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あ
と
が
き

　
一
九
九
一
年
に
修
士
論
文
を
基
に
し
た
『
南
方
熊
楠
　
一
切
智
の
夢
』
を
上
梓
し
て
か
ら
本
書
の
刊
行
に
い
た
る
ま
で
、
南
方
熊
楠
研

究
に
専
念
し
て
き
た
二
十
五
年
間
、
つ
ま
り
四
半
世
紀
に
及
ぶ
時
間
は
、
筆
者
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
幸
福
な
も
の
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
、

田
辺
市
の
旧
邸
を
中
心
と
し
て
ふ
ん
だ
ん
に
残
さ
れ
た
資
料
を
読
み
込
む
作
業
は
、
常
に
充
実
感
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
研
究
仲
間
や
理

解
者
に
恵
ま
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
議
論
や
発
表
の
機
会
を
重
ね
た
り
、
熊
楠
が
踏
破
し
た
ア
メ
リ
カ
各
地
、
ロ
ン
ド
ン
、
那
智

な
ど
に
赴
い
て
、
そ
の
足
跡
を
確
か
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
理
屈
抜
き
に
楽
し
か
っ
た
。

　
と
は
言
え
、
こ
の
間
、
筆
者
の
南
方
熊
楠
の
学
問
に
対
す
る
評
価
に
ま
っ
た
く
「
ぶ
れ
」
が
な
か
っ
た
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
嘘
に
な
る

だ
ろ
う
。『
一
切
智
の
夢
』
を
書
き
上
げ
て
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
熊
楠
の
知
的
探
究
の
重
要
性
を
何
と
か
し
て
伝
え
な
け
れ
ば
と
思
い
、

や
や
大
風
呂
敷
を
広
げ
て
論
じ
直
す
う
ち
に
、
は
た
し
て
現
在
の
学
問
状
況
の
中
で
そ
の
こ
と
が
本
当
に
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
と
、

真
剣
に
疑
問
に
感
じ
始
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
は
、
二
十
代
の
後
半
か
ら
三
十
代
に
か
け
て
、
自
分
の
中
で
ひ
そ
か
に
大

き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
特
に
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
年
間
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
社
会
人
類
学
科
客
員
研
究
員
と
し
て
英
国
に
滞
在
す
る
間
に
感
じ
た
、
海

外
の
研
究
者
と
の
認
識
の
懸
隔
は
絶
望
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
伝
統
あ
る
社
会
人
類
学
の
研
究
室
は
、
名
だ
た
る
教
授
陣
や
博
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士
号
を
め
ざ
す
多
く
の
大
学
院
生
が
集
ま
る
学
問
的
な
活
気
の
み
な
ぎ
る
場
所
で
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
非
常
に
刺
激
を
受
け
た
。
し
か

し
、
自
分
の
研
究
対
象
で
あ
る
南
方
熊
楠
の
話
を
し
て
も
、
そ
の
重
要
性
は
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
の
世
代
の
英
国
の
人
類
学
に
影
響
を
受
け
た
学
者
と
い
う
説
明
を
し
て
み
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
フ
レ
イ

ザ
ー
そ
の
も
の
が
過
去
の
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
効
果
が
な
い
。
実
際
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
社
会
人
類
学
の
研
究

室
に
は
、
こ
こ
で
教
え
て
い
た
フ
レ
イ
ザ
ー
の
直
筆
の
手
稿
ノ
ー
ト
が
数
冊
、
読
解
も
刊
行
も
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
た
。
タ
イ

ラ
ー
や
ハ
ッ
ド
ン
な
ど
も
含
め
た
英
国
の
人
類
学
史
を
研
究
す
る
人
た
ち
も
ご
く
わ
ず
か
に
い
た
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
た
め
に
世

界
中
に
散
っ
て
い
く
主
流
派
の
勢
い
と
は
比
較
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
環
境
の
中
で
、
す
で
に
引
退
さ
れ
て
い
た
東
洋
学
科
教
授
の
カ
ー
メ
ン
・
ブ
ラ
ッ
カ
ー
氏
が
南
方
熊
楠
に
関
心
を
持
ち
、
筆
者

の
研
究
に
関
し
て
も
評
価
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
た
い
へ
ん
に
心
強
か
っ
た
。
ま
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
か
ら
小
一
時
間
ほ
ど
列
車
に
乗
っ

て
ロ
ン
ド
ン
中
心
部
の
大
英
博
物
館
に
行
け
ば
、
そ
こ
に
は
熊
楠
が
研
鑽
を
積
ん
だ
円
形
ド
ー
ム
が
ま
だ
利
用
者
に
開
放
さ
れ
て
い
て
、

熊
楠
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
書
籍
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
頃
に
は
、
最
先
端
の
学
問
か
ら

は
か
け
離
れ
た
気
分
で
、「
ロ
ン
ド
ン
抜
書
」
な
ど
に
関
連
す
る
文
献
を
漁
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
帰
国
後
、
一
九
九
七
年
か
ら
駿
河
台
大
学
、
そ
し
て
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
龍
谷
大
学
で
勤
務
し
な
が
ら
、
ふ
た
た
び
南
方
熊
楠

旧
邸
を
中
心
と
し
て
研
究
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
徐
々
に
国
際
的
な
研
究
環
境
が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
書

で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
資
料
調
査
の
開
始
以
降
、
熊
楠
の
実
証
的
な
研
究
は
飛
躍
的
に
進
ん
だ
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、

英
語
圏
や
ド
イ
ツ
語
圏
で
、
熊
楠
に
関
す
る
論
文
も
ち
ら
ほ
ら
と
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。
中
国
語
圏
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

二
〇
〇
七
年
に
は
「
孫
文
と
南
方
熊
楠
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
神
戸
で
開
催
し
、
中
国
語
と
日
本
語
で
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
度
に
筆
者
は
、
一
年
間
の
研
究
休
暇
を
得
て
、
ふ
た
た
び
英
国
に
戻
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研

究
所
の
客
員
研
究
員
と
な
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
大
英
図
書
館
は
す
で
に
博
物
館
か
ら
分
離
し
て
セ
ン
ト
・
パ
ン
ク
ラ
ス
駅
横
の
近
代

的
な
建
物
に
移
管
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
の
街
は
十
五
年
前
の
前
回
の
滞
在
の
頃
と
は
ち
が
っ
て
、
明
る
く
多
文
化
的
な
活
気
に
満
ち
て
い
た
。

そ
し
て
こ
の
一
年
間
の
滞
在
を
通
し
て
、
欧
米
に
お
け
る
知
的
潮
流
の
変
化
を
如
実
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
時
の
滞
在
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
や
国
際
交
流
基
金
で
多
く
の
英
国
人
に
対
し
て
講
演
を
行
う
機
会
を
得
た
。
そ
こ
で
熊
楠
の
話

を
し
た
と
こ
ろ
、
聞
き
手
の
反
応
に
は
、
以
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
熱
気
を
感
じ
た
。
筆
者
の
英
語
で
の
講
演
の
能
力
は
、
聴
衆
を
魅

了
す
る
と
い
う
よ
う
な
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
熊
楠
の
学
問
の
現
代
性
に
つ
い
て
話
す
と
、
た
く
さ
ん
の
人

が
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
聞
い
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
講
演
後
に
は
き
ま
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
う
し
た
際
に
感
じ
た
の
は
、
海
外
で
熊
楠
を
語
る
こ
と
の
何
と
も
言
え
な
い
開
放
感
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
で
の
評
価
と
し
て
は
、

依
然
と
し
て
熊
楠
は
や
は
り
本
流
か
ら
外
れ
た
変
わ
っ
た
学
者
、
と
い
う
印
象
が
ど
う
し
て
も
ぬ
ぐ
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、

海
外
で
話
し
て
い
る
と
、
む
し
ろ
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
日
本
の
他
の
知
識
人
一
般
の
方
が
偏
っ
て
い
て
、
熊
楠
は
世
界
基
準
で
学

問
を
し
て
い
た
き
わ
め
て
真
っ
当
な
人
物
と
し
か
思
え
な
く
な
っ
て
く
る
。

　
酒
を
飲
ん
で
暴
れ
た
と
か
、
暑
い
か
ら
裸
で
暮
ら
し
て
い
た
と
か
、
気
に
入
ら
な
い
と
反
吐
を
吐
い
た
と
か
、
そ
ん
な
極
端
な
話
を
し

た
時
で
さ
え
、「
へ
え
、
人
間
的
な
人
で
す
ね
。
こ
れ
だ
け
の
学
問
を
作
り
上
げ
た
人
物
が
そ
ん
な
人
間
的
な
人
だ
っ
た
の
は
と
て
も
興

味
深
い
。
も
っ
と
教
え
て
下
さ
い
」
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
個
人
と
し
て
自
己
主
張
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要

で
、
学
者
間
で
徒
党
を
組
む
よ
う
な
日
本
流
の
や
り
方
が
通
用
し
な
い
欧
米
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
熊
楠
は
彼
ら
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
理
解

し
た
り
共
感
し
た
り
で
き
る
数
少
な
い
日
本
人
思
想
家
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
る
と
よ
う
や
く
合
点
が
行
っ
た
。

　
そ
れ
で
も
最
初
は
そ
ん
な
反
応
に
半
信
半
疑
で
、
そ
う
は
言
っ
て
も
熊
楠
に
は
こ
ん
な
限
界
が
あ
っ
て
、
な
ど
と
弁
解
の
よ
う
に
話
し

た
り
し
た
の
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
彼
ら
の
評
価
こ
そ
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
十
九
世
紀
末
の
西
洋
中
心
の

一
方
的
な
学
問
秩
序
に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
こ
と
。
東
ア
ジ
ア
の
博
物
学
や
密
教
思
想
と
近
代
科
学
の
融
合
に

基
づ
く
新
た
な
世
界
観
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
。
生
態
系
の
保
全
に
対
し
て
先
駆
的
な
視
野
を
持
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
孤
立
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
こ
と
。
そ
う
し
た
熊
楠
の
知
的
探
究
の
持
つ
普
遍
性
は
、
た
し
か
に
現
在
の
世
界
の
ど
こ
に
持
っ
て
行
っ
て
も
通
用
す
る
よ
う

な
、
揺
る
ぎ
な
い
価
値
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
日
本
の
国
内
外
の
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
を
、
二
十
数
年
の
時

間
的
経
過
を
経
て
、
よ
う
や
く
筆
者
も
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
大
き
な
文
脈
の
中
で
熊
楠
の
学
問
を
確
立
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ご
ま
か
し
は
禁
物
で
あ
る
。
熊
楠
は
、
英
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文
に
お
い
て
も
日
本
語
に
お
い
て
も
、
参
考
文
献
の
探
索
と
そ
の
正
確
な
記
述
に
心
血
を
注
い
だ
学
者
で
あ
る
。
抜
き
書
き
や
書
き
込
み
、

腹
稿
な
ど
の
ノ
ー
ト
を
分
析
す
る
と
、
熊
楠
が
同
時
代
の
学
問
や
古
今
東
西
の
文
献
記
録
に
対
し
て
、
い
か
に
真
摯
に
向
か
い
合
っ
て
い

た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
思
想
的
な
飛
躍
は
確
固
と
し
た
基
盤
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、
現
在
お
よ
び
未
来
の
研
究
者

が
本
気
で
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
熊
楠
の
学
問
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
ど
れ
だ
け
き
ち
ん
と
し
た
実
証
的
な
方
法
論
を
一
貫
し
て
保
っ

て
い
る
か
を
問
わ
れ
る
作
業
で
あ
る
。
一
時
的
な
読
者
の
関
心
に
合
わ
せ
て
熊
楠
を
神
話
化
し
た
り
、
表
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
駆
使
し
て

華
麗
に
語
っ
た
り
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
言
説
は
長
い
目
で
見
れ
ば
砂
上
の
楼
閣
と
し
て
消
え
去
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
数
十
年
、
数

百
年
と
い
う
時
間
を
見
据
え
な
が
ら
熊
楠
の
学
問
の
全
体
像
を
明
か
に
し
て
い
く
と
い
う
仕
事
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
彼
自
身
が
お
こ
な

っ
て
い
た
よ
う
な
正
攻
法
の
学
問
的
手
続
き
に
則
っ
て
、
基
礎
資
料
に
基
づ
く
分
析
を
一
つ
ず
つ
、
て
い
ね
い
に
確
定
し
て
い
く
地
道
な

や
り
方
に
よ
っ
て
し
か
、
な
し
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
紆
余
曲
折
を
経
た
後
に
、
今
回
の
著
作
の
元
と
な
る
稿
を
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
の
博
士
論
文
と

し
て
提
出
で
き
た
こ
と
は
、
筆
者
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
幸
運
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
二
十
代
か
ら
三
十
代
に
か
け
て
取
得
す
る
課
程
博
士

の
学
位
を
、
研
究
生
活
の
出
発
点
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
す
で
に
社
会
科
学
だ
け
で
な
く
人
文
学
に
お
い
て
も
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
二
十
数
年
に
及
ぶ
資
料
調
査
の
成
果
に
基
づ
い
た
論
文
を
、
何
人
も
の
方
の
手
を
煩
わ
せ
て
審
査
し
て
も
ら
う
と
い

う
実
に
遠
大
な
過
程
を
経
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
な
か
な
か
得
が
た
い
僥
倖
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
修
士
論
文
か
ら
博
士
論
文
に
か

け
て
、
筆
者
は
ま
こ
と
に
贅
沢
な
時
間
の
使
い
方
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
考
え
て
い
る
。

　
本
書
の
上
梓
に
あ
た
っ
て
、
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
方
は
数
多
い
。
一
九
九
二
年
の
邸
内
資
料
調
査
の
開
始
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
顕
彰

館
の
設
立
ま
で
、
南
方
熊
楠
資
料
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
と
一
緒
に
作
業
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
筆
者
の
研
究
人
生
の
基
盤

と
な
っ
た
。
共
同
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
筆
者
自
身
の
稚
拙
さ
や
怠
慢
か
ら
多
大
な
ご
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
も
一
度
な
ら
ず
あ
る
。
本
書

を
刊
行
す
る
こ
と
が
、
少
し
で
も
、
こ
う
し
た
長
年
の
ご
厚
誼
に
対
す
る
ご
恩
返
し
に
な
っ
て
い
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
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間
、
田
辺
の
南
方
熊
楠
顕
彰
館
、
白
浜
の
南
方
熊
楠
記
念
館
な
ど
の
関
連
の
方
々
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
を
受
け
た
。
二
〇
一
五
年
に
資

料
研
究
会
を
受
け
継
ぐ
か
た
ち
で
設
立
さ
れ
た
南
方
熊
楠
研
究
会
の
仲
間
の
み
な
さ
ま
と
と
も
に
、
さ
い
わ
い
に
し
て
熊
楠
の
地
元
に
残

さ
れ
た
貴
重
な
資
料
を
活
用
し
な
が
ら
、
今
後
も
研
究
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
博
士
論
文
の
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
主
査
の
菅
原
克
也
氏
に
て
い
ね
い
な
ご
指
導
を
受
け
た
。
ま
た
、
論
文
審
査
の
際
に
は
、
徳
盛
誠
、

岩
本
通
弥
、
佐
藤
健
二
、
稲
賀
繁
美
の
各
氏
に
有
益
な
ご
助
言
を
賜
っ
た
。
審
査
と
前
後
し
て
、
個
人
的
に
草
稿
を
読
ん
で
ご
意
見
を
い

た
だ
い
た
鈴
木
滋
、
椛
島
良
介
、
田
村
義
也
、
志
村
真
幸
、
小
田
龍
哉
の
各
氏
に
も
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
そ
れ
か
ら
、
や
や
場
違
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
の
校
正
の
過
程
に
お
い
て
妻
の
松
居
郁
子
が
活
躍
し
て
く
れ
た
こ
と
を
記
録
し
て

お
き
た
い
。
本
書
の
一
つ
の
特
徴
は
、
多
様
な
出
典
や
一
次
資
料
を
用
い
た
詳
細
な
情
報
提
供
に
あ
り
、
校
正
の
専
門
的
な
知
識
を
持
つ

妻
の
協
力
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
述
の
精
度
を
格
段
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

　
本
書
の
編
集
を
ご
担
当
い
た
だ
い
た
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
の
上
村
和
馬
氏
か
ら
最
初
に
執
筆
の
依
頼
を
受
け
た
の
は
、
二
〇
一
二
年

秋
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
四
年
の
歳
月
に
わ
た
っ
て
、
出
版
社
と
し
て
の
都
合
よ
り
も
、
長
く
読
み
継
が
れ
る
本
を
生
み
出
す
こ
と

の
方
を
優
先
し
た
上
村
氏
の
言
葉
は
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
本
書
が
今
の
自
分
に
書
き
う
る
最
大
の
規
模
・
内

容
の
も
の
と
な
る
こ
と
へ
と
導
い
て
い
た
だ
い
た
。

　
こ
う
し
て
誕
生
し
た
本
書
が
、
そ
の
準
備
期
間
に
見
合
う
よ
う
な
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
、
将
来
の
よ
き
読
者
を
得
続
け
る
こ
と
を
祈

り
た
い
と
思
う
。

　
　
　
二
〇
一
六
年
八
月

 

松
居
竜
五
　


