
本
論
考
は
、
著
者
が
一
九
九
六
年
か
ら
二
○
○
五
年
の
一
○
年
間
に
発
表

さ
れ
た
論
文
、
学
会
発
表
を
ま
と
め
た
「
第
一
篇
」
「
第
二
篇
」
と
、
そ
れ

ら
の
作
品
論
を
通
し
て
岡
本
か
の
子
文
学
に
流
れ
る
底
流
を
読
み
解
き
、
そ

こ
に
ひ
と
つ
の
物
事
に
執
着
す
る
生
き
方
、
す
な
わ
ち
「
ひ
た
ご
こ
ろ
」
を

見
出
し
た
と
す
る
「
序
説
」
。
全
集
未
収
録
作
品
な
ど
を
集
め
た
「
第
三
篇
」
、

そ
れ
に
「
岡
本
か
の
子
読
書
・
言
及
年
表
稿
」
か
ら
成
る
。

第
一
篇
第
一
章
で
、
著
者
は
か
の
子
の
初
期
童
話
、
特
に
全
集
未
収
録
の

「
赤
と
ん
ぼ
」
「
秀
子
の
人
形
」
「
テ
ス
の
話
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「
赤
と
ん
ぼ
」
で
は
赤
と
ん
ぼ
を
追
い
か
け
て
い
る
う
ち
に
失
く
し
て
し
ま

っ
た
帯
を
赤
と
ん
ぼ
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
道
徳
的
な
自
制
心

と
愛
育
心
を
自
得
す
る
精
神
的
成
長
を
招
来
」
さ
せ
た
と
す
る
。
「
秀
子
の

人
形
」
は
大
切
に
し
て
い
た
人
形
の
「
君
ち
や
ん
」
を
、
人
間
と
の
区
別
を

す
る
術
を
知
ら
な
か
っ
た
秀
子
が
川
で
洗
っ
て
し
ま
い
、
士
で
で
き
た
「
君

ち
や
ん
」
は
溶
け
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
秀
子
は
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
の
ほ

う
が
好
き
だ
と
気
付
く
。
著
者
は
「
三
歳
か
ら
七
歳
頃
の
幼
児
の
日
常
に
お

け
る
心
的
変
化
を
追
う
こ
と
で
、
読
み
手
に
正
し
い
愛
情
の
向
け
方
を
感
得

〔
書
評
〕外

村
彰
著
『
岡
本
か
の
子
の
小
説
八
ひ
た
ご
こ
ろ
ｖ
の
形
象
』

外
村
彰
著
『
岡
本
か
の
子
の
小
説
く
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形
象
」

さ
せ
よ
う
と
し
た
作
」
だ
と
見
る
。
「
テ
ス
の
話
」
は
力
も
権
威
も
持
っ
た

犬
の
テ
ス
が
、
そ
の
境
遇
か
ら
傲
慢
に
な
り
、
つ
い
に
は
病
気
で
目
の
不
自

由
な
雌
犬
に
ひ
ど
い
い
た
ず
ら
を
仕
掛
け
る
が
、
雌
犬
の
正
直
で
疑
う
こ
と

を
知
ら
な
い
態
度
か
ら
テ
ス
は
自
己
を
省
み
る
契
機
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
初
期
童
話
を
著
者
は
「
大
正
八
年
か
ら
十
年
ま
で
の
諸
作
に

は
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
る
前
の
、
内
発
的
な
作
者
の
資
性
が
包
含
さ
れ
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
文
学
的
助
走
期
に
表
現
さ
れ
て
い

た
何
ら
か
の
個
性
的
原
資
が
、
晩
成
期
の
か
の
子
文
学
に
あ
っ
て
な
お
通
底

し
て
い
る
可
能
性
」
を
指
摘
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
か
の
子
文
学
で
語
ら
れ
る

「
煩
悩
即
菩
提
」
の
構
想
が
「
初
期
童
話
に
見
出
さ
れ
た
「
迷
妄
の
浄
化
」

を
基
底
と
し
て
お
り
、
の
ち
仏
教
思
想
を
契
機
と
し
深
化
拡
大
さ
れ
た
も
の

と
考
え
」
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

第
二
篇
で
は
「
花
は
勁
し
」
「
金
魚
僚
乱
」
「
み
ち
の
く
」
「
河
明
り
」
「
潭

沌
未
分
」
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
六
篇
の
小
説
の
分
析
・
考
察
を
行
っ
て

い
る
Ｏ「

花
は
勁
し
」
の
主
人
公
三
保
谷
桂
子
は
絵
画
を
学
ん
で
い
た
が
、
二
二

北

川

健

今

▲
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歳
の
折
に
描
い
た
「
理
想
画
」
の
「
白
牡
丹
」
を
同
門
の
小
布
施
か
ら
罵
ら

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
絵
画
を
捨
て
華
道
に
取
り
組
む
。
後
に
こ
の
小
布
施
の

言
葉
は
批
判
か
ら
で
は
な
く
「
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
上
の
絵
画
を
超
え
た
野
心
」

を
感
じ
た
が
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
著
者
は
小
布
施
の
い

う
「
野
心
」
を
「
自
己
の
生
命
力
の
理
想
的
表
現
」
が
桂
子
の
芸
術
家
意
識

を
貫
徹
す
る
「
主
観
」
で
あ
る
と
し
て
、
作
品
に
現
わ
れ
る
幻
覚
を
「
彼
女

の
生
命
力
の
あ
ら
わ
れ
の
一
端
」
だ
と
す
る
。
著
者
は
こ
の
「
野
心
」
を
作

中
に
も
描
か
れ
、
か
の
子
の
「
仏
教
読
本
』
で
も
言
及
さ
れ
る
バ
ル
ザ
ッ
ク

の
「
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
」
に
注
目
し
て
考
察
を
加
え
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る

老
画
家
は
、
傑
作
と
自
負
す
る
絵
を
理
解
さ
れ
ず
に
自
殺
し
て
し
ま
う
。
こ

の
時
点
を
桂
子
が
「
白
牡
丹
」
を
描
い
た
時
と
同
じ
状
態
と
し
、
そ
こ
に
は

「
空
」
観
を
獲
得
し
た
、
す
な
わ
ち
悟
り
を
得
た
姿
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

と
す
る
。
そ
の
う
え
で
著
者
は
自
ら
で
し
か
知
覚
で
き
な
い
「
空
」
の
世
界

を
万
人
に
わ
か
る
よ
う
に
表
現
す
る
た
め
、
桂
子
は
「
花
」
を
選
び
、
そ
の

表
現
手
段
の
追
求
に
一
六
年
の
歳
月
を
費
や
し
た
の
だ
と
し
、
そ
の
完
成
の

姿
が
生
け
花
の
展
覧
会
の
成
功
だ
と
見
る
。
さ
ら
に
は
作
品
の
最
終
場
面
で

の
桂
子
の
花
体
へ
の
変
容
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
作
品
を
「
「
白

牡
丹
」
の
絵
に
存
す
る
「
空
」
を
「
成
長
開
花
」
さ
せ
る
べ
く
花
に
「
三
昧
」

し
た
桂
子
は
、
自
己
の
「
生
命
」
そ
の
も
の
の
表
現
を
前
衛
的
な
生
け
花
展

で
成
就
さ
せ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
桂
子
は
そ
れ
に
よ
り
「
分
陀
利
迦
」

と
い
う
彼
女
の
「
生
命
」
本
来
の
姿
に
な
っ
て
、
彼
女
を
支
え
る
巨
大
な
花

の
「
生
命
」
と
一
体
化
し
た
の
で
あ
る
」
と
捉
え
て
い
る
。

「
金
魚
僚
乱
」
に
つ
い
て
も
著
者
は
同
じ
よ
う
に
仏
教
面
か
ら
の
ア
プ
ロ

－
チ
、
す
な
わ
ち
「
か
の
子
の
独
特
な
世
界
観
・
生
命
観
を
基
礎
に
す
え
た

見
解
で
は
な
く
、
仏
教
を
基
底
と
し
て
作
品
の
奥
行
き
を
「
読
む
」
」
こ
と

を
試
み
る
。
そ
し
て
ま
ず
「
金
魚
僚
乱
」
の
成
立
に
「
読
売
新
聞
」
に
掲
載
、

七
つ
の
霊
験
説
話
か
ら
成
る
「
新
神
秘
主
義
」
の
中
か
ら
、
典
拠
が
発
見
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
か
の
子
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
す
る
「
大

仏
と
小
仏
師
」
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
そ

の
二
つ
の
作
品
を
比
較
し
、
構
成
、
人
物
形
象
、
そ
し
て
結
末
部
の
描
き
方

と
「
金
魚
僚
乱
」
が
「
大
仏
と
小
仏
師
」
に
照
応
す
る
こ
と
を
導
き
出
す
。

こ
の
霊
験
護
を
基
に
「
金
魚
僚
乱
」
が
描
か
れ
た
と
す
る
説
に
よ
り
、
真

佐
子
に
象
徴
さ
れ
る
理
想
美
を
金
魚
で
作
り
出
そ
う
と
す
る
「
煩
悩
」
が
、

真
佐
子
の
美
を
超
え
る
金
魚
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
と
き
「
菩
提
」
に
転
じ

る
と
い
う
「
寓
意
性
」
を
復
一
に
読
み
取
り
、
「
復
一
は
大
乗
的
、
真
佐
子

は
小
乗
的
な
生
き
か
た
を
仮
託
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
。

さ
ら
に
著
者
は
「
金
魚
僚
乱
」
を
か
の
子
が
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
解
釈
し

た
「
維
摩
経
」
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
く
。
そ
れ
は
「
こ
の
世
の
万
象
に
実

体
は
な
い
、
つ
ま
り
「
空
」
と
み
れ
ば
、
「
煩
悩
」
（
迷
い
）
も
「
菩
提
」

（
悟
性
）
も
、
分
け
隔
て
で
き
な
ど
と
す
る
考
え
方
で
、
「
「
菩
提
」
の
境

地
と
最
高
の
芸
術
美
か
ら
う
け
る
胱
惚
感
は
同
じ
」
と
す
る
か
の
子
に
と
っ

て
「
真
蟄
な
「
煩
悩
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
理
想
の
美
は
、
そ
の
ま
ま

「
菩
提
」
を
内
包
」
す
る
の
だ
と
考
え
る
。

こ
の
二
作
品
に
お
け
る
仏
教
性
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
に
な
る
の
が
、

第
一
篇
第
二
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
の
子
へ
の
高
楠
順
次
郎
の
仏
教
観
か

ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
「
も
ち
ろ
ん
、
若
年
か
ら
歌
を
詠
み
つ
づ
け
た
詩
人

七
六



か
の
子
の
資
質
と
、
事
業
に
も
熱
心
な
学
者
・
教
育
者
だ
っ
た
高
楠
の
芸
術

へ
の
ス
タ
ン
ス
に
は
懸
隔
も
あ
ろ
う
が
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
か

の
子
の
芸
術
的
転
換
期
に
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
深
い
高
楠

か
ら
の
感
化
が
認
め
ら
れ
る
」
と
す
る
著
者
は
、
高
楠
の
現
世
で
の
平
和
達

成
に
は
「
男
性
的
な
「
力
の
世
界
」
」
で
は
な
く
、
女
性
的
な
「
愛
の
世
界
」

す
な
わ
ち
「
慈
愛
に
よ
る
世
界
の
理
想
化
」
こ
そ
必
要
だ
と
す
る
考
え
や
、

「
理
想
の
実
現
、
理
想
の
獲
得
に
最
も
力
あ
る
も
の
は
文
芸
」
だ
と
す
る
見

方
を
理
解
し
体
現
し
た
の
が
か
の
子
で
あ
っ
た
と
す
る
。

以
下
「
み
ち
の
く
」
で
は
、
四
郎
を
仏
弟
子
の
周
利
藥
特
に
た
と
え
、
そ

の
純
粋
で
一
途
な
思
い
が
お
蘭
の
玉
の
緒
を
曳
い
た
の
だ
と
し
、
そ
の
「
待

つ
」
姿
が
時
代
性
を
持
ち
な
が
ら
も
描
き
方
に
よ
っ
て
時
代
を
「
弧
刺
」
も

し
て
い
る
と
す
る
。
「
河
明
り
」
は
、
我
執
を
開
放
す
る
場
と
し
て
の
「
南

洋
」
に
焦
点
を
あ
て
、
日
本
の
「
南
進
政
策
」
へ
の
追
随
の
可
能
性
を
示
し

て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
三
人
の
関
係
か
ら
作
家
で
あ
る
「
私
」
へ
の
「
か

づ
け
」
、
さ
ら
に
文
学
に
よ
る
「
悩
み
」
の
再
生
産
の
機
能
も
語
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
「
「
河
明
り
」
の
構
想
に
は
文
学
と
宗
教
を
融
合
さ
せ
る
志
向
が

内
在
し
て
い
た
と
傍
証
で
き
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
潭
沌
未
分
」
で
は
、

，
．
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
か
ら
の
影
響
に
言
及
し
、
地
上
、
水
上
そ
し
て
水
中
と

場
に
よ
っ
て
小
初
の
心
情
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
を
と
ら
え
、
水

中
の
「
潭
沌
未
分
」
の
世
界
こ
そ
が
小
初
の
「
「
生
命
」
的
な
領
域
」
だ
と

し
な
が
ら
も
、
小
初
が
未
だ
「
「
歓
び
」
の
境
涯
」
に
は
な
り
き
れ
て
い
な

い
こ
と
を
論
証
し
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
意
志
的
な
運
動
」
に
す
ぎ
な
い
と

す
る
。
い
に
し
え
か
ら
日
本
人
の
憧
れ
の
地
で
あ
っ
た
京
都
に
つ
づ
く
道
と

外
村
彰
著
『
岡
本
か
の
子
の
小
説
く
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形
象
』

し
て
の
東
海
道
を
、
そ
の
終
着
地
ま
で
到
達
し
な
い
旅
を
続
け
る
作
楽
井
を
、

同
じ
く
東
海
道
を
夫
に
連
れ
ら
れ
旅
す
る
「
私
」
の
目
を
通
し
て
描
い
た

「
東
海
道
五
十
三
次
」
。
著
者
は
作
楽
井
の
京
都
へ
の
憧
れ
を
時
代
に
則
し
て

「
終
る
こ
と
の
な
い
祖
国
愛
の
精
神
が
持
続
す
る
様
態
の
隠
嶮
」
と
見
る
。

そ
し
て
「
私
」
の
息
子
の
作
曲
と
作
楽
井
と
そ
の
息
子
で
あ
る
小
松
の
関
係

を
「
自
己
表
現
の
実
現
へ
の
事
業
の
継
承
」
だ
と
す
る
。
そ
こ
に
「
事
変
下

で
作
者
が
提
唱
し
た
「
三
代
に
亘
る
長
期
の
建
設
事
業
」
の
人
的
形
象
化
と

も
な
り
え
た
。
逆
説
的
な
か
た
ち
で
同
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う
な
作
楽
井
た

ち
の
生
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
「
幸
福
」
追
求
者
の
典
型
と
し
て
描
か
れ
」

た
の
だ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
論
に
よ
り
導
か
れ
た
も
の
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
と
し
て
、
著

者
は
「
序
説
」
を
書
き
下
ろ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は
か
の
子
文
学
の
評

価
史
を
概
観
し
た
う
え
で
「
さ
て
、
か
の
子
文
学
か
ら
一
読
者
と
し
て
の
筆

者
が
特
に
親
し
み
を
覚
え
る
の
は
、
そ
の
小
説
の
多
く
に
、
何
か
一
つ
の
物

事
に
執
着
す
る
情
熱
的
な
人
間
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い

る
。
こ
れ
こ
そ
が
か
の
子
文
学
を
研
究
す
る
著
者
の
立
脚
点
だ
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
か
の
子
自
身
の
言
葉
を
借
り
て
「
一
向
ご
こ
る

（
ひ
た
ご
こ
ろ
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
ひ
た
ご
こ
ろ
」
と
は
、
理
想
や
憧
れ

に
一
心
に
取
り
組
む
姿
で
あ
り
「
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
熾
烈
な
情
念
の
謂
」
だ

と
す
る
。
こ
の
「
ひ
た
ご
こ
ろ
」
こ
そ
を
「
か
の
子
文
学
の
大
き
な
特
質
」

と
位
置
づ
け
、
か
の
子
の
「
煩
悩
即
菩
提
」
す
な
わ
ち
「
こ
の
世
の
万
象
に

実
体
は
無
い
、
つ
ま
り
「
空
」
と
み
れ
ば
、
「
煩
悩
」
（
迷
い
）
も
「
菩
提
」

（
悟
性
）
も
、
分
け
隔
て
で
き
な
い
」
と
い
う
仏
教
観
に
よ
っ
て
、
「
「
煩
悩
」
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に
と
ら
わ
れ
て
い
た
人
間
が
、
あ
る
「
因
縁
」
を
介
し
て
「
真
実
を
覚
る
」
」

の
だ
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
著
者
は
か
の
子
が
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
「
時

代
」
を
重
要
視
し
「
か
の
子
の
仏
教
観
、
あ
る
い
は
人
間
性
に
は
、
当
時
の

「
全
体
主
義
」
な
い
し
「
民
族
主
義
」
に
通
ず
る
脆
弱
さ
」
を
内
包
し
て
い

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

著
者
は
か
の
子
の
多
く
の
資
料
を
丁
寧
に
読
み
込
み
、
整
理
し
、
原
書
を

確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
「
第
三
篇
」
と
な
る
資
料
の
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。

一
九
七
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
冬
樹
社
版
『
岡
本
か
の
子
全
集
」
で
は
、
一
九

一
九
年
雑
誌
「
解
放
」
一
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
か
や
の
生
立
」
を
「
か

の
子
の
文
字
通
り
の
処
女
小
説
で
あ
る
」
と
紹
介
し
て
い
て
、
そ
れ
が
岡
本

か
の
子
研
究
で
は
通
説
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
著
者
は
、
「
か
や
の
生
立
」

以
前
に
一
九
一
九
年
一
○
月
に
は
「
赤
と
ん
ぼ
」
、
同
年
二
月
に
は
「
秀

子
の
人
形
」
が
「
良
友
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
「
良
友
」
を

実
見
、
全
集
未
収
録
資
料
と
し
て
本
書
に
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

岡
本
か
の
子
の
〈
処
女
作
〉
を
糊
る
文
学
史
的
発
見
で
あ
る
と
と
も
に
、
今

後
の
か
の
子
文
学
を
研
究
す
る
う
え
で
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
三
五
箇
所
に
及
ぶ
「
全
集
」
が
未
見
と
し
た
よ
う
な
資
料
を
探
し
出

し
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
「
実
業
之
日
本
社
版
全
集
「
付
録
」
」
に
つ
い
て

も
、
現
在
全
国
の
図
書
館
で
確
認
で
き
る
も
の
を
す
べ
て
調
べ
た
う
え
で

「
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
図
書
館
所
蔵
」
と
「
明
治
大
学
和
泉
図

書
館
所
蔵
」
の
み
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
お
り
、
そ
の
丁
寧
さ
と
努
力
に

敬
意
を
払
う
と
と
も
に
、
「
解
題
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
最
後
の

五
十
頁
ほ
ど
は
、
永
眠
後
草
稿
と
し
て
残
っ
た
の
を
、
一
平
氏
が
編
纂
さ
れ

た
も
の
」
だ
と
い
う
亀
井
勝
一
郎
の
弓
生
々
流
転
』
に
つ
い
て
」
を
発
掘

し
、
か
ね
て
か
ら
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
岡
本
一
平
に
よ
る
改
稿
へ
の

言
及
と
し
て
貴
重
な
証
言
を
見
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
岡
本
か
の
子
読

書
・
言
及
年
表
」
は
日
記
が
現
存
し
て
い
な
い
か
の
子
の
「
読
書
経
歴
を
、

年
表
形
式
に
し
」
た
も
の
で
、
文
章
や
書
簡
な
ど
か
ら
丹
念
に
拾
い
出
し
、

「
既
読
の
事
実
を
推
測
」
す
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

著
者
は
。
永
遠
な
る
も
の
」
と
い
う
「
理
想
」
に
到
達
す
る
し
な
い
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
心
不
乱
に
そ
れ
を
求
め
生
き
る
、
そ
の
よ
う
な
安
心
の
な

い
一
途
な
「
煩
悩
」
に
人
間
存
在
の
尊
さ
を
見
出
す
こ
と
が
、
著
者
な
り
の

か
の
子
文
学
へ
の
変
ら
な
い
評
価
軸
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
本
書
は
著
者

の
実
証
主
義
的
手
法
に
基
づ
き
、
丁
寧
に
作
品
を
読
み
解
き
、
か
の
子
の
言

説
や
具
体
的
な
仏
教
の
経
典
を
通
し
て
解
釈
を
深
め
、
時
代
性
と
照
合
し
な

が
ら
、
か
の
子
の
人
間
存
在
へ
の
信
頼
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代

社
会
が
今
な
お
持
ち
続
け
て
い
る
勝
者
と
敗
者
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
を

打
ち
破
る
も
の
と
し
て
の
「
ひ
た
ご
こ
ろ
」
の
可
能
性
を
提
示
し
て
く
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

（
き
た
が
わ
．
け
ん
じ
立
命
館
大
学
研
修
生
）
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