関
係
論
喫
緊
の
話
題
を
、
英
・
仏
・

独
・
伊
ほ
か
の
外
国
語
も
駆
使
し
、
臆
せ
ず
海
外
展

開
す
る
。
だ
が
北
米
で
磨
い
た
毒
舌
や
、
段
誉
褒
庇
を

招
く
正
論
の
裏
に
は
、
高
雅
な
る
人
間
性
へ
の
透
徹

し
た
観
察
が
あ
り
、
香
し
い
個
性
へ
の
詩
的
な
讃
仰

が
萌
し
て
い
る
。
巻
を
置
く
能
わ
ざ
る
そ
の
筆
運
び

に
堪
能
し
つ
つ
、
常
識
を
覆
す
議
論
に
首
肯
し
、
あ
る

い
は
卒
倒
す
る
|
|
。
「
未
知
と
の
遭
遇
」
と
な
る
若

い
読
者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
稀
有
な
る
知
性
へ
の

一
扉
、
学
問
の
醍
醐
味
へ
の
誘
い
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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