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橡
本
　
聡
美
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
鯰
絵
と
歌
川
派
の
浮
世
絵
―
江
戸
後
期
の
錦
絵
と
報
道
―
』　
　
審
査
要
旨

論
文
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
江
戸
を
襲
っ
た
大
地
震
に
伴
い
制
作
さ
れ
た
、「
鯰

絵
」
と
称
さ
れ
る
作
品
群
に
対
す
る
緻
密
な
分
析
と
検
討
を
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
鯰
絵

は
、
鯰
が
地
震
を
引
き
起
こ
す
と
の
伝
承
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
多
色
摺
の
錦
絵
を
指
す

名
称
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
文
化
人
類
学
者
の
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
（
一
九
二
〇

～
一
九
九
六
）
の
著
書
、『
鯰
絵
　
民
俗
的
想
像
力
の
世
界
』（
一
九
七
九
年
刊
）
な
ど
を
介

し
て
広
ま
り
、
定
着
す
る
に
至
っ
た
。
鯰
絵
に
は
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
戯
画
的
な
絵
画
表
現

が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
添
え
ら
れ
た
詞
書
か
ら
は
、
復
興
や
世
直
し
と
い
っ
た
願
望
や
、
震

災
が
も
た
ら
す
被
害
に
対
す
る
う
っ
憤
な
ど
、
民
衆
の
生
々
し
い
感
情
を
読
み
取
る
こ
と
も

で
き
る
。

　
従
来
の
研
究
史
で
は
、
鯰
絵
は
民
俗
学
や
災
害
情
報
史
と
い
っ
た
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
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こ
と
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
災
害
後
の
混
乱
期
に
矢
継
ぎ
早
に
出
版
さ
れ
た
た
め
、
鯰
絵

は
従
来
の
錦
絵
に
比
す
る
と
作
画
時
間
も
短
く
、
画
風
や
彫
摺
の
表
現
も
緻
密
さ
に
欠
け
る

印
象
を
持
た
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
多
く
は
法
令
を
掻
い
潜
っ
た
出
版
物
で
あ
っ
た
た

め
、
絵
師
の
名
も
ほ
ぼ
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
気
浮
世
絵
師
の
関
与
も
推
定
さ
れ
る
一
方

で
、
作
家
研
究
の
対
象
と
な
る
機
会
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

　
鯰
絵
の
美
術
的
な
価
値
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
状
況
下
で
、
橡
本

氏
は
国
内
お
よ
び
海
外
の
諸
機
関
が
所
有
す
る
膨
大
な
点
数
の
錦
絵
か
ら
、
二
〇
一
点
に
及

ぶ
鯰
絵
を
抽
出
し
、最
新
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
基
礎
資
料
の
作
成
に
挑
ん
だ
。
精
査
を
重
ね
、

特
に
画
中
の
モ
チ
ー
フ
の
詳
細
な
分
類
に
尽
力
し
た
結
果
、
鯰
絵
の
画
題
が
整
理
さ
れ
、
か

つ
、
用
途
の
多
様
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
発
展
で
あ
る
。
例
え
ば
庶
民
に
人

気
の
歌
舞
伎
を
題
材
と
し
た
作
品
や
、
コ
ミ
カ
ル
な
戯
画
の
表
現
を
用
い
た
も
の
、
地
震
か

ら
命
や
家
屋
を
守
る
護
符
の
機
能
を
有
す
る
も
の
、
更
に
子
ど
も
向
け
の
遊
具
と
し
て
愛
さ

れ
た
「
お
も
ち
ゃ
絵
」
に
分
類
さ
れ
る
作
例
も
示
さ
れ
た
。
鯰
絵
の
制
作
が
浮
世
絵
の
人
気

主
題
の
上
に
成
り
立
ち
、同
じ
需
要
者
層
に
向
け
て
発
信
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
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安
政
江
戸
地
震
か
ら
七
年
後
の
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
は
、
俗
に
「
命
定
め
」
と
恐

れ
ら
れ
た
麻
疹
や
、
コ
レ
ラ
な
ど
の
伝
染
性
の
病
が
流
行
し
た
。
こ
う
い
っ
た
社
会
状
況
下

に
お
い
て
も
、
療
養
に
適
し
た
暮
ら
し
の
指
南
や
、
護
符
と
し
て
の
機
能
を
持
た
せ
た
麻
疹

絵
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
鯰
絵
制
作
で
培
わ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
が
以
後
の
錦
絵
に
も
継
承

さ
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
本
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
本
論
文
の
構
成
と
各
章
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
「
浮
世
絵
と
江
戸

出
版
界
」
で
は
、
鯰
絵
出
版
の
基
盤
と
な
る
事
項
と
し
て
、
①
絵
師
、
②
板
元
、
③
法
令
の

三
点
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
天
保
の
改
革
が
出
版
界
に
与
え
た
甚
大
な
影
響
と
、
同
時
期
の

錦
絵
の
制
作
状
況
を
整
理
し
て
論
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
揃
物
の
出
版
背
景
や
筆
禍
に

あ
っ
た
作
品
の
傾
向
、
人
気
役
者
の
追
悼
を
目
的
に
無
届
で
出
版
さ
れ
た
「
死
絵
」、
病
の

流
行
に
伴
い
作
成
さ
れ
た
「
疱
瘡
絵
」
や
「
は
し
か
絵
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
出
版
体
制
の

解
明
を
試
み
た
。

　
①
の
絵
師
に
関
わ
る
事
項
と
し
て
は
、
天
保
の
改
革
で
画
題
に
制
約
が
加
わ
り
、
役
者
や

遊
女
を
描
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
結
果
、
動
物
等
の
擬
人
化
に
よ
る
役
者
似
顔
絵
の
制
作
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や
、
浮
説
の
流
布
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
風
刺
的
な
作
例
が
増
え
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
②

に
関
し
て
は
、
天
保
の
改
革
が
板
元
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
問
屋
仲
間
と
検
閲
体
制
の

二
点
か
ら
確
認
し
、
問
屋
仲
間
の
解
散
に
よ
り
検
閲
体
制
が
変
わ
り
、
新
規
の
板
元
も
増
え
、

結
果
的
に
社
会
情
勢
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
出
版
物
が
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
③
に
つ
い
て
は
、
総
数
四
一
点
の
筆
禍
に
あ
っ
た
作
例
を
対
象
に
そ
の
理
由
を
検
討
し

た
。
取
り
締
ま
り
の
理
由
で
最
も
多
い
の
が「
浮
説
の
流
布
」、次
い
で「
無
届
出
版
」で
あ
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
、
次
章
以
降
の
鯰
絵
研
究
の
重
要
な
布
石
と
な
っ
た
。

　
第
二
章
「
安
政
江
戸
地
震
と
鯰
絵
」
で
は
、
同
時
代
資
料
を
用
い
て
「
鯰
絵
」
と
い
う
用

語
を
定
義
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
結
果
、
本
論
で
は
鯰
絵
を
、
①
多
色
摺
り
で
大
判
サ
イ
ズ

で
あ
る
錦
絵
と
し
、
風
景
画
、
絵
地
図
は
含
め
な
い
こ
と
、
②
震
災
や
そ
の
後
の
様
子
を
多

色
摺
の
絵
と
戯
作
文
で
示
し
た
作
例
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
鯰
を
描
い
て
い
な
く
て
も
こ

れ
に
含
む
こ
と
、
③
安
政
江
戸
地
震
直
後
に
、
検
閲
を
受
け
ず
無
届
で
出
版
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
こ
と
、
の
三
つ
の
要
素
を
兼
ね
た
作
例
と
定
め
た
。
鯰
絵
と
し
て
二
〇
一
点
を
抽
出
す

る
に
至
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
信
仰
、
職
種
、
時
事
的
な
モ
チ
ー
フ
に
分
類
し
た
。
ま
た
こ
の
う
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ち
鯰
を
描
い
た
一
六
二
点
に
関
し
て
は
、
鯰
の
大
き
さ
や
そ
の
存
在
の
善
悪
の
と
ら
え
方
に

よ
り
分
類
を
進
め
、
①
地
震
の
象
徴
で
あ
る
鯰
を
、
完
全
に
悪
者
と
し
て
表
現
し
た
例
は
少

な
い
こ
と
、
②
巨
大
化
し
た
恐
怖
の
対
象
と
し
て
の
大
鯰
と
、
擬
人
化
し
た
コ
ミ
カ
ル
な
鯰

の
表
現
は
、
必
ず
し
も
時
系
列
で
分
類
で
き
な
い
こ
と
、
③
擬
人
化
さ
れ
た
鯰
は
一
二
五
例

確
認
さ
れ
る
が
、
中
に
は
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
の
善
光
寺
地
震
に
由
来
す
る
作
例
も
あ

り
、
安
政
大
地
震
の
前
か
ら
あ
る
表
現
と
想
定
で
き
る
こ
と
、
④
神
聖
な
存
在
で
あ
る
鹿
島

大
明
神
も
、
鯰
絵
に
お
い
て
は
世
俗
的
で
身
近
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
、

主
に
絵
画
表
現
か
ら
読
み
解
け
る
事
項
を
検
討
し
た
。

　
第
三
章
「
鯰
絵
の
分
類
と
分
析
」
で
は
、
鯰
絵
に
描
か
れ
た
事
物
を
検
討
し
、
個
々
の
作

品
の
凡
そ
の
出
版
時
期
を
割
り
出
す
作
業
を
行
っ
た
。
具
体
的
に
は
、恵
比
寿
講
や
施
餓
鬼
、

酉
の
市
な
ど
の
祭
礼
の
ほ
か
、
吉
原
仮
宅
営
業
と
い
っ
た
特
定
の
月
日
を
暗
示
す
る
事
例
に

関
わ
る
描
写
な
ど
か
ら
、
凡
そ
の
刊
行
時
期
を
推
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
三
〇
点
の
鯰
絵

に
つ
い
て
一
二
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
作
品
を
時
系
列
に
並
べ
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
、
歌
舞

伎
の
演
目
に
由
来
し
た
鯰
絵
二
八
点
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
、
先
行
す
る
歌
川
派
の
役
者
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絵
や
、
歌
舞
伎
の
セ
リ
フ
に
因
む
詞
書
の
採
用
な
ど
、
歌
舞
伎
愛
好
者
の
需
要
に
も
応
え
る

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
お
も
ち
ゃ
絵
の
作
例
を
挙
げ
、

鯰
絵
が
そ
の
後
の
錦
絵
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
な
お
、
特
定
が
難
し
い
と

さ
れ
て
い
る
鯰
絵
の
作
者
に
つ
い
て
も
、
戯
画
を
得
意
と
し
た
こ
と
で
、
制
作
へ
の
関
与
が

推
定
さ
れ
て
き
た
歌
川
国
芳
（
一
七
九
七
～
一
八
六
一
）
の
ほ
か
、
歌
川
国
郷
（
？
～

一
八
五
八
）
な
ど
の
絵
師
名
も
挙
が
り
、
歌
川
派
を
軸
と
し
た
制
作
状
況
の
一
端
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　
結
章
で
は
、
①
鯰
絵
の
出
版
体
制
、
②
鯰
の
大
き
さ
と
立
場
（
善
悪
な
ど
）、
③
鯰
絵
の

主
題
、
④
鯰
絵
と
信
仰
、
⑤
鯰
絵
の
作
者
像
、
そ
し
て
⑥
幕
末
の
錦
絵
の
特
質
と
い
っ
た
六

つ
の
項
目
に
渡
っ
て
、
鯰
絵
の
出
版
体
制
を
総
合
的
に
考
察
し
た
。
護
符
の
要
素
に
加
え
、

役
者
絵
、
美
人
画
、
お
も
ち
ゃ
絵
と
い
っ
た
浮
世
絵
の
人
気
主
題
を
素
地
に
構
成
さ
れ
た
鯰

絵
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
機
能
と
絵
画
と
し
て
の
娯
楽
性
と
い
う
、
ま
さ
に
幕
末
の
浮
世

絵
の
特
徴
を
併
せ
持
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
震
災
直
後
の
混
乱
期
の
庶
民
の
暮
ら
し

を
支
え
る
情
報
源
に
な
り
得
た
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
橡
本
氏
の
十
余
年
に
わ
た
る
鯰
絵
に
関
す
る
研
究
成
果
を
盛
り
込
ん
だ
意
欲

作
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
的
な
例
が
、
二
〇
一
点
に
及
ぶ
鯰
絵
の
詳
細
な
デ
ー
タ
を
集
約
し
た

一
覧
表
を
含
む
、
充
実
し
た
資
料
集
で
あ
る
。
安
政
の
大
地
震
後
に
刊
行
さ
れ
た
鯰
絵
を
中

心
と
す
る
研
究
対
象
に
つ
い
て
、
国
内
に
お
け
る
調
査
は
も
ち
ろ
ん
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ

ン
国
立
民
族
学
博
物
館
、
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
の
調
査
を
行
う
な
ど
、
広
範
囲

に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
が
そ
の
知
見
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
高
く

評
価
す
べ
き
点
の
一
つ
で
あ
る
。

　
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
が
『
鯰
絵
　
民
族
的
想
像
力
の
世
界
』
を
刊
行
し
て
以
降
、
主
に
民
俗
学

の
立
場
か
ら
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
鯰
絵
に
つ
い
て
、
浮
世
絵
を
軸
と
し
た
美
術
史

の
立
場
か
ら
、
江
戸
出
版
文
化
に
お
け
る
諸
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
も
本
研
究
の

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　
本
論
文
に
お
い
て
査
読
者
の
評
価
が
特
に
高
か
っ
た
事
項
は
、
以
下
の
四
項
目
で
あ
る
。

①
二
〇
一
点
も
の
鯰
絵
作
品
を
対
象
に
、
描
か
れ
た
事
物
の
詳
細
な
検
討
や
刊
行
時
期
の
推
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定
な
ど
も
含
め
緻
密
な
分
析
を
行
っ
た
こ
と
、
②
法
令
集
や
随
筆
な
ど
多
様
な
史
料
を
用

い
、
出
版
界
の
動
向
と
鯰
絵
の
特
質
を
関
連
付
け
た
こ
と
、
③
こ
れ
ま
で
明
確
に
は
示
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
、
浮
世
絵
に
お
け
る
鯰
絵
と
い
う
主
題
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
こ
と
、
④
詳

細
な
資
料
集
が
今
後
出
版
等
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
美
術
史
は
も
と
よ
り
、
民
俗
学
、

災
害
史
、
芸
能
史
ほ
か
、
隣
接
す
る
複
数
の
分
野
の
研
究
に
そ
の
成
果
が
活
用
さ
れ
る
こ
と

が
期
待
で
き
る
こ
と
、
な
ど
が
主
た
る
評
価
対
象
と
な
っ
た
。

　
①
に
関
し
て
は
、こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
盛
り
込
み
な
が
ら
、『
藤
岡
屋
日
記
』
や
随
筆
『
な

ゐ
の
日
並
』
な
ど
の
文
献
を
用
い
て
、
個
々
の
作
品
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
を
特
定
す
る
と
い

う
方
法
に
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
鯰
の
大
き
さ
や
擬
人
化
の
方
法
と
い
っ
た
絵
画

表
現
に
注
目
し
、
細
部
に
わ
た
り
分
析
を
試
み
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
美
術
史
研
究
な
ら
で
は
の

視
点
で
あ
る
。
特
に
震
災
後
の
時
間
経
過
と
鯰
の
表
現
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
新
た
な
分

析
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
以
降
提
唱
さ

れ
て
き
た
、「
鯰
を
大
き
く
描
く
の
は
自
然
へ
の
畏
怖
、
悪
と
し
て
の
象
徴
で
あ
り
、
時
間

の
経
過
に
よ
り
人
々
が
地
震
へ
の
恐
れ
を
失
う
と
鯰
を
卑
近
な
も
の
と
し
て
小
さ
く
描
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く
」、
と
い
う
通
説
に
疑
問
を
持
ち
、
鯰
の
姿
の
大
小
が
時
間
経
過
に
比
例
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
本
論
文
で
明
ら
か
に
し
得
た
こ
と
は
、
橡
本
氏
の
大
き
な
成
果
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
社
会
的
な
出
来
事
を
戯
画
化
し
て
報
道
す
る
ま
で
の
時
間
の
短
さ
は
、
西
洋
に
お
け

る
出
版
状
況
と
一
線
を
画
す
も
の
で
、
そ
こ
に
日
本
の
出
版
界
の
独
自
性
が
表
れ
て
い
る
と

の
、
副
査
か
ら
の
興
味
深
い
指
摘
も
あ
っ
た
。

　
②
の
文
献
活
用
に
関
し
て
は
、
従
来
の
鯰
絵
研
究
に
不
足
し
て
い
た
も
の
の
一
つ
で
、
鯰

絵
刊
行
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
視
点
で
あ
る
。
天
保
の
改
革
以
降
の
風
刺

画
や
戯
画
、
疫
病
に
関
す
る
疱
瘡
絵
、
麻
疹
絵
な
ど
に
関
す
る
作
品
を
丹
念
に
調
べ
て
論
じ

た
手
法
か
ら
は
、
江
戸
出
版
界
に
対
す
る
橡
本
氏
の
俯
瞰
的
な
視
点
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
当
時
は
施
政
者
や
社
会
の
構
造
に
対
す
る
批
判
を
、
出
版
物
等
で
直
接
的
に
表
現
す
る
こ

と
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。
天
保
の
改
革
で
浮
世
絵
の
出
版
規
制
が
行
わ
れ
た
際
も
、
幕
府
へ

の
不
満
が
風
刺
画
と
い
う
形
で
間
接
的
に
表
現
さ
れ
た
。
検
閲
制
度
の
も
と
、
社
会
や
世
相

を
巧
み
に
反
映
し
た
浮
世
絵
が
刊
行
さ
れ
た
事
例
を
、『
市
中
取
締
類
集
』
な
ど
の
史
料
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
鯰
絵
刊
行
の
背
景
を
よ
り
深
く
解
明
し
た
点
に
も
、
本
論
文
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の
独
自
性
が
あ
る
。

　
③
に
関
し
て
は
、
鯰
絵
以
外
に
も
歌
舞
伎
や
風
刺
画
、
戯
画
、
疱
瘡
絵
、
麻
疹
絵
に
関
す

る
作
品
リ
ス
ト
な
ど
、
様
々
な
基
礎
資
料
の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た
い
。

特
に
、
本
論
文
の
核
と
な
る
【
表
11
】「
鯰
絵
モ
チ
ー
フ
分
析
リ
ス
ト
」
は
、
膨
大
な
デ
ー

タ
を
構
築
し
た
か
な
り
の
労
作
で
あ
り
、
今
後
も
複
数
の
分
野
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。
個
々
の
作
品
に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
や
護
符
な
ど
の
役
割
、
擬
人
化
や
鯰
の
描
写

の
大
小
と
い
っ
た
表
現
方
法
、
出
版
時
期
に
関
わ
る
情
報
も
整
理
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
通
覧
す

る
こ
と
で
鯰
絵
刊
行
の
時
系
列
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
美
術
史
研
究
の
立
場
か

ら
、
橡
本
氏
が
実
見
し
調
査
に
あ
た
っ
た
作
品
を
も
と
に
、
最
新
の
所
蔵
機
関
の
デ
ー
タ
を

開
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
鯰
絵
研
究
の
進
展
を
促
す
結
果
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
、
重
ね

て
評
価
す
べ
き
点
と
考
え
る
。

　
一
方
で
今
後
の
課
題
と
す
べ
き
点
と
し
て
、い
く
つ
か
の
指
摘
も
な
さ
れ
た
。
一
点
目
は
、

用
語
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
鯰
絵
と
い
う
名
称
が
近
年
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
術
語
で
あ
る
た
め
、
制
作
当
時
の
状
況
に
即
し
て
よ
り
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
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の
指
摘
は
、
今
後
の
重
要
な
検
討
事
項
で
あ
る
。
ま
た
二
点
目
は
、
資
料
の
活
用
法
に
関
す

る
指
摘
で
あ
る
。
一
五
点
に
及
ぶ
表
や
リ
ス
ト
は
確
か
に
労
作
で
あ
る
が
、
デ
ー
タ
量
の
多

さ
か
ら
本
論
文
で
は
ま
だ
十
分
に
活
用
し
き
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

と
く
に
鯰
絵
の
刊
行
時
期
の
特
定
や
被
災
者
の
状
況
の
推
移
な
ど
に
関
し
て
は
、
今
後
の
分

析
に
よ
っ
て
よ
り
明
ら
か
に
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
歌
舞
伎
と
鯰
絵
の
関
わ
り
に
着
目

し
、
芸
能
史
の
領
域
に
も
踏
み
込
ん
だ
面
白
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
評
価
も

あ
っ
た
が
、
同
様
に
、
資
料
を
横
断
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
有
用
な
発
見
が
ま
だ
ま
だ

見
込
め
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
も
示
さ
れ
た
。

　
以
上
の
検
討
す
べ
き
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
世
紀
の
浮
世
絵
や
出
版
界
の
動
向

を
、
先
行
研
究
で
は
欠
け
て
い
た
美
術
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
、
鯰
絵
の
分
析
を
通

じ
て
丁
寧
に
時
間
を
か
け
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
十
分
に
評
価
に
値
す
る
。
本
論
を
ま

と
め
る
中
で
誕
生
し
た
新
た
な
疑
問
や
課
題
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
今
後
も
継
続
し
て
自
身

の
知
見
を
発
信
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
審
査
委
員
に
よ
る
口
頭
試
問
を
経
て
、
そ
の
結
果
を
総
合
的
に
判
断
し
、
本
論
文
の
提
出
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者
で
あ
る
橡
本
聡
美
は
、博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。

令
和
四
年
二
月
十
六
日
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