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本
論
文
は
、
昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
度
の
卒
業
論
文
と
し
て
、
今
か
ら
お
よ
そ
四
五
年
前
に
加
藤
修
弘
（
か
と
う
の
ぶ
ひ
ろ
）
よ

り
東
京
大
学
文
学
部
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
約
一
七

O
枚
に
お
よ
ぶ
大
作
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
と
て
も
卒

業
論
文
と
は
思
え
な
い
そ
の
水
準
の
高
さ
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
り
、
東
洋
史
学
科
の
教
授
陣
か
ら
は
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
と
伺
っ
て
い

る
。
因
み
に
審
査
に
当
た
ら
れ
た
教
授
陣
（
非
常
勤
を
含
む
）
は
、
年
令
順
に
周
藤
吉
之
・
田
川
孝
三
・
山
本
達
郎
・
榎
一
雄
・
西
嶋
定
生

．
護
雅
夫
・
山
崎
利
男
の
七
氏
で
あ
っ
た
。

し
か
し
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
士
課
程
（
東
洋
史
学
専
攻
）
に
在
学
中
に
「
東
大
闘
争
」
、
す
な
わ
ち
世
に
言
う
「
東
大

紛
争
」
が
起
こ
り
、
「
全
共
闘
」
の
中
に
身
を
置
い
た
加
藤
氏
は
、
本
人
（
私
信
）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
大
学
闘
争
の
中
で
、
学
問
研
究

に
携
わ
る
者
の
主
体
の
貧
弱
さ
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
見
せ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
「
見
切
り
」
を
つ
け
る
」
と
同
時
に
、
「
あ
の
全
共
闘
運
動
の

中
で
一
瞬
で
も
感
じ
た
新
し
い
学
問
へ
の
予
感
を
手
離
し
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
積
極
的
な
」
理
由
も
あ
っ
て
、
大
学
を
離
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
以
後
は
、
高
校
の
歴
史
教
員
と
し
て
、
定
時
制
高
校
を
皮
切
り
に
多
様
な
学
校
現
場
を
歴
任
す
る
か
た
わ
ら
、
戦
後
補
償
運
動
、
特

に
中
国
の
性
暴
力
被
害
女
性
た
ち
の
支
援
・
調
査
活
動
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
。

私
自
身
は
、
「
東
大
闘
争
」
時
は
駒
場
の
教
養
学
部
に
在
籍
し
て
お
り
、
本
郷
の
文
学
部
に
進
学
後
、
同
じ
東
洋
史
学
科
に
所
属
し
た
と

は
い
え
、
榎
一
雄
・
護
雅
夫
両
教
授
の
北
j
中
央
ア
ジ
ア
史
の
講
義
や
演
習
に
一
緒
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当

時
、
北
・
中
央
・
西
ア
ジ
ア
に
興
味
を
持
つ
学
生
・
院
生
・
若
手
教
員
が
大
学
の
分
け
隔
で
な
く
集
っ
て
活
動
し
て
い
た
「
ア
ジ
ア
文
化
研

加
藤
修
弘
卒
業
論
文
の
公
刊
に
あ
た
っ
て
（
森
安
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究
会
」
と
い
う
場
で
加
藤
先
輩
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
私
が
参
加
す
る
以
前
の
発
足
当
初
か
ら
「
国
家
権
力
と
宗
教
」
と
い
う
共
通

一ア

l
マ
を
掲
げ
て
い
た
ア
ジ
ア
文
化
研
究
会
の
機
関
誌
『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
は
、
文
字
通
り
三
号
雑
誌
で
終
わ
っ
た
が
、
加
藤
氏
の
契
丹

史
に
関
す
る
論
考
と
し
て
「
契
丹
君
長
権
の
史
的
考
察
」
（
創
刊
号
、
一
九
六
八
、
三
一

1
五
一
頁
）
と
「
契
丹
社
会
に
お
け
る
支
配
権
力

の
発
生
に
つ
い
て
」
（
第
二
号
、
一
九
六
九
、
五
j
一
九
頁
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
編
は
、
い
ず
れ
も
卒
論
に
関
わ
る
内
容
で

は
あ
る
が
、
卒
論
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
卒
論
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
補
っ
た
も
の
で
あ
り
、
卒
論
の
本
体
を
見
な
け
れ
ば
理
解

ち
ゃ
く
ち
ょ
う

が
難
し
い
。
し
か
し
肝
腎
の
卒
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
半
の
極
め
て
短
い
要
約
「
遊
牧
君
長
権
力
論
｜
｜
遼
代
著
帳
官
制
の
史
的
意
義

に
つ
い
て
｜
｜
」
（
創
刊
号
、
一
四
j

一
五
頁
）
が
出
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
私
自
身
、
『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
の
二
編
し
か
読
め
な
い
段
階

で
は
全
体
像
が
つ
か
め
ず
苦
労
し
た
経
験
が
あ
り
、
私
に
と
っ
て
も
「
幻
の
卒
論
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
不
思
議
な
御
縁
が
あ
っ
て
、
大
学
を
離
れ
た
加
藤
先
輩
と
そ
の
伴
侶
、
並
び
に
私
よ
り
先
に
ア
ジ
ア
文
化
研
究
会
に
参

加
し
て
い
た
家
内
と
の
四
人
が
個
人
的
に
親
し
く
お
付
き
合
い
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
の
時
点
だ
っ
た
か
記
憶
は
定
か
で
な
い
が
、
あ
の

「
幻
の
卒
論
」
を
私
が
お
預
か
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
加
藤
氏
か
ら
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
く
れ
で
も
よ

い
と
の
御
言
葉
も
頂
い
た
。
以
後
、
私
自
身
が
大
学
教
員
と
な
っ
て
か
ら
は
、
折
に
触
れ
て
学
生
に
そ
れ
を
読
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、
学
界

の
た
め
に
な
ん
と
か
そ
れ
を
町
刷
・
公
刊
し
た
い
と
願
い
、
そ
の
よ
う
な
場
を
模
索
し
て
き
た
。

一
二
世
紀
に
入
り
遼
・
西
夏
史
の
研
究
入
門
を
執
筆
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
契
丹
史
の
研
究
者
で
あ
る
武
田
和
哉
氏
に
意

見
を
求
め
た
際
、
加
藤
卒
論
を
活
用
す
る
方
法
を
相
談
す
べ
く
本
体
を
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、
や
や
諦
め
か
け
て
い
た
私
の
宿
願
を
是
非
と

も
果
た
す
よ
う
に
と
い
う
激
励
と
と
も
に
、
本
論
文
出
版
と
な
っ
た
暁
に
は
応
援
し
た
い
旨
の
お
申
し
出
さ
え
い
た
だ
い
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
も
な
く
、
と
う
と
う
私
自
身
が
大
阪
大
学
で
定
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
折
、

た
ま
た
ま
大
阪
大
学
で
開
催
さ
れ
た
遼
金
西
夏
史
研
究
会
の
第
日
回
大
会
で
挨
拶
を
す
る
こ
と
に
な
り
「
幻
の
卒
論
」
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
、

川
本
芳
昭
・
九
州
大
学
教
授
よ
り
出
版
を
前
向
き
に
検
討
し
て
も
よ
い
と
い
う
あ
り
が
た
い
御
提
案
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は
加
藤
氏
自
身
の
諒
解
を
得
た
後
、
私
は
武
田
氏
と
相
談
し
、
川
本
教
授
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、
具
体
的
作
業
日
程
を
組
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み
、
九
州
大
学
に
お
い
て
手
書
き
原
稿
を
パ
ソ
コ
ン
入
力
す
る
こ
と
、
武
田
氏
は
関
西
に
あ
る
契
丹
史
の
研
究
グ
ル
ー
プ
「
遼
史
を
読
む
会
」

の
有
志
に
協
力
を
仰
い
で
共
同
執
筆
の
「
補
注
」
を
作
成
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
後
の
同
会
内
で
の
意
見
交
換
に
よ
り
武
田
氏
が
「
解
題
」

を
執
筆
す
る
こ
と
が
短
時
日
の
う
ち
に
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
そ
の
公
刊
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
考
な
ら
び
に
『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
加
藤
氏
の
三
論
文
に
は
、
恩
師
で
あ
る
護
雅
夫
教
授
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ

る
。
護
教
授
の
学
問
的
業
績
は
多
岐
に
亘
る
が
、
こ
れ
ら
三
論
文
に
深
く
関
わ
る
の
は
、
内
陸
ア
ジ
ア
に
展
開
し
た
遊
牧
国
家
の
国
家
構
造

を
理
解
す
る
た
め
に

z
o
E円
ネ
ケ
ル
（
ノ
コ
ル
）
と
い
う
概
念
に
着
目
し
た
点
、
並
び
に
遊
牧
君
長
権
の
淵
源
と
し
て
の
シ
ャ
！
マ
ン
に

注
目
し
た
点
で
あ
る
。
特
に
本
論
考
・
前
半
に
あ
た
る
第
一
篇
で
論
じ
ら
れ
た
「
著
帳
官
」
こ
そ
は
、
そ
の
ネ
ケ
ル
と
い
う
概
念
な
い
し
制

度
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
私
が
本
論
考
を
高
く
評
価
し
、
出
版
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
理
由
は
正
に
こ
こ
に
あ
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
本
論
考
・
後
半
の
第
二
篇
も
契
丹
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は

武
田
氏
執
筆
の
「
解
題
」
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
契
丹
の
「
著
帳
官
」
を
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
草
創
期
の

Z
鼻

音

ネ

ケ
ル
（
ノ
コ
ル
）
に
比
定
し
た
第
一
篇
の
学
問
的
意
義
で
あ
る
。

『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
加
藤
氏
の
二
論
文
に
よ
れ
ば
、
耶
律
阿
保
機
の
権
力
は
家
父
長
的
君
主
権
力
で
あ
っ
た
。
耶
律
阿

保
機
は
自
己
の
家
産
的
臣
下
集
団
を
背
景
に
し
て
先
ず
は
自
己
の
属
す
る
部
・
氏
族
を
抑
え
、
次
い
で
他
の
契
丹
諸
部
・
氏
族
を
統
合
し
て

い
く
が
、
そ
の
時
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
が
家
産
的
臣
下
集
団
を
充
実
さ
せ
た
「
腹
心
部
」
な
の
で
あ
る
。
「
腹
心
部
」
は
そ
の
後
に
整
備

さ
れ
て
「
著
帳
官
制
」
と
な
る
が
、
そ
れ
は
各
部
・
氏
族
の
有
力
家
系
の
子
弟
を
国
家
に
取
り
込
み
、
契
丹
皇
帝
を
中
心
と
す
る
家
父
長
的

君
臣
関
係
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
制
度
と
し
て
機
能
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
本
論
考
の
第
一
篇
で
加
藤
氏
は
、
一

O
世
紀
に
耶
律
阿
保
機
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
契
丹
帝
国
（
遼
朝
）
の
国
家
構
造
な
い
し

支
配
機
構
の
核
心
が
「
著
帳
官
制
」
に
あ
り
、
そ
の
起
源
が
建
国
者
た
る
阿
保
機
自
身
が
編
成
し
た
「
腹
心
部
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
看
破

し
、
そ
の
「
腹
心
部
」
や
「
著
帳
官
制
」
の
本
質
を
、
私
と
共
通
の
恩
師
で
あ
る
護
雅
夫
先
生
が
若
き
日
に
研
究
・
発
表
し
た
チ
ン
ギ
ス
汗

の
ネ
ケ
ル
と
対
比
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

加
藤
修
弘
卒
業
論
文
の
公
刊
に
あ
た
っ
て
（
森
安
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い
か
に
出
色
の
出
来
映
え
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
こ
に
公
刊
す
る
も
の
は
学
部
生
の
手
に
な
る
卒
論
な
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
論
証
不
足
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
の
は
致
し
方
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
は
第
一
篇
を
締
め
括
る
第
七
章
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に

お
け
る

z
o
w骨
と
の
比
較
」
の
末
尾
に
九
「
以
上
、
初
期
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
お
け
る

Z
保
母
の
あ
り
方
を
、
遼
の
著
帳
の
姿
と
比
較
し
て
み

て
、
そ
の
類
似
性
の
大
き
さ
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
こ
の
両
者
が
、
と
も
に
北
方
遊
牧
民
族
の
固
有
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

本
質
的
に
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
の
欄
外
に
は
、
東
大
教
授
陣
の
ど
な
た
か
の
手
で
「
勇

み
足
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
し
か
る
に
私
の
評
価
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
本
論
考
の
最
大
の
価
値
は
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
の
で

あ
り
、
今
後
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
研
究
に
と
っ
て
必
須
の
先
行
研
究
に
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
加
藤

氏
が
卒
論
を
執
筆
し
始
め
る
二
年
前
に
、
実
は
著
帳
官
・
御
帳
官
を
論
じ
た
島
田
正
郎
論
文
が
公
刊
（
武
田
氏
に
よ
る
解
題
参
照
）
さ
れ
て

お
り
、
本
人
は
そ
れ
に
ま
っ
た
く
気
付
い
て
い
な
い
。
卒
論
指
導
は
学
生
任
せ
で
あ
っ
た
当
時
の
東
大
東
洋
史
の
状
況
で
、
学
部
学
生
に
先

行
研
究
を
完
壁
に
ト
レ
ー
ス
す
る
よ
う
に
求
め
る
の
は
や
や
酷
で
あ
る
が
、
公
刊
す
る
以
上
は
や
は
り
そ
れ
は
欠
陥
と
な
る
。
し
か
し
、
そ

の
公
刊
は
本
人
で
は
な
く
、
島
田
論
文
と
比
較
し
た
後
も
加
藤
卒
論
の
価
値
は
い
さ
さ
か
も
損
な
わ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
森
安
の
責
任

で
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
情
状
酌
量
を
お
願
い
す
る
次
第
プ
で
あ
る
。
こ
の
判
断
が
誤
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
武
田
解
題
に
よ
っ
て
も
諒
解
さ

れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
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と
こ
ろ
で
、
遊
牧
国
家
が
興
亡
し
た
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
歴
史
を
解
明
す
る
た
め
の
努
力
は
一
九
世
紀
末
以
来
営
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
が
農
耕
都
市
文
明
世
界
に
お
け
る
国
家
の
変
遷
を
辿
り
つ
つ
、
国
家
を
成
立
さ
せ
て
い
る
要
素
と
か
国
家
構
造
を
探

り
出
し
て
「
国
家
」
と
い
う
も
の
を
定
義
し
た
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
遊
牧
国
家
は
世
界
史
の
中
で
過
小
評
価
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
。
西
欧
発
の
近
代
国
家
論
や
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
史
観
の
強
い
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
見
地
か
ら
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア

史
を
再
構
築
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
や
世
界
情
勢
も
学
界
状
況
も
一
変
し
た
。
今
後
は
遊
牧
国
家
の
本
質
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
「
著
帳
官
」
も
含
む
Z
O
W
O
H

ネ
ケ
ル
（
ノ
コ
ル
）
と
い
う
歴
史
学
的
概
念
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
表
裏
一
体
で
あ
る
同
宣
明
ケ
シ

ク
と
い
う
概
念
な
い
し
制
度
の
探
究
が
、
ま
す
ま
す
広
い
視
野
の
も
と
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
そ
れ
を
予
感
さ
せ



る
史
実
の
発
掘
も
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
後
、
契
丹
の
「
著
帳
官
」
や
モ
ン
ゴ
ル
の
ネ
ケ
ル
な
い
し
ケ
シ
ク
「
怯
醇
」
と

対
比
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
北
貌
の
「
中
散
」
・
「
直
後
／
直
後
真
」
・
「
直
真
／
直
寝
」
・
「
烏
媛
真
」
と
か
「
比
徳
真
」
・
「
可

薄
真
」
・
「
胡
洛
真
」
・
「
乞
高
真
」
な
ど
、
北
斉
・
陪
の
「
直
後
」
「
直
寝
」
、
惰
・
唐
の
「
庫
真
（
庫
直
と
も
誤
記
さ
れ
る
か
ら
元
は
庫
直

真
一
？
）
」
「
駆
圧
真
一
（
駆
匡
直
と
も
誤
記
さ
れ
る
）
／
居
座
真
一
」
、
突
一
蹴
・
ウ
イ
グ
ル
の
「
窟
合
真
一
／
／
枯
合
振
／
胡
臆
振
H

庫
合
真
一
H

ク
ル
カ

プ
チ
ン
」
「
附
離
」
や
「
シ
ヤ
ダ
ピ
ッ
ト
・
タ
ル
カ
ン
・
ブ
イ
ル
ク
」
、
安
史
の
乱
勢
力
を
は
じ
め
と
す
る
ソ
グ
ド
系
諸
集
団
の
「
チ
ヤ
カ

ル
（
柘
掲
／
鵡
掲
）
」
や
「
曳
落
河
」
、
イ
ス
ラ
ム
諸
国
家
の
「
シ
ヤ
カ
ル
」
「
グ
ラ

l
ム
」
「
マ
ム
ル

l
ク
」
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
「
カ
プ
ク

ル
」
、
大
清
帝
国
の
「
グ
チ
ユ
」
「
ヒ
ヤ
」
な
ど
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
光
が
当
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ネ
ケ
ル
と
ケ
シ
ク
の
違
い
は
重
要
な
の
で
、
こ
こ
に
、
同
じ
く
護
雅
夫
門
下
の
先
輩
で
あ
る
志
茂
碩
敏
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
た
私
の
考
え

を
述
べ
て
お
く
。
ネ
ケ
ル
と
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
原
義
は
「
友
人
、
同
僚
」
で
あ
る
が
、
チ
ン
ギ
ス
汗
に
仕
え
た
者
、
す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル

草
創
期
の
ネ
ケ
ル
と
は
主
人
に
対
し
て
隷
属
す
る
「
腹
心
の
部
下
、
御
家
人
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
一
般
化
さ
れ
た

歴
史
学
的
概
念
と
し
て
の
ネ
ケ
ル
と
は
、
後
に
国
家
君
主
と
な
る
主
人
が
権
力
を
奪
取
す
る
以
前
か
ら
起
居
を
共
に
し
、
日
常
生
活
に
お
い

て
は
衣
食
住
を
取
り
仕
切
る
家
産
的
臣
下
集
団
で
あ
り
、
軍
事
行
動
を
起
こ
す
際
に
は
主
人
を
守
護
す
る
近
衛
集
団
と
な
り
、
建
国
後
は
君

主
の
命
を
受
け
て
軍
事
・
国
政
を
補
佐
す
る
存
在
と
な
る
。
つ
ま
り
ネ
ケ
ル
と
は
権
力
奪
取
ま
で
に
腹
心
と
な
っ
た
部
下
と
そ
の
子
孫
に
限

ら
れ
、
従
っ
て
も
は
や
増
え
る
こ
と
は
な
い
譜
代
の
家
柄
の
家
臣
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
順
番
に
宿
衛
す
る
者
で
あ
る
ケ
シ

ク
は
、
権
力
奪
取
前
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
ネ
ケ
ル
と
重
な
る
が
、
権
力
奪
取
後
に
も
新
た
に
服
属
し
て
き
た
集
団
の
君
長
の
子
弟
を
、
半
ば
人

質
と
し
て
宮
廷
に
取
り
込
み
、
訓
練
・
教
育
を
施
し
て
か
ら
軍
人
や
高
級
官
僚
と
し
て
登
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
理
論
上
は
い
く
ら
で

も
増
大
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
ネ
ケ
ル
は
ケ
シ
ク
に
含
ま
れ
る
が
、
ケ
シ
ク
の
長
に
な
る
の
は
ネ
ケ
ル
の
家
柄
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
ポ
ス
ト
H

モ
ン
ゴ
ル
期
の
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
に
現
れ
る
「
ナ
ウ
カ
ル
／
ノ
ウ
キ
ヤ
ル

54そ
冨
己
（
D
O
W
骨

ネ

ケ

ル
の
音
靴
）
に
は
、
ケ
シ
ク
な
い
し
は
チ
ヤ
カ
ル
と
の
混
同
が
見
ら
れ
、
「
腹
心
の
部
下
、
御
家
人
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
（
主
人
に
命
を
預

け
た
）
食
客
」
も
し
く
は
単
な
る
「
従
者
、
召
使
い
、
下
僕
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

加
藤
修
弘
卒
業
論
文
の
公
刊
に
あ
た
っ
て
（
森
安
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東
洋
史
論
集
四

O

執
筆
後
半
世
紀
近
い
時
を
経
て
世
に
現
れ
た
本
論
文
は
、
時
代
と
地
域
を
超
越
し
て
展
開
し
た
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
遊
牧
国
家
の
み
な
ら

ず
、
か
つ
て
は
「
征
服
王
朝
」
と
言
わ
れ
た
「
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
国
家
」
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
先
行
す
る
北
貌
・
北
朝
・
惰
唐
と
い
っ
た

「
拓
政
国
家
」
の
国
家
構
造
を
考
察
す
る
上
で
、
今
後
の
研
究
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
な
ろ
う
。
漢
文
で
「
親
信
」
「
侍

衛
」
「
宿
衛
」
「
近
侍
」
「
内
侍
」
な
ど
と
書
か
れ
る
よ
う
な
側
近
集
団
あ
る
い
は
親
衛
隊
的
な
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
漢
文
や
イ
ス
ラ
ム
史
料
、

さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
語
史
料
な
ど
で
は
一
見
奴
隷
的
で
低
く
卑
し
い
身
分
と
さ
れ
な
が
ら
実
は
君
主
の
す
ぐ
お
側
近
く
に
仕
え
て
い

た
者
も
、
全
て
歴
史
概
念
と
し
て
の
ネ
ケ
ル
（
ノ
コ
ル
）
・
ケ
シ
ク
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
い
〉
フ
息
味
で
、
も
う
三

O
年
以
上
も
前
か
ら
北
貌
の
「
内
朝
」
に
つ
い
て
同
様
の
見
通
し
を
も
っ
て
研
究
を
継
続
し
て
こ
ら
れ
た
川
本
芳

昭
教
授
の
元
で
、
本
論
文
が
公
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
、
と
て
も
偶
然
と
は
思
え
な
い
何
か
を
感
じ
て
い
る
。
以
下
に
は
、
そ
の

実
現
に
御
尽
力
い
た
だ
い
た
方
々
の
御
名
前
を
列
挙
し
、
加
藤
修
弘
・
森
安
孝
夫
の
連
名
で
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

川
本
芳
昭
（
九
州
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
、
武
田
和
哉
（
奈
良
市
教
育
委
員
会
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
主
任
）
、

毛
利
英
介
（
京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
、
森
部
豊
（
関
西
大
学
文
学
部
教
授
）
、
藤
原
崇
人
（
関
西
大
学
文
学
部
・
龍
谷
大

学
文
学
部
兼
任
講
師
）
、
山
根
弓
果
（
龍
谷
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
、
武
内
康
則
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
・
大
谷
大
学
P

D
）
、
戸
川
貴
行
・
藤
野
月
子
・
福
永
善
隆
（
以
上
三
名
、
九
州
大
学
専
門
研
究
員
）
、
稲
住
哲
朗
・
植
松
慎
悟
（
以
上
二
名
、
九
州
大

学
大
学
院
博
士
課
程
）
、
井
上
雄
介
・
塩
田
孝
浩
・
福
井
順
忍
・
吉
岡
宏
治
（
以
上
四
名
、
九
州
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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凡
例
①
本
文
中
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
番
号
は
、
原
註
の
番
号
を
示
し
て
お
り
、
漢
数
字
の
番
号
は
補
注
の
番
号
を

示
し
て
い
る
。

②
本
文
に
関
す
る
諸
事
項
に
つ
い
て
は
、
補
注
の
【
全
体
事
項
】
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。




