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特
集
「
資
料
論
」
に
つ
い
て
―
遅
れ
ば
せ
の
趣
旨
説
明

も
う
四
半
世
紀
も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
大
学
院
生
の
こ
ろ
、
資
料
と
史
料
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
（
？
）
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

き
っ
か
け
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
が
「
資
料
の
中
に
史
料
が
あ
る
（
含
ま
れ
る
）」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
先
輩
の
某
氏
が
「
そ
れ

は
違
う
。
史
料
の
中
に
資
料
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
」
と
有
無
を
言
わ
さ
ず
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
史
料
と
い
う
漢
字

表
記
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
っ
て
、
文
字
で
記
さ
れ
た
も
の
と
い
う
語
義
通
り
の
主
張
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
が
、
考
古

資
料
は
考
古
史
料
と
は
言
わ
な
い
、
と
反
論
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ
の
頃
の
私
は
、
現
在
の
日
本
を
無
意
識
の
う
ち
に
過
去
に
遡
ら
せ
て
、「
縄
文
時
代
の
日
本
（
列
島
）」

な
ど
と
表
記
す
る
こ
と
に
何
の
矛
盾
も
感
じ
な
か
っ
た
。
日
本
考
古
学
は
日
本
史
の
中
で
、
文
献
資
料
で
は
わ
か
ら
な
い
時
代
と
領
域

を
扱
う
歴
史
学
で
あ
る
と
い
う
「
常
識
」
に
浸
か
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
日
本
考
古
学
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
が
、
国
民
国
家

を
再
生
産
す
る
こ
と
な
ど
露
程
も
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、網
野
善
彦
の
主
張
に
触
れ
て
、「
日
本
」
成
立
以
前
に
日
本
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
南
山
大
学
に
来
て
、「
日
本
を
対
象
と
す
る
考
古
学
」
と
い
う
枠
組
み
を
再

考
す
る
機
会
を
蚊
帳
の
外
か
ら
と
は
い
え
、
与
え
ら
れ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

先
の
論
争
に
つ
い
て
、
今
と
な
っ
て
言
え
る
こ
と
は
、
資
料
と
は
史
料
の
上
位
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
ぼ
尽
き
る
。
英
語
表

記
で
は
、
資
料
はm

aterials

で
あ
り
、
史
料
はhistorical m

aterials
つ
ま
り
歴
史
資
料
と
な
る
。
資
料
の
一
部
を
形
容
詞
で
限
定
し
た

も
の
が
歴
史
資
料
す
な
わ
ち
史
料
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
史
料
の
中
に
資
料
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
研
究
者
が
さ
ま

ざ
ま
な
史
料
を
分
析
対
象
と
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
が
他
の
学
問
分
野
か
ら
は
資
料
（
こ
れ
に
形
容
詞
が
つ
く
場
合
も
あ
る
）
と
呼
ば
れ

て
い
る
と
い
う
現
実
を
無
視
し
た
議
論
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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研
究
者
が
自
分
の
専
門
分
野
固
有
の
概
念
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
便
利
だ
か
ら
と
言
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
そ
の
わ
り

に
概
念
論
争
は
少
な
く
な
い
が
）。
そ
の
上
で
、
自
分
の
専
門
分
野
に
対
す
る
責
任
と
自
負
を
背
景
に
、
他
の
研
究
分
野
を
眼
中
に
入

れ
な
い
よ
う
な
発
想
が
、
歴
史
学
を
貧
困
に
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
は
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
る
史
料
で
あ
る
と
歴
史
研

究
者
の
視
点
か
ら
言
い
、
歴
史
資
料
の
一
部
を
他
の
学
問
分
野
の
人
々
は
関
心
に
応
じ
て
利
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
史
料
の
中
に
資
料

が
あ
る
と
す
る
発
想
は
、歴
史
学
以
外
の
学
問
を
無
意
識
の
う
ち
に
認
め
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
よ
う
。
む
し
ろ
初
心
に
立
ち
返
っ
て
、

歴
史
学
が
史
料
と
よ
ぶ
資
料
を
、
他
の
領
域
の
研
究
で
は
固
有
の
関
心
と
方
法
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
か
を
知
る

機
会
（
謙
虚
さ
？
）
が
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
資
料
分
析
入
門
を
謳
っ
た
書
籍
は
、
多
く
の
場
合
、
当
該
分
野
の
初
学
者
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
各
分
野
で
の
資
料
分
析
に
つ
い
て
各
論
者
が
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
開
陳
し
て
興
味
を
誘
う
形
式
が
取

ら
れ
る
。
悪
く
言
え
ば
つ
ま
み
食
い
で
あ
る
が
、
最
良
の
料
理
人
に
よ
っ
て
調
理
さ
れ
た
資
料
読
解
の
勘
所
が
面
白
く
な
い
は
ず
が
な

い
。
そ
の
面
白
さ
は
、
次
に
控
え
て
い
る
作
業
と
の
落
差
に
か
な
り
の
躊
躇
を
覚
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
。

逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
南
山
学
園
史
に
関
す
る
歴
史
資
料
を
収
蔵
対
象
の
一
方
の
極
と
す
る
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
す
べ
て
が
南

山
学
園
史
の
歴
史
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
も
よ
い
。
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
は
、
利
用
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
諸
個
人
が
自
己
の

関
心
と
方
法
に
基
づ
い
て
資
料
を
分
析
す
る
方
法
の
多
様
性
を
、
異
な
る
方
法
を
用
い
て
資
料
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
他
者
に
示
す
こ
と

で
、
双
方
向
の
議
論
が
可
能
と
な
れ
ば
言
う
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
ま
で
い
か
ず
と
も
、
自
分
と
は
異
な
る
方
法
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

そ
の
よ
う
に
他
分
野
に
開
か
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
姿
勢
は
、
い
つ
か
自
分
が
属
す
る
分
野
に
還
流
し
、
自
己
の
方
法
を
再
検
討
す
る

契
機
と
な
る
。
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
を
言
わ
ず
と
も
、
ま
ず
は
多
様
な
「
資
料
」
論
の
世
界
（
の
ご
く
一
部
）
に
浸
か
っ
て
み
て
ほ

し
い
。　
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