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本
書
は
、
既
発
表
の
論
文
三
本
に
、
新
た
な
論
考
二
本
に
序
章
な
ど
を

加
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
意
図
に
つ
い
て
、
日
中
比
較
民

俗
学
を
射
程
に
入
れ
て
の
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
諸
論
考
で
、

「
佐
々
木
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
柳
田
國
男
か
ら
桜

井
徳
太
郎
に
至
る
巫
俗
研
究
の
学
統
を
継
承
す
る
も
の
…
」
と
著
者
は
述

べ
る
。

　

本
書
の
全
体
的
評
価
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
だ
っ
た
ら
、
評
者

を
凌
駕
す
る
よ
う
な
分
析
力
や
記
述
の
力
を
高
く
評
価
し
た
は
ず
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
中
国
で
シ
ャ
ー
マ
ン
の
実
態
を
見
続
け
、
ま
た
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
に
お
け
る
、
民
族
や
文
化
の
概
念
、
歴
史
観
に
つ
い
て
の
荒
波
に
曝
さ

れ
て
き
た
者
と
し
て
、
本
書
の
多
く
は
残
念
な
が
ら
、
モ
ダ
ン
の
世
界
に

留
ま
る
時
代
遅
れ
の
も
の
で
し
か
な
い
。

　

三
章
と
五
章
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
、
修
士
論
文
を
再
構
成
し
た
そ
れ

は
、
宗
教
的
職
能
者
関
連
の
地
域
民
俗
誌
の
手
本
に
な
る
と
い
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
章
と
の
そ
の
大
き
な
乖
離
に
つ
い
て
、
著
者
は

な
ぜ
認
識
さ
れ
な
い
の
か
。
小
地
域
の
民
俗
・
宗
教
事
情
に
関
す
る
立
体

的
で
抑
制
的
な
語
り
、
こ
の
積
み
上
げ
が
幾
つ
も
重
ね
ら
れ
、
初
め
て
全

体
の
構
図
が
垣
間
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
膨
大
な
労

　
　
〔
書
評
〕

高
見
寛
孝
著
『
巫
女
・
シ
ャ
ー
マ
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神
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化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
中
の
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較
と
地
域
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俗
誌
の
視
点
か
ら
』佐

々
木
伸
一
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力
と
、
そ
れ
を
何
と
か
可
能
に
す
る
工
夫
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き

な
い
状
況
で
、
時
空
を
好
き
に
飛
び
回
り
解
釈
を
語
る
、
そ
れ
は
「
ま
と

も
な
研
究
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

事
々
を
論
じ
る
前
に
、
本
書
が
書
き
下
ろ
し
を
含
む
論
文
集
で
あ
る
た

め
、
ま
ず
は
章
立
て
か
ら
紹
介
を
し
て
い
き
た
い
。
年
を
記
し
て
い
な
い

の
が
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。

序
章　

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
可
能
性

第
一
章　

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
鬼
道
と
神
道

第
二
章　

日
中
憑
霊
文
化
の
比
較
（
二
〇
一
二
）

第
三
章　

生
霊
信
仰
と
脱
魂
文
化
（
二
〇
一
三
）

第
四
章　

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
来
訪
神
信
仰
（
二
〇
一
一
）

第
五
章　

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
地
域
社
会

あ
と
が
き

　

こ
の
よ
う
な
構
成
の
本
書
で
あ
る
。
序
章
で
は
、「
日
本
民
俗
学
の
巫

女
研
究
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
柳
田
國
男
の
『
巫
女
考
』
の
「
神
社
ミ

コ
」
と
「
歩
き
ミ
コ
」
は
同
根
と
い
う
説
を
紹
介
し
、『
妹
の
力
』
で
の

女
性
の
社
会
進
出
に
つ
い
て
の
先
見
性
を
述
べ
、
そ
こ
か
ら
桜
井
徳
太
郎

の
業
績
に
つ
い
て
、
日
本
社
会
で
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
関
連
の
具
体
的
調

査
と
、
彼
の
歴
史
主
義
的
な
知
見
を
紹
介
し
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
を

通
じ
、「
神
道
」
を
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
と
述

べ
、
そ
れ
を
踏
襲
し
、
そ
の
歴
史
的
視
点
か
ら
論
を
立
て
て
い
こ
う
と
す

る
と
い
う
。

　

こ
こ
が
本
書
の
評
価
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
潮
で
は
、
歴
史
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
を
意
識
し

た
語
り
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
が
、
柳
田
や
桜
井
な
ど
の
論
に
関
し
て
の

そ
れ
は
本
書
で
は
見
ら
れ
な
い
。

　

近
代
に
生
成
さ
れ
た
一
国
主
義
的
歴
史
観
で
は
、「
日
本
」
は
自
明
で

あ
り
、
過
去
か
ら
現
在
の
連
続
性
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き

た
。
日
本
あ
る
い
は
神
道
な
ど
の
「
祖
形
」
が
過
去
に
あ
り
、
変
化
し
つ

つ
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
理
解
が
そ
の
根
底
を
な
す
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

で
は
こ
の
見
直
し
が
必
要
と
さ
れ
、
桜
井
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
ま
で
な

ら
そ
れ
で
よ
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
節
の
「
宗
教
人
類
学
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
」
で
、
宗
教
人
類
学

に
つ
い
て
佐
々
木
宏
幹
、
堀
一
郎
、
古
野
清
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
観

点
を
詳
述
し
、
三
節
「
佐
々
木
宏
幹
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
」
で
は
彼
の

説
を
適
切
に
解
説
し
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
定
義
に
つ
い
て
佐
々
木
が
脱

魂
・
憑
霊
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
に
よ
り
、
著
者
は
比
べ
る
土
台
が
で
き

比
較
民
俗
学
へ
の
道
が
開
け
た
と
す
る
。
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そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
と
異
な
り
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
研
究
自
体
が
、
あ
る
意
味
こ
こ
で
終
わ
っ
た
と
い
う
感
想
を
持

つ
。
戦
前
に
「
迷
信
」
と
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
が
逮
捕
さ
れ
、
研
究
対
象
に

な
ら
な
か
っ
た
そ
れ
が
、
桜
井
ほ
か
の
努
力
で
「
ま
と
も
な
」
研
究
に

な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
エ
リ
ア
ー
デ
や
訳
者
の
堀
一
郎
が
提
起
し
た
シ
ャ
ー

マ
ン
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
脱
魂
・
憑
霊
や
シ
ャ
ー
マ
ン
・
プ
リ
ー
ス
ト

問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ャ
ー
マ
ン
を

規
定
す
る
論
争
が
そ
れ
な
り
に
落
ち
着
い
た
現
在
、
後
は
何
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
ベ
ー
ス
で
あ
る
、
幻
聴
や
幻
覚
な
ど
人
間
の
生
理

的
現
象
を
利
用
す
る
そ
れ
は
、
人
類
に
普
遍
的
で
、「
シ
ャ
ー
マ
ン｣

が

こ
う
と
定
ま
れ
ば
、
社
会
的
役
割
な
ど
を
単
に
比
較
す
る
く
ら
い
し
か
な

い
の
で
は
と
考
え
る
。
ま
た
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
自
体
を
使

う
必
要
性
も
薄
れ
て
い
る
と
感
じ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

四
節
で
は
、
本
書
の
構
成
と
内
容
と
い
う
題
で
、
以
下
の
各
章
を
ま
と

め
て
い
る
。
以
下
は
紙
幅
の
関
係
で
こ
れ
を
も
と
に
ま
と
め
た
い
。

　

一
章
で
は
、
ま
ず
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
を

研
究
す
る
こ
と
で
、
日
本
文
化
の
特
殊
性
と
普
遍
性
な
ら
び
に
日
本
の
起

源
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
す
る
。
続
け
て
の
節
で
、
卑
弥
呼
と
鬼
道
の
問

題
に
触
れ
、
そ
れ
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
し
な
い
と
す
る
論
は
妥
当
で
、

次
節
で
固
有
宗
教
と
し
て
の
神
道
に
つ
い
て
の
研
究
史
を
ま
と
め
、
そ
れ

が
仏
教
招
来
に
よ
り
意
識
化
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。
関
連

し
て
の
、「
三
国
志
」
な
ど
か
ら
抽
出
し
た
神
の
去
来
性
・
託
宣
性
・
現

世
利
益
性
を
神
道
の
中
核
と
す
る
こ
と
に
も
問
題
は
な
い
。
た
だ
こ
の
論

で
抜
け
る
の
が
「
日
本
人
」
と
は
誰
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
著
者
の
発

想
と
し
て
、
そ
こ
に
祖
形
と
し
て
の
日
本
人
が
お
り
、
彼
ら
が
そ
れ
を

担
っ
た
と
読
め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
モ
ダ
ン
の
見
解
で
し
か
な
い
。
歴
史

を
遡
っ
て
い
け
ば
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
移
動
の
一
支
脈
で
、
旧
石
器
と
縄
文

の
人
々
・
新
た
な
渡
来
者
を
含
む
弥
生
人
の
生
成
、
そ
の
誰
が
祖
形
と
し

て
の
日
本
人
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
神
道
の
基
本
と
し
て
上
記
三
点
を
挙
げ
る
が
、
託
宣
と
現
世
利

益
は
ほ
ぼ
東
ア
ジ
ア
で
共
通
し
、「
去
来
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
の

可
能
性
を
探
り
た
い
が
、
稲
に
関
す
る
そ
れ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
広
が

り
を
持
つ
。
加
え
て
陸
稲
栽
培
が
縄
文
時
代
か
ら
と
す
る
論
も
あ
り
、
な

か
な
か
難
し
い
と
い
え
よ
う
。

　

二
章
で
は
日
中
憑
霊
文
化
の
比
較
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
る
。
そ
こ

で
「
両
国
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
比
較
し
て
、
た
だ
単
に
似
て
い
る
点
と

違
っ
て
い
る
点
と
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
も
意
味
が
な
い
」
と
述
べ
、「
佐
々

木
宏
幹
の
提
言
に
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
機
能
・
構
造
的

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
宗
教
文
化
複
合
を
明
確
に
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
正
論
で
あ
る
が
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
漢
族
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
い
う
概
念
は
な
い
。
そ
れ
は
モ
ン
ゴ

ル
族
や
満
族
の
「
薩
満
」
の
こ
と
に
な
る
。
漢
族
の
シ
ャ
ー
マ
ン
に
あ
た

る
存
在
は
「
迷
信
」
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
で
、

日
中
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
比
較
と
い
う
語
り
は
、
簡
単
で
は
な
い）

（
（

。

　

一
九
九
七
年
か
ら
中
国
大
陸
で
漢
族
が
主
に
居
住
す
る
省
と
直
轄
都
市

全
て
に
お
い
て
、
シ
ャ
ー
マ
ン
に
比
定
さ
れ
る
人
々
を
調
査
し
て
き
た
。

著
者
の
言
う
地
域
民
俗
誌
的
な
形
を
意
識
し
て
き
た
が
、
無
限
と
も
思
わ

れ
る
多
様
性
の
連
続
の
な
か
で
、
著
者
が
見
出
し
た
い
よ
う
な
本
質
は
識

別
で
き
な
か
っ
た（

２
）。

評
者
の
力
不
足
を
否
定
は
し
な
い
。
た
だ
、
調
べ
た

と
い
っ
て
も
そ
の
地
域
は
限
ら
れ
、
他
に
何
が
出
て
来
る
か
わ
か
ら
な
い

状
況
で
は
、
ま
ず
懐
疑
が
先
に
立
つ
。
本
質
論
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
構
築
を
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
実
感
が
い
つ
も
あ
っ
た
。
単
に
比
較
す
る
、
そ
れ

す
ら
も
難
し
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
古
典
を
使
っ
た
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
う
か
。
本
書
で
の
詳
細

は
省
く
が
、
日
中
の
古
典
か
ら
憑
霊
現
象
を
抜
き
出
し
て
の
比
較
に
つ
い

て
、
中
国
調
査
を
行
う
前
だ
っ
た
ら
適
切
と
評
し
て
い
た
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
多
様
性
を
知
っ
て
し
ま
う
と
、
時
も
場
所
も
異
な
る
事
例
を
抜
き
出

し
ま
と
め
た
そ
れ
は
、
一
体
何
を
表
現
す
る
の
か
。
根
本
的
な
疑
問
が
生

じ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
本
書
に
限
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
中
村
治
兵
衛

や
澤
田
瑞
穂
の
著
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
今
で
は
そ
れ
は
単
な
る
面
白

い
話
で
し
か
な
い
と
考
え
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
中
国
で
は
民
俗
を
歴
史
的
に
遡
っ
て
考
え
る
こ
と

は
難
し
い
。
貴
州
省
で
の
見
聞
だ
が
、
そ
こ
は
江
南
と
同
じ
民
俗
で
あ

り
、
原
因
と
し
て
明
代
に
江
南
か
ら
確
か
三
〇
万
の
兵
隊
が
送
ら
れ
、
男

を
皆
殺
し
妻
や
娘
を
自
分
の
嫁
と
し
て
住
み
着
い
た
と
教
え
ら
れ
た
。
初

め
て
大
陸
で
は
大
掛
か
り
で
凄
ま
じ
い
人
口
の
移
動
が
あ
る
と
知
っ
た

が
、
岡
田
英
弘
な
ど
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
常
態
で
、
人
口
移
動
が
少
な
い
日

本
の
歴
史
と
は
異
な
る
の
で
あ
る（

３
）。

そ
れ
が
実
際
と
す
る
と
、
極
め
て
限

ら
れ
た
史
資
料
し
か
な
く
、
人
々
の
連
続
性
に
関
す
る
保
証
が
全
く
な
い

事
情
で
あ
れ
ば
、
民
俗
に
関
す
る
数
千
年
に
渡
る
歴
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
、
そ
れ
は
手
を
出
さ
な
い
方
が
賢
明
と
思
う
。

　

な
お
著
者
は
同
章
で
憑
霊
現
象
に
つ
い
て
、
佐
藤
憲
昭
の
論
を
も
と
に

憑
霊
に
つ
い
て
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
詳
細
を
省
く
が
、
こ
れ
ら
は
そ

の
と
き
ど
き
の
文
脈
の
な
か
で
考
え
る
方
が
適
切
で
は
と
思
う
。
特
定
の

状
況
を
前
提
に
し
て
タ
イ
プ
を
設
定
す
る
と
、
そ
れ
自
体
が
考
え
方
を
制

約
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
排
除
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

三
章
は
、
魂
が
生
者
の
体
か
ら
抜
け
出
す
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
語
り

に
つ
い
て
、
源
氏
物
語
・
今
昔
物
語
・
高
知
県
物
部
・
佐
賀
の
そ
れ
ぞ
れ
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の
生
霊
、
沖
縄
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
成
巫
過
程
、
病
気
の
原
因
、
死
の
予
兆

と
い
っ
た
事
例
に
加
え
、
中
国
の
漢
族
や
少
数
民
族
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
脱

魂
と
病
因
に
つ
い
て
の
事
例
を
提
示
し
、
魂
が
意
図
的
に
抜
け
出
す
そ
れ

を
「
脱
魂
」、
非
意
図
的
な
も
の
を
「
遊
霊
」
と
名
付
け
、
遊
霊
は
普
遍

的
で
非
歴
史
的
な
文
化
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
遊
霊
を

も
と
に
脱
魂
と
い
う
宗
教
文
化
が
生
ま
れ
た
と
論
じ
る
。
遊
霊
と
い
う
名

付
け
に
つ
い
て
、
適
切
か
の
判
断
は
差
し
置
く
が
、
う
な
ず
け
る
論
で
あ

る
。

　

事
例
に
つ
い
て
評
者
も
お
お
よ
そ
把
握
し
て
い
る
。
た
だ
問
題
と
し

て
、
病
因
論
以
外
に
つ
い
て
ど
れ
も
そ
の
拡
が
り
は
な
く
、
魂
が
抜
け
る

と
い
う
点
で
同
じ
に
せ
よ
、
時
間
、
場
所
、
要
因
に
お
い
て
様
々
な
事
情

か
ら
す
る
と
、
著
者
の
言
う
こ
こ
か
ら
の
大
き
な
発
展
は
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。

　

四
章
は
、
来
訪
神
信
仰
に
つ
い
て
概
説
し
た
上
で
、
奄
美
の
ウ
ム
ケ
・

オ
ホ
ー
リ
、
西
表
の
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
、
石
垣
の
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
な

ど
を
事
例
と
し
て
詳
説
し
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
。

そ
の
関
連
で
奄
美
沖
縄
の
女
性
神
役
の
シ
ャ
ー
マ
ン
性
に
つ
い
て
も
併
せ

て
述
べ
る
。

　

日
本
人
の
神
観
念
研
究
に
新
た
な
視
点
を
提
供
す
る
目
論
見
と
す
る

が
、
奄
美
・
沖
縄
の
事
例
だ
け
で
は
そ
れ
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
後
日
を
待
ち
た
い
。
た
だ
気
に
な
る
の
は
、
二
章
の
憑
霊
の
類

型
設
定
と
本
章
は
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
。
人
が
仮
装
し
て
神
に
な

る
、
シ
ャ
ー
マ
ン
的
女
性
神
役
に
は
「
カ
ミ
ケ
」
が
あ
る
と
よ
く
い
う

が
、
こ
れ
ら
は
憑
霊
と
何
が
ど
う
違
う
の
か
。
本
書
に
な
い
話
で
恐
縮
だ

が
、
仏
像
な
ど
の
魂
入
れ
、
こ
う
い
っ
た
類
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
。

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
離
れ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
想
定
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
と
思
う
。

　

五
章
は
平
戸
市
の
宗
教
的
職
能
者
全
般
に
関
す
る
調
査
報
告
で
、
初
め

に
述
べ
た
通
り
で
そ
の
評
価
は
高
い
が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
論
を

本
書
で
ど
う
位
置
付
け
る
の
か
。
実
証
に
徹
し
た
そ
れ
と
、
そ
う
で
は
な

い
も
の
、
一
つ
の
俎
上
に
そ
れ
は
並
ば
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
潮
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
見
解
を

論
に
交
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
は
現
在
で
は
有
効
性
を
持
た
な

い
。
た
だ
評
者
も
、
モ
ダ
ン
で
の
文
化
概
念
を
否
定
し
た
場
合
、
そ
れ
に

代
わ
る
文
化
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
こ
と
は

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
最
後
に
、
本
誌
は
こ
の
本
を
書
評
す
る
に
値
す

る
と
考
え
た
の
か
、
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
Ａ
５
判
、
二
一
六
頁
、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
六
月
刊
、
定
価
三
〇

〇
〇
円+
税
）
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注（１
）
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
行
為
は
、
代
替
可
能
な
「
術
」
の
一
つ

と
把
握
で
き
、
鈴
木
清
一
郎
『
台
湾
舊
慣
冠
婚
葬
祭
と
年
中
行
事
』
台
湾
日
日
新

報
社
、
一
九
三
四
、
台
北
、
で
も
同
様
の
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。

（
２
）
京
都
外
国
語
大
学
図
書
館
・
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
を
参
照
。『
無
差
』
と
い
う
学
科

紀
要
で
、
二
本
の
論
考
を
掲
載
し
て
お
り
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
岡
田
英
弘
『
世
界
史
の
誕
生
』（
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）、
一
九
九
二
な
ど
。


