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一
九
九
二
年
度
修
士
論
文
要
旨

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

I

「
規
則
」
と
「
私
的
言
語
」
に
つ
い
て

ソ
ー
ル
・
ク
リ
。
フ
キ
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
ツ
ュ
タ
イ
ン
の
『
哲
学
探
究
』

に
お
け
る
「
規
則
の
問
題
」
（
第
一
三
八
節

S
第
二
四
二
節
）
と
「
私
的

言
語
論
」
（
第
二
四
三
節

S
第
三
六
三
節
あ
た
り
）
の
箇
所
に
関
し
て
画

期
的
な
解
釈
を
提
出
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
規
則
の
問

題
」
の
部
分
に
お
い
て
、
「
あ
る
人
が
あ
る
与
え
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
た
ん
に
、
そ
の
規
則
に
従
っ
て
い
る
人
、
そ
し
て
そ

の
人
の
み
に
関
す
る
事
実
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
よ
り
広

く
彼
は
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
言
及
す
る
必
要
は
な
い
」

と
い
う
「
規
則
に
つ
い
て
の
私
的
モ
デ
ル
」
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
続
く
「
私
的
言
語
論
」
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
私
的
言
語
」

の
不
可
能
性
は
こ
の
一
般
的
議
論
を
踏
ま
え
た
特
殊
な
問
題
に
過
ぎ
な
い
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
ま
ず
「
私
的
言
語
論
」
の
考
察
を
通

じ
て
、
そ
し
て
次
に
ク
リ
。
フ
キ
の
「
規
則
の
問
題
」
解
釈
そ
れ
自
体
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ク
リ
プ
キ
説
の
是
非
が
問
わ
れ
る
。

「
私
的
言
語
論
」
の
核
心
を
な
す
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
場
合
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
私
は
、
あ
る
種
の
感
覚
が

繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
に
つ
い
て
日
記
を
付
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
私
は
そ
の
感
箕
を
「
E
」
な
る
記
号
に
結
び
付
け
、
自
分
が

そ
の
感
覚
を
持
っ
た
日
に
は
必
ず
こ
の
記
号
を
カ
レ
ソ
ダ
ー
に
書
き
込

む。

I
私
が
ま
ず
第
一
に
言
い
た
い
の
は
、
こ
の
記
号
の
定
義
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ー
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

私
は
自
分
自
身
に
対
し
て
は
そ
れ
を
一
種
の
直
示
的
定
義
と
し
て
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
！
ー
_
ー
ど
の
よ
う
に
し
て
？
私
は
そ
の
感
覚
を
指

し
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
—
~
普
通
の
意
味
で
は
で
き
な
い
。
だ

が
、
私
は
そ
の
記
号
を
口
に
出
し
た
り
、
書
い
た
り
し
て
、
自
分
の
注

意
を
そ
の
感
覚
に
集
中
す
る
I

そ
れ
ゆ
え
、
い
わ
ば
心
の
中
で
そ
れ

を
指
し
示
す
。
ー
ー
し
か
し
、
何
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
儀
式
を
す
る

の
か
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
儀
式
で
あ
る
と
し
か
思
え

な
い
か
ら
だ
！
で
も
、
定
義
は
記
号
の
意
味
を
確
定
す
る
の
に
役
立

つ
。
ー
ー
ー
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
と
は
正
に
注
意
力
の
集
中
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
記
号
と
感
覚
と

の
結
合
を
自
分
〔
の
心
〕
に
刻
み
付
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ー
ー
も
っ

と
も
「
自
分
〔
の
心
〕
に
刻
み
付
け
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な

．．． 

出
来
事
を
経
過
す
れ
ば
、
私
が
将
来
正
し
く
そ
の
結
合
を
思
い
出
す
よ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
私
に
は
そ

大

石

敏

広
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の
正
し
さ
に
つ
い
て
の
規
準
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
は
、
私

に
と
っ
て
い
つ
も
正
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
正
し
い
の
で
あ
る
と
言

う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
八
正
し
い
＞

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
か
な

い
の
で
あ
る
。
（
『
探
究
』
第
二
五
八
節
）

私
的
言
語
の
規
則
と
は
規
則
に
つ
い
て
の
印
象
な
の
か
。
ー
|
印
涵
李

を
は
か
る
秤
は
秤
に
つ
い
て
の
印
象
で
は
な
い
。
（
『
探
究
』
第
二
五
九

節
）こ

う
し
た
節
に
関
し
て
コ
リ
ン
・
マ
ッ
ギ
ン
と
A
.
J
・
ニ
イ
ヤ
ー
は

次
の
よ
う
な
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
言
語
が
言
語
で
あ
る
た
め

に
は
、
そ
の
言
語
を
一
貫
し
て
同
一
の
対
象
に
適
用
し
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
他
人
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
と
な
る
た
め
の
公

的
な
助
け
（
公
的
規
準
）
が
必
要
で
あ
る
。
「
私
的
言
語
」
に
は
こ
う
し

た
公
的
規
準
が
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
私
的
言
語
」
（
感
覚
言
語
）

は
言
語
た
り
得
な
い
。
自
分
自
身
の
感
覚
を
正
し
く
同
定
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
と
い
う
点
が
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
マ
ッ
ギ
ン
が
こ
う
し
て
解
釈
さ
れ
た
「
私
的
言
語
論
」
を
支

持
す
る
の
に
対
し
て
、
ニ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
解
釈
を
根
拠
に
「
私
的
言
語

論
」
は
誤
り
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
そ
う
結
論
す
る
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。

公
的
な
対
象
の
認
識
は
結
局
は
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
が
与
え
る
証
拠
に

基
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
的
な
も
の
の
同
定
と
私
的
な
感
覚
の

同
定
と
の
間
に
は
何
ら
の
差
別
も
あ
り
得
な
い
。
公
的
対
象
の
同
定
が
う

ま
く
い
く
と
言
う
な
ら
、
当
然
私
的
感
覚
の
同
定
も
成
功
す
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
公
的
対
象
に
つ
い
て
の
記
憶
は
訂
正
可
能
で
あ
る
と
い
う
反
論

に
対
し
て
は
、
私
的
感
覚
の
記
憶
も
ま
た
訂
正
可
能
で
あ
る
と
再
反
論
で

き
る
。前

述
の
解
釈
を
採
る
と
す
る
な
ら
結
果
的
に
エ
イ
ヤ
ー
の
議
論
を
認
め

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
私
的
感
覚

の
同
定
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
私
的
感
覚
を
指
示
す
る
と
言
わ
れ
る
記
号

の
意
味
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
「
将
来
正
し
く
記
号
と
感
覚
と
の
結
合

を
思
い
出
す
」
と
は
、
あ
る
記
号
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
将
来
正

し
く
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
人
が
、
過
去
に
あ
る

感
覚
を
「

e
」
と
名
付
け
、
現
在
生
じ
た
感
覚
も
ま
た
「

e
」
で
あ
る
と

言
う
と
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
ツ
ュ
タ
イ
ソ
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
こ

の
感
覚
は
「

e
」
で
あ
る
と
言
う
場
合
に
本
当
に
そ
の
感
覚
は
「

e
」
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
の
感
覚
は
「

e
」
で
あ
る
と
言
う
際

に
「

e
」
と
い
う
記
号
に
よ
っ
て
彼
は
自
分
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か

を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
の
か
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
八
言

語
の
規
範
性
（
規
則
性
）
＞
が
こ
こ
で
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
的
言
語
」
の
場
合
、
以
前
と
同
じ
言
語
規
則
に
正
し
く
従
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
「
私
的
言
語
」
の
発
話
者
個
人
の
事
実
（
い
わ
ゆ
る
感
覚

そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
感
覚
に
つ
い
て
の
記
憶
）
に
基
づ
い
て
確
保

さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
不
可
能
な
こ

と
で
あ
る
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
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に
お
い
て
我
々
は
ク
リ
プ
キ
と
の
接
点
を
間
接
的
に
見
出
す
こ
と
に
な
っ

こ。t
 ク

リ
。
フ
キ
説
に
よ
れ
ば
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
は
、
「
懐
疑

的
議
論
」
に
よ
る
「
懐
疑
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
提
示
と
、
そ
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
に
対
す
る
「
懐
疑
的
解
決
」
の
両
者
を
含
ん
で
い
る
。
「
懐
疑
的

議
論
」
は
簡
単
に
言
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
今
ま
で
に
一
度
も
計
算
し
た
こ

と
が
な
い
「
六
八
十
五
七
」
と
い
う
式
に
対
し
て
私
は
「
―
二
五
」
と
い

う
答
え
を
出
す
。
な
ぜ
そ
う
す
べ
き
か
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
「
＋
」
に
よ

っ
て
ア
デ
ィ
シ
ョ
ソ
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
五
七

よ
り
小
さ
な
数
に
関
し
て
は
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
と
同
じ
答
え
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
は
答
え
は
「
五
」
で
あ
る

V
と
い
う
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
私
は
「
＋
」

に
よ
っ
て
意
味
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
は
な

く
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
私
は
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
私
の
確
信
を

正
当
化
す
る
、
私
自
身
に
つ
い
て
の
事
実
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
の

か
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
（
「
懐
疑
的
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
）
。

ク
リ
プ
キ
は
、
こ
の
議
論
に
対
す
る
反
論
と
し
て
提
出
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
幾
つ
か
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
い
傾
性

的

(
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
)

分
析
（
「
＋
」
に
よ
っ
て
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
任
意
の
計
算
に
対
し
て
和
の
答
え
を
与
え
る

傾
向
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
、
＠
独
特
の
質
を
有
し
、
内
観
に
よ

っ
て
我
々
の
一
人
一
人
に
直
接
的
に
知
ら
れ
て
い
る
他
に
還
元
不
可
能
な

経
験
、
⑱
⑨
よ
り
も
も
っ
と
独
特
な
状
態
（
非
経
験
的
で
。
フ
リ
ミ
テ
ィ
ブ

な
心
的
事
実
）
の
三
つ
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
第
二
点
に
関
し
て
は
問
題

は
な
か
っ
た
。
あ
る
言
葉
を
聞
い
た
時
に
私
の
心
に
浮
か
ん
で
く
る
イ
メ

ー
ジ
等
の
内
的
経
験
が
そ
の
言
葉
の
使
用
を
私
に
指
示
し
て
く
れ
る
の
で

あ
る
と
い
う
考
え
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
批
判
し
て
い
た
こ
と
は

周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
点
•
第
三
点
の
立
場
を
主
張
す
る
論
者
は
結

局
の
と
こ
ろ
、
ク
リ
プ
キ
の
議
論
が
八
言
語
の
規
範
性
・
規
則
性
＞
を
問

題
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ッ

ギ
ン
の
ク
リ
。
フ
キ
批
判
に
も
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ

ら
に
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
『
探
究
』
の
第
一
四
九
節
•
第
一
八
五
節
・

一
八
七
節
を
、
第
三
点
に
つ
い
て
は
同
第
一
九
一
節
あ
た
り
か
ら
第
一
九

七
節
ま
で
の
箇
所
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ッ
ギ
ン
の
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
よ
り
も
ク
リ
。
フ
キ
の
解
釈
の
方
が
当
を
得
て
い
る
と

結
論
さ
れ
た
。

こ
の
「
懐
疑
的
。
ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
対
し
て
「
懐
疑
的
解
決
」
が
与
え

ら
れ
る
。
「
懐
疑
的
議
論
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
た
、
彼
個
人
に
関
す
る
確
定
的
な
事
実
は

あ
り
得
な
い
と
い
う
点
が
示
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
我
々
は
、
「
規

則
に
従
う
」
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
言
明
の
「
正
当
化
条
件
」
（
問
題
の

言
明
が
主
張
さ
れ
得
る
状
況
と
そ
の
状
況
で
主
張
さ
れ
た
言
明
の
持
つ
我

々
の
生
活
中
の
役
割
•
有
用
性
）
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
そ
の
「
正
当
化
条
件
」
は
個
人
が
共
同
体
と
相
互
作
用
す
る
も
の
と
し

て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
（
想
定
的
事
態
も
含
め
）
を
考
慮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
あ
る
人
が
彼
と
関
係
す
る
共
同
体
が
正
し
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い
と
見
な
す
に
十
分
な
反
応
を
す
れ
ば
、
そ
の
共
同
体
は
そ
の
人
が
あ
る

規
則
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
彼
を
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

活
動
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
共
同

体
的
な
在
り
方
が
実
際
に
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
相
互
に

反
応
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
い
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
生
の
事

実
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
ク
リ
。
フ
キ
は
指
摘
す
る
。
我
々
は
、

例
え
ぼ
あ
る
計
算
を
す
る
場
合
に
自
分
の
や
り
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
を

共
同
体
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と
共
に
チ
ェ
ッ
ク
し
な
い
し
、
そ
う
す
る
必
要

も
感
じ
な
い
。
が
、
実
際
に
結
果
と
し
て
我
々
は
一
般
的
に
計
算
に
お
い

て
一
致
す
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
ジ
ュ
ク
イ
ン
が
「
共
同
体
説
」
に
対
し
て
反
対
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
マ
ッ
ギ
ン
が
言
う
程
に
テ
キ
ス
ト
的
に
明
ら
か
な
こ
と
で

は
な
い
。
逆
に
、
彼
は
「
共
同
体
説
」
を
支
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
せ
る
よ
う
な
論
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
極
め
て
慎
重
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
「
共
同
体
説
」
を

「
懐
疑
的
議
論
」
と
の
繋
が
り
で
考
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
そ
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
の
「
規
則
の
問
題
」
と
「
私

的
言
語
論
」
に
つ
い
て
―
つ
の
明
確
な
統
一
的
構
図
と
い
う
も
の
を
描
き

出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
ク
リ
。
フ
キ
の
「
共
同
体
説
」
は
大
い
に
興
味
深

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ク
リ
プ
キ
説
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
ク
リ
。
フ
キ

に
よ
る
懐
疑
論
的
手
法
の
援
用
の
仕
方
は
懐
疑
論
的
立
場
を
圧
倒
的
に
強

化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
考
え
得
る
が
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
な

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
懐
疑
的
議
論
」
の
結
果
、
「
全
て
の
言
語

は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
信
じ
難
い
、
そ
し
て
自
己
破
壊
的
な
結
論
が
既

に
引
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
発
言
や
、

懐
疑
論
者
の
主
張
は
反
駁
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
認
め
た
上
で
彼

の
議
論
に
対
し
て
正
面
か
ら
で
な
い
解
決
を
与
え
る
と
い
う
説
明
の
仕
方

の
う
ち
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
す
る
ク
リ
プ
キ
の
誤
解
が
読
み

取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
懐
疑
的
議
論
」
は
す
で
に
「
懐
疑
的
解
決
」

に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
前
提
し
て
い
る

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
懐
疑
論
的
手
法
は
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
哲
学
的
な

も
の
と
し
て
、
意
味
を
実
体
化
す
る
種
々
の
哲
学
理
論
の
論
駁
に
お
い
て

そ
の
力
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。




