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l O 1 

中
国
哲
学
史
研
究
ノ
ー
ト

本
誌
先
号
に
お
い
て
、
研
究
者
の
学
術
的
作
業
と
し
て
、
報
告
作
成
と

論
文
作
成
と
の
二
方
面
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

た
。
さ
ら
に
ま
た
、
本
誌
は
、
主
と
し
て
報
告
を
登
載
し
て
ゆ
く
編
輯
方

針
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
「
中
国
哲
学
史
研
究
ノ
ー
ト
」
と
題
し
て
連
載
を
書

き
始
め
た
の
に
は
、
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
、
学

界
に
共
通
の
ル
ー
ル
を
提
供
し
た
い
と
い
う
気
持
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

個
人
的
経
験
が
か
ら
ん
で
い
る
。

私
が
研
究
者
と
し
て
出
発
し
た
二
十
代
後
半
の
こ
ろ
、
論
考
（
論
文
と

報
告
と
の
両
者
を
含
む
意
味
）
の
書
き
か
た
に
つ
い
て
、
だ
れ
も
教
え
て

く
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
私
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
て
、
だ

れ
し
も
み
な
同
じ
で
あ
っ
た
。

結
局
‘
手
さ
ぐ
り
で
、
す
ぐ
れ
た
研
究
者
の
す
ぐ
れ
た
論
考
を
読
み
、

自
分
で
体
得
し
て
ゆ
く
よ
り
他
に
方
法
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
い

〔

二

〕

う
ふ
う
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
論
考
が
書
け
る
の
か
、

経
験
の
浅
い
当
時
の
私
に
は
な
か
な
か
呑
み
こ
め
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

書
き
か
た
が
分
ら
ず
、
途
中
で
や
め
て
流
産
に
終
っ
た
論
考
も
少
な
く
な

か
っ
た
。

我
国
で
は
、
研
究
は
各
自
が
行
う
も
の
と
い
う
形
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、

共
通
の
了
解
と
い
う
意
識
が
稀
蒲
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
職
人
芸
的
で
あ
る
。

仮
に
教
え
を
乞
う
た
と
き
で
も
、
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
の
大
半
は
精

神
論
で
あ
る
。
「
し
っ
か
り
が
ん
ば
り
た
ま
え
」
と
い
う
ふ
う
に
、
激
励

は
し
て
い
た
だ
け
る
の
だ
が
、
で
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
な
ん
だ
か
聞
き
づ
ら
く
、
う
や
む
や
の
内
に
終
る
と
い
う
こ
と

を
、
私
は
何
度
か
経
験
し
た
。

や
む
を
え
ず
、
自
分
が
個
人
的
に
苦
労
し
て
知
り
得
た
も
の
を
書
き
と

め
、
そ
れ
を
手
引
に
し
て
、
な
ん
と
か
書
き
か
た
の
約
束
ご
と
め
い
た
も

の
を
、
大
ざ
っ
ば
な
が
ら
自
分
流
に
作
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
十
歳

加

地

伸

行
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『
論
文
の
書
き
か
た
』
_
ー
ー
こ
の
よ
う
に
題
し
た
本
が
、
世
の
中
に

た
く
さ
ん
あ
る
。
私
も
数
冊
持
っ
て
い
て
、
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
役
に
立
た
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
そ
の
種
の
本
が
指
す
「
論
文
」
の
概
念
が
、
研
究
上
に

お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
求
め
る
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

x
 

x
 

x
 

を
越
え
た
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
急
に
筆
が
進
む
よ
う
に

な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
六
、
七
年
間
の
苦
労
は
、
む
だ
で
は
な
か
っ
た
と
は

思
う
。
体
得
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
体
験
の
強
み
が
あ
る
。
し
か
し
、

新
進
研
究
者
が
同
じ
苦
労
を
す
る
こ
と
に
、
果
し
て
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
と
最
近
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
新
進
研
究
者
の
発
表
を
聞
い
た
り
、
論
考
を
読
ん
だ
り

す
る
と
き
、
自
分
な
ら
こ
こ
は
こ
う
す
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
組
み
立
て

れ
ば
も
っ
と
生
き
る
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
自
分
を
省
み
て
、
研
究
者
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を

思
い
、
今
後
の
研
究
へ
の
道
を
深
む
べ
く
、
反
省
は
怠
っ
て
い
な
い
。
も

と
よ
り
私
は
生
涯
一
学
徒
に
す
ぎ
な
い
。

た
だ
、
研
究
生
活
が
少
し
早
か
っ
た
一
人
の
先
戟
と
し
て
、
自
分
の
こ

れ
ま
で
の
経
験
の
一
端
を
語
り
、
後
輩
研
究
者
の
論
考
作
成
上
の
一
助
と

な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
の
ノ
ー
ト
を
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
本
誌
の

刊
行
も
そ
れ
と
関
わ
り
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
そ
の
こ
と
も
併
せ
て
述
べ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ど
う
い
う
点
か
と
言
え
ば
、
そ
の
種
の
本
が
言
う
「
論
文
」
の
中
味
は
、

す
で
に
分
っ
て
い
る
こ
と
、
既
知
の
こ
と
を
集
め
て
再
構
成
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
小
学
生
の
研
究
発
表
」
で
あ
る
。
調
べ

た
お
勉
強
の
満
艦
飾
展
示
で
あ
る
。

し
か
し
、
研
究
上
の
「
論
文
」
と
は
、
未
知
の
こ
と
を
論
ず
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
研
究
と
は
、
未
知
の
世
界
へ
の
挑
戦
な
の
で
あ
っ
て
、
既

知
の
世
界
の
同
語
反
復
で
は
な
い
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
決
定
的
に
異
な
っ

て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
未
知
の
部
分
の
解
決
の
た
め
に
は
、
既
知
の
も
の
を
動
員

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
知
の
こ

と
の
寄
せ
集
め
と
、
既
知
を
使
っ
て
未
知
を
探
索
す
る
こ
と
と
は
、
異
な
っ

た
行
為
で
あ
る
。
前
者
が
演
繹
的
・
模
倣
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
帰
納
的
・
創
造
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
相
違
を
、
研
究
者
自
身
が
、
案
外
、
心
得
え
て
い
な
い
の
に
燈
<

こ
と
が
あ
る
。
未
知
の
世
界
の
探
索
に
関
心
が
な
い
者
、
探
索
の
心
細
さ

を
恐
れ
て
勇
気
の
な
い
者
は
、
研
究
者
と
し
て
不
適
で
あ
る
。

さ
て
、
世
の
『
論
文
の
内
き
か
た
』
に
も
ど
る
。

こ
の
柿
の
本
の
性
格
が
上
述
の
ご
と
く
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
中

味
は
、
原
稿
用
紙
の
使
い
か
た
だ
と
か
、
句
読
点
の
打
ち
か
た
だ
と
か
、

枝
葉
末
節
の
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と

は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
論
文
の
書
き
か
た
』
は
、
主
題
、
テ
ー
マ
の
決
定
と
い
う

蚊
も
大
切
な
点
に
つ
い
て
、
い
と
も
簡
箪
に
説
明
す
る
。
「
主
題
が
決
っ

(52) 
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た
な
ら
ば
…
…
」
と
。

私
は
、
こ
う
い
う
発
想
に
や
り
き
れ
な
い
思
い
で
あ
る
。
実
は
、
主
題

が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
論
考
の
半
分
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
に

近
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
主
題
と
は
つ
ま
り
は
問
題
の
設
定
の
こ
と
で
あ
る
。
問
題

の
設
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
問
題
の
探
索
が
必
要
で
あ
る
。

問
題
の
探
索
と
は
、
疑
問
を
起
す
こ
と
で
あ
る
。
疑
問
を
起
す
と
い
う
の

は
、
み
な
が
常
識
と
し
て
疑
わ
な
い
と
こ
ろ
に
疑
い
を
起
す
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、
一
見
、
安
定
し
た
こ
と
が
ら
に
対
し
て
疑
い
を
抱
く
と
い
う
、

最
も
基
本
的
な
〈
哲
学
す
る
〉
精
神
が
根
本
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
の
な
い
者
が
、
ど
う
し
て
創
造
的
行
為
を
な
し
え
よ

う
。
「
中
国
哲
学
史
」
と
称
す
る
以
上
、
根
本
に
「
哲
」
が
な
く
て
は
、

「
哲
学
」
が
な
く
て
は
、
骨
太
な
論
文
は
生
れ
な
い
。
ま
さ
に
「
学
ぴ
て

思
わ
ざ
れ
ば
、
即
ち
岡
し
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
、
「
思
う
て
学
ば
ざ
れ
ば
、
即
ち
殆
し
」
も
ま
た
真
理

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
「
思
う
」
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て

し
ば
ら
く
論
じ
な
い
で
お
く
。
も
っ
ば
ら
、
自
分
の
経
験
を
語
る
具
体
論

と
し
て
、
「
学
ぶ
」
点
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

さ
て
、
主
題
の
決
定
問
題
の
設
定
に
至
る
た
め
に
は
、
上
述
の

「
思
う
」
以
外
、
手
続
き
と
し
て
「
学
ぶ
」
面
が
あ
る
。
手
続
と
い
う
、

定
の
ル
ー
ル
が
あ
る
と
考
え
る
方
が
、
具
体
的
で
あ
る
。

私
は
、
職
業
的
研
究
者
の
場
合
は
、
個
人
的
趣
味
で
は
な
く
て
、
そ
の

主
題
を
選
ん
だ
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
、
研
究
に
社
会
性
を
与
え
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
職
業
的
研
究
者
で
な
い
場
合
は
、

個
人
的
趣
味
の
領
域
に
遊
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
仮
に
、
こ
こ
に

A
と
い
う
、
個
人
的
趣
味
で
中
国

哲
学
史
を
い
じ
く
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
し
よ
う
。

A
が
個
人
的
趣
味
で
、

何
を
ど
の
よ
う
に
い
じ
く
っ
て
い
よ
う
と
そ
れ
は
自
由
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

或
る
日
、
突
然
に
テ
ー
マ
を
思
い
つ
い
て
一
篇
の
文
章
を
草
し
た
と
し
よ

う
。
そ
の
テ
ー
マ
と
は
、
「
孔
子
と
老
子
と
は
、
ど
ち
ら
が
偉
い
か
」
で

あ
る
。こ

う
い
う
テ
ー
マ
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
「
偉
い
」
と
い
う

の
は
、
個
人
的
信
念
あ
る
い
は
個
仰
の
度
合
い
に
よ
っ
て
決
る
も
の
で
あ

り
、
真
偽
の
追
求
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
こ
に
は
、
社
会
性
が
な
い
。
ま

た
、
仮
に
そ
の
結
論
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
結
論
に
よ
っ
て
、
中
国
哲

学
史
研
究
上
、
な
ん
の
影
響
も
出
な
い
。
と
い
う
の
は
、
声
を
大
に
す
る

信
念
の
確
認
で
は
、
客
親
的
説
得
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
だ
笑
っ
て
は
い
け
な
い
。
「
孔
子
と
老
子
と
は
ど
ち
ら
が

偉
い
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
、
今
日
で
は
無
意
味
な
も
の
の
、
過
去
の
或
る

時
期
に
お
い
て
は
、
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
儒

教
が
社
会
的
に
現
実
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
時
代
、
儒
教
は
〈
実
学
〉

で
あ
っ
た
。
儒
教
的
教
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
自
身
が
実
利
を
伴
い
、
就

職
の
〈
技
術
〉
で
あ
っ
た
実
学
の
時
代
で
は
、
孔
子
・
老
子
比
較
論
は
有

効
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
「
孔
子
と
老
子
と
は
ど
ち
ら
が

偉
い
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
あ
え
て
設
定
し
、
な
に
が
な
ん
で
も
老
子
を

(53) 



104 

叩
い
て
、
孔
子
を
偉
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
老
子
が
孔
子
よ
り
も
偉
い
と
な
る
と
、
儒
教
の
実
学
と
し
て
の
基
盤

が
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
儒
教
に
頼
っ
て
生
き
て
い
る
自
分
の

生
活
も
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
生
活
が
か
か
っ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
な

に
が
な
ん
で
も
孔
子
を
老
子
よ
り
も
偉
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
儒
教
が
実
学
の
時
代
で
は
、

A
の
テ
ー
マ
も
、
生
き
生
き
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
、
儒
教
は
実
学
で
は
な
い
。
就
職
に
有
利
な
技
術
で
は

な
い
。
虚
学
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
孔
子
と
老
子
と
ど
ち
ら
が
偉

い
か
」
論
争
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
勝
と
う
と
世
間
の
大
勢
に
ま
っ
た
＜

影
響
は
な
い
。
虚
学
と
し
て
の
儒
教
の
研
究
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、

ま
っ
た
く
影
響
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
主
題
を
決
定
す
る
と
き
は
、
学
界
と
い
う
、
職
業
的
研

究
者
の
共
通
の
社
会
に
お
い
て
、
社
会
性
を
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て

で
な
け
れ
ば
、
個
人
的
趣
味
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
流
行
の
テ
ー
マ
に
媚
び
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
あ
る
い

は
、
気
宇
壮
大
に
百
年
後
の
博
雅
に
期
す
と
い
う
立
場
も
あ
る
だ
ろ
う
。

学
界
ご
と
き
狭
い
世
界
の
現
在
の
学
者
先
生
な
ど
は
問
題
に
し
な
い
、
と

い
う
考
え
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
研
究
の
自
由
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
お
た
が
い
正
寵
な
と
こ
ろ
凡
庸
な
人
間
で
あ
る
。

そ
の
主
題
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
凡
庸
な
わ
れ
わ
れ
が
た
が
い
に
共
通
に

了
解
の
で
き
る
と
い
う
あ
た
り
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

と
な
れ
ば
、
個
人
的
趣
味
や
思
い
つ
き
に
拠
っ
て
研
究
主
題
を
決
め
る

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

で
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
主
題
を
決
め
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。主

題
を
決
定
す
る
正
統
的
手
続
と
し
て
は
、
ま
ず
研
究
史
の
報
告
を
準

備
す
べ
き
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
に
、
大
き
な
方
向
づ
け
が
必
要
で
あ
る
。
哲
学
研

究
と
言
う
場
合
、
存
在
論
、
認
識
論
、
論
理
学
、
倫
理
学
、
宗
教
哲
学
、

自
然
哲
学
等
々
と
い
っ
た
大
き
な
枠
組
の
別
、
あ
る
い
は
、
政
治
思
想
、

歴
史
思
想
、
国
家
思
想
等
々
と
い
っ
た
具
体
的
分
野
の
別
、
あ
る
い
は
、

先
秦
、
漠
代
、
六
朝
等
々
と
い
っ
た
時
代
の
別
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
個
人
の
関
心
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
論
ず
る
必
要
は

な
い
。
そ
の
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
各
人
の
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
仮
に
個
人
的
関
心
か
ら
「
先
秦
時
代
の
論
理
学
」
と
い
う
大

き
な
方
向
づ
け
を
行
な
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
研
究
分
野
の
決
定
で
あ

る。
し
か
し
、
研
究
分
野
は
、
漠
然
と
し
て
お
り
、
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
こ

で
そ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
具
体
的
主
題
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。し
そ
の
際
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
自
分
の
志
す
研
究
分
野
の
或
る
領
域
に

つ
い
て
、
過
去
の
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ

ま
で
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
、

X 

X 

X 
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と
い
う
こ
と
の
反
省
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
研
究
史
の
報
告
作
成
が
必
要
で

あ
る
。さ

て
、
「
研
究
史
」
と
い
う
ふ
う
に
、
「
史
」
と
言
う
以
上
、
本
当
は
、

研
究
の
反
省
に
史
的
考
察
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
最
初
は
そ
こ
ま
で

で
き
な
く
て
も
全
体
を
知
る
だ
け
で
も
い
い
と
思
う
。
ま
ず
こ
れ
ま
で
の

研
究
の
内
容
を
知
り
、
批
判
的
に
吸
収
す
る
と
い
う
作
業
か
ら
始
め
る
べ

き
で
あ
る
。

さ
て
、
研
究
史
を
批
判
的
に
反
省
す
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
が
、
ど
こ

ま
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
ど
う
い
う
こ
と
が
、
ま
だ
な

さ
れ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
は
、

ま
だ
そ
の
な
さ
れ
て
い
な
い
方
面
の
検
討
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
を
導
き

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
、
自
分
の
研
究
を
研
究
史
に
自
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
は
主
題
の
社
会
的
認
知
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
る
日
突
然
の
個
人

的
趣
味
に
よ
る
思
い
つ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
史
作
成
の
作
業
に
よ
っ
て
、
研
究
上
の
展
望
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
。
聞
け
ば
、
い
わ
ゆ
る
〈
偉
い
〉
学
者
は
、
他
人
の
論
考
は

読
ま
な
い
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
〈
偉
い
〉
か
ら
そ
の
よ
う
に
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
凡
庸
な
一
般
研
究
者
は
、
ま
ね
る
べ
き
で
な
い
。
凡
人
ら

し
く
、
着
実
な
方
法
を
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
研
究
史
を
作
っ
て
ゆ
く
際
、
当
然
に
必
要
な
こ
と
は
、
そ

の
主
題
に
関
す
る
過
去
の
論
考
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
の
検
索
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
録
の
作
成
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

研
究
史
と
目
録
と
、
こ
の
両
者
の
作
成
は
深
い
関
係
に
あ
る
。
と
も
に
報

告
と
し
て
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
含
め
て
、
次
回
に
さ
ら
に

論
じ
た
い
と
思
う
。

(55) 


