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河
村

　
忠
伸

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
近
代
神
社
法
制
度
の
基
礎
的
研
究
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
「
近
代
神
社
法
制
度
の
基
礎
的
研
究
」
は
、
明
治
四
年
五
月
十
四
日
太
政
官
布
告

に
よ
り
神
社
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、こ
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」

と
い
う
神
社
の
国
法
上
の
地
位
が
、
近
代
日
本
の
神
社
制
度
や
神
社
行
政
に
如
何
な
る
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
序
章
と
終
章
を
含
む
全
十
三
章
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。

　
序
章
「
近
現
代
神
道
史
に
お
け
る
法
制
度
の
重
要
性
」
は
、
本
論
文
の
総
論
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
、
国
家
と
神
社
お
よ
び
神
道
と
の
関
係
、
即
ち
「
国
家
神
道
」
を
研
究
対
象
と
す

る
以
上
、
国
家
が
定
め
た
神
社
関
係
法
令
や
制
度
を
精
緻
に
研
究
す
る
必
要
性
が
あ
る
が
、

従
来
の
「
国
家
神
道
」
研
究
で
は
基
礎
と
な
る
べ
き
法
制
研
究
が
不
十
分
な
ま
ま
で
「
国
家
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－ 3 － － 2 －

神
道
」
の
全
体
像
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

　
第
一
章
「
神
社
行
政
に
お
け
る
「
国
家
の
宗
祀
」」
で
は
、
近
代
神
社
法
制
度
を
象
徴
す
る

用
語
で
あ
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
法
令
上
の
用
例
が
比
較
検
討
さ
れ
、
本
布
告
に
基
づ
き
社

格
制
度
・
神
官
職
制
が
設
け
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
布
告
の
法
制
史
上
の
意

義
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
神
社
制
度
は
神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
が
国
家
に
帰
属
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
し
、
本
布
告
は
近
代
神
社
制
度
そ
の
も
の
の
起
点
と
評
価

さ
れ
る
べ
き
も
の
論
じ
て
い
る
。
次
い
で
、
そ
の
後
の
法
令
に
お
け
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の

用
法
を
考
察
し
、
同
布
告
の
趣
旨
を
象
徴
す
る
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
結
果
と

し
て
神
社
法
制
度
全
体
を
説
明
す
る
用
語
と
し
て
「
国
家
ノ
宗
祀
」
な
る
語
が
神
社
関
係
者

に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
考
察
し
て
い
る
。

　
第
二
章
「
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
制
度
と
精
神
」
で
は
、
神
社
行
政
に
携
わ
る
行
政
官
が
神
社

が
国
家
に
帰
属
す
る
制
度
は
、
国
体
と
神
社
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
起
因
す

る
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
歴
史
観
、
国
家
観
、
神
社
観
を
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
用
語

で
表
現
し
て
い
た
と
述
べ
、
神
社
行
政
関
係
者
に
お
け
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
理
解
は
、
神
社
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－ 3 － － 2 －

の
物
的
設
備
と
人
的
設
備
が
国
家
に
帰
属
す
る
法
制
度
と
、
そ
の
制
度
の
思
想
的
根
拠
と
し

て
神
社
が
国
体
と
一
体
不
離
で
あ
る
と
す
る
神
社
観
・
歴
史
観
と
い
う
両
面
が
存
在
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
理
解
は
内
務
官
僚
に
は
共
通
し

て
見
ら
れ
る
も
の
の
、
昭
和
四
年
設
置
の
神
社
制
度
調
査
会
で
は
認
知
度
が
低
く
、
独
自
の

神
道
思
想
に
「
国
家
ノ
宗
祀
」
を
冠
す
る
例
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
国
家
ノ
宗
祀
」
を
考

察
す
る
に
際
し
て
は
、
こ
の
語
が
多
義
的
な
用
語
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
べ
き
と
主
張
し

て
い
る
。

　
第
三
章
「
御
祭
神
に
関
す
る
神
社
制
度
―
別
格
官
幣
社
配
祀
神

　
殉
難
戦
没
之
将
士
を
例

と
し
て
―
」
で
は
、
別
格
官
幣
社
に
主
祭
神
の
一
族
郎
党
を
「
殉
難
戦
没
将
士
」
と
し
て
合

祀
す
る
場
合
の
行
政
措
置
を
考
証
し
、
祭
神
変
更
に
際
し
、
法
令
に
定
め
の
な
い
、
上
奏
裁

可
の
慣
例
が
存
在
し
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
別
格
官
幣
社
の
祭
神
は
新
規
に
勧
請
す
る

事
例
で
あ
る
た
め
、
国
家
が
祭
神
の
可
否
を
決
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
実

際
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
神
職
に
一
任
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

近
代
神
社
制
度
に
お
い
て
は
、
国
家
が
公
認
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
「
国
家
ノ
宗
祀
」
た
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－ 5 － － 4 －

る
法
制
上
の
「
神
社
」
（
「
公
認
神
社
」）
と
な
る
の
で
あ
り
、
神
祇
を
祀
り
な
が
ら
国
家
に
帰

属
し
な
い
屋
敷
神
な
ど
の
祭
祀
施
設
は
行
政
上
、「
神
社
」
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に

も
触
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
「
神
社
整
理
と
無
格
社
の
法
的
性
質
及
び
実
態
」
で
は
、公
認
神
社
で
あ
り
な
が
ら
、

社
格
が
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
無
格
社
お
よ
び
公
認
さ
れ
て
い
な
い
小
規
模
神
社
に
つ
い
て
、

次
い
で
第
五
章
「
私
祭
神
祠
の
法
的
性
質
」
で
は
、
国
家
に
帰
属
し
な
い
邸
内
社
な
ど
の
「
私

祭
神
祠
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
す
る
法
令
を
検
討
し
、
そ
の
実
態
を
考
証
し
て
い
る
。

即
ち
、
第
四
章
で
は
、
無
格
社
は
公
認
さ
れ
て
「
神
社
明
細
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

社
格
と
い
う
法
的
根
拠
が
な
い
た
め
、
地
租
免
租
と
い
う
税
法
上
の
恩
典
を
受
け
る
こ
と
が

な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
多
く
が
小
規
模
で
あ
り
、
経
済
的
基
盤
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
公
の

祭
祀
の
執
行
や
設
備
が
充
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
神
社
整
理
に
て
合
併
が
推
進
さ
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
小
規
模
神
社
と
そ
の
形
態
を
同
じ
く
す
る
私
祭
神
祠

に
触
れ
、
個
人
信
仰
の
対
象
で
あ
る
私
祭
神
祠
は
制
度
上
、
神
棚
同
様
の
扱
い
で
あ
り
、
明
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－ 5 － － 4 －

治
九
年
以
降
、
公
認
神
社
と
区
別
す
べ
く
公
衆
参
拝
が
で
き
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
経
緯

を
考
証
し
て
い
る
。
こ
の
考
証
結
果
を
踏
ま
え
て
、
私
祭
神
祠
を
不
特
定
多
数
で
参
拝
す
る

こ
と
は
厳
密
に
は
違
法
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
「
神
社
明
細
帳
」
に
記
載
さ
れ
な
い
ま
ま
地

縁
団
体
で
奉
斎
す
る
非
公
認
神
社
が
数
多
く
存
在
し
た
こ
と
、
神
社
制
度
調
査
会
で
議
論
さ

れ
た
神
社
整
理
で
は
、
そ
う
し
た
小
規
模
で
未
公
認
の
神
社
に
対
応
す
べ
く
、
公
認
神
社
制

度
の
再
構
築
を
も
視
野
に
入
れ
た
政
策
が
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
第
六
章
「
邸
内
社
の
法
的
性
質
―
現
代
の
政
教
問
題
を
論
じ
る
上
で
の
近
代
神
社
行
政

研
究
の
意
義
―
」
で
は
、
公
認
神
社
と
制
度
上
区
別
さ
れ
た
私
祭
神
祠
を
現
行
法
制
度
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
に
就
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　
第
七
章
「
近
代
神
社
境
内
地
の
形
成
―
上
知
令
・
山
林
・
租
税
・
公
園
―
」
で
は
広
範
に

わ
た
る
境
内
地
制
度
を
概
観
し
、
法
制
研
究
上
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
第
八
章
「
上
知
事

業
に
お
け
る
境
内
外
区
別
」
で
は
上
知
令
と
地
租
改
正
を
法
令
と
京
都
府
の
事
例
か
ら
検
討

し
て
い
る
。
境
内
外
区
画
は
社
寺
の
維
持
基
盤
に
関
わ
る
重
大
問
題
で
あ
る
が
、
公
認
神
社

の
み
を
優
先
す
る
と
い
う
法
令
は
な
く
、
実
際
に
お
い
て
も
寺
院
同
様
の
基
準
で
法
令
が
適
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用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
九
章
「
近
代
神
社
行
政
に
お
け
る
神
社
境
内
の
公
園
的
性
格
」
お
よ
び
第
十
章
「
東
京

府
に
お
け
る
太
政
官
公
園
の
成
立
と
近
代
神
社
境
内
の
形
成
」
で
は
、
神
社
の
公
共
性
の
観

点
か
ら
、
神
社
に
関
連
し
た
公
園
行
政
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
神
社
境
内
の
公
益
性
に
つ
い

て
大
正
期
に
疑
義
が
呈
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
神
社
は
神
祇
を
奉
斎
す
る
尊
厳
を
保
つ

べ
き
土
地
で
あ
り
、
公
園
と
は
異
な
る
と
い
う
の
が
、
神
社
行
政
官
衙
の
一
貫
し
た
姿
勢
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
前
提
に
、「
帝
国
の
神
祇
を
祭
祀
し
、
公
の
祭
典
を
執

行
し
、
公
衆
参
拝
の
用
に
供
す
る
」
と
い
う
神
社
本
来
の
活
動
そ
の
も
の
に
公
益
性
が
あ
る

と
内
務
省
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
十
一
章
「
近
代
神
社
林
制
度
の
変
遷
」
お
よ
び
第
十
二
章
「
神
体
山
の
制
度
的
沿
革
― 

「
神
社
林
」
の
神
道
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
―
」
で
は
、「
鎮
守
の
森
」
と
称
さ
れ
る
神
社
の

所
有
林
に
関
す
る
制
度
の
変
遷
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
神
社
境
内
に
お
け
る
風
致
は
、
布
告

当
初
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
神
社
側
の
要
請
を
受
け
、
個
別
案
件
を
解
決
す
る

過
程
に
お
い
て
風
致
の
重
要
性
や
信
仰
上
の
特
殊
性
が
行
政
官
衙
に
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
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論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
神
体
山
に
つ
い
て
は
、
そ
の
信
仰
形
態
は
上
代
に
遡
る
も
の
の
、
用

語
と
し
て
成
立
し
、
制
度
的
に
そ
の
地
位
が
確
立
さ
れ
た
の
は
上
知
令
が
契
機
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
鎮
守
の
森
」
の
風
致
保
護
に
つ
い
て
、
具
体
的
な

施
業
理
論
を
提
供
す
る
造
園
学
・
林
学
が
神
社
行
政
に
採
用
さ
れ
た
影
響
に
も
触
れ
、
境
内

地
に
関
す
る
制
度
の
変
遷
か
ら
見
て
、
行
政
の
「
鎮
守
の
森
」
に
対
す
る
扱
い
は
、
信
仰
上

の
尊
厳
や
風
致
を
重
視
す
る
方
向
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
終
章
「
近
現
代
神
道
史
研
究
の
課
題
と
展
望
」
で
は
、
各
章
の
考
証
結
果
を
踏
ま
え
て
、

公
認
神
社
制
度
の
理
想
像
は
明
治
維
新
直
後
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
個
別
行

政
措
置
の
中
で
次
第
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
と
総
括
し
、

今
後
、
さ
ら
に
事
例
研
究
を
蓄
積
し
、
制
度
を
基
盤
に
し
つ
つ
思
想
面
へ
も
研
究
範
囲
を
拡

大
し
て
、
な
お
一
層
の
研
究
の
発
展
深
化
を
図
り
た
い
旨
の
決
意
が
語
ら
れ
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
明
治
四
年
五
月
十
四
日
の
太
政
官
布
告
に
よ
り
「
神
社
ノ
儀
ハ
国
家
ノ
宗
祀
」

と
宣
言
さ
れ
た
近
代
日
本
の
神
社
を
国
家
の
「
公
認
神
社
」・「
営
造
物
法
人
」
と
し
て
捉
え
、

当
該
布
告
が
公
布
さ
れ
て
以
降
か
ら
昭
和
二
十
年
に
至
る
ま
で
の
神
社
を
め
ぐ
る
多
岐
に
わ

た
る
神
社
制
度
や
神
社
行
政
の
変
遷
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
察
の
手
法
は
極
め

て
特
色
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
特
色
と
は
、
従
来
の
近
代
に
お
け
る
神
社
に
関
す
る
制
度
史
的
研
究
の
多
く
が
特
定

の
時
期
や
個
別
の
法
令
・
政
策
・
行
政
な
ど
を
研
究
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
論
文

は
明
治
初
期
に
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
法
的
に
規
定
さ
れ
た
神
社
を
便
宜
上
「
物
的
設
備
」

と
「
人
的
設
備
」
と
に
大
別
し
、
前
者
で
は
「
公
認
神
社
」・「
営
造
物
法
人
」、
後
者
で
は 

「
神
職
」
と
い
っ
た
法
的
行
政
的
用
語
を
分
析
軸
に
し
て
近
代
の
神
社
制
度
・
行
政
の
変
遷
過

程
を
通
史
的
か
つ
概
観
的
に
考
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
今
少
し
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
論
者
は
実
際
に
神
社
行
政
を
管
掌
し
た
明
治
初
期
か
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ら
昭
和
期
の
神
祇
院
に
至
る
神
社
行
政
官
衙
お
よ
び
担
当
行
政
官
に
よ
っ
て
「
国
家
ノ
宗
祀
」

た
る
「
公
認
神
社
」
と
し
て
の
要
件
・
基
準
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
①
帝
国
の
神
祇 

奉
斎
、
②
公
の
祭
典
執
行
、
③
公
衆
参
拝
の
用
に
供
す
る
設
備
、
④
神
社
明
細
帳
登
録
、
⑤

公
法
人
・
営
造
物
法
人
、
な
ど
を
構
成
要
素
と
す
る
神
社
の
本
質
論
や
神
社
観
を
援
用
し
つ

つ
、
明
治
初
期
以
降
の
神
社
の
「
物
的
設
備
」
と
し
て
の
祭
神
を
は
じ
め
、
神
社
と
私
祭
神

祠
・
邸
内
社
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
公
園
や
神
社
林
な
ど
を
含
む
神
社
境
内
地
を
め
ぐ
る
問
題
、

な
ど
に
つ
い
て
の
制
度
的
変
遷
を
法
制
的
行
政
的
に
検
証
し
、
考
察
を
加
え
る
と
い
う
手
法

を
用
い
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
手
法
に
よ
る
神
社
制
度
史
研
究
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
く
、「
国
家
ノ
宗

祀
」
と
い
う
用
語
が
、
近
代
日
本
を
貫
徹
す
る
神
社
に
関
す
る
根
本
的
な
法
令
で
あ
り
、
な

お
か
つ
一
般
的
用
語
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
本
論
文
に
通
底
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
立
論
し
て
い
る
点
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。
以
下
、
そ
う
評
価
す
る
理
由
を
主
要
な
論

考
を
挙
げ
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
近
代
日
本
国
家
と
神
社
と
の
国
家
的
公
的
関
係
を
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太
政
官
布
告
と
い
う
全
国
民
を
対
象
と
す
る
法
令
で
明
文
化
・
宣
言
し
た
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と

い
う
用
語
の
有
す
る
歴
史
的
意
義
と
そ
の
制
度
的
行
政
的
具
現
化
、
あ
る
い
は
個
々
の
神
社

観
に
も
と
づ
く
思
想
的
観
念
的
な
立
場
か
ら
の
解
釈
の
変
遷
を
論
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
第

一
章
「
神
社
行
政
に
お
け
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
お
よ
び
第
二
章
「「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
制
度
と 

精
神
」
は
本
論
文
に
お
け
る
中
核
的
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
数
多
あ
る
「
国
家
神
道
」

関
連
研
究
で
も
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
の
神
社
の

本
質
を
め
ぐ
る
行
政
の
変
遷
の
実
態
を
本
格
的
に
考
察
し
た
論
考
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。

　
第
一
章
で
は
、
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
語
を
神
社
に
関
す
る
行
政
を
担
当
す
る
内
務
官
僚
が
ど

の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
用
語
が
使
用
さ
れ
た
法
令
を
紹
介
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
論
者
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
用
語
が
必
ず
し
も
明
確
な
意
味
内
容
を
有
し

て
神
社
行
政
に
反
映
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
当

該
布
告
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
社
格
制
度
・
神
官
職
制
に
関
す
る
太
政
官
布
告
が
同
時
に

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
後
の
神
社
制
度
は
神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
が
国

家
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
該
布
告
は
近
代
神
社
制

【本文】B5_縦組_河村忠伸先生.indd   10 2019/02/21   19:45:47



－ 11 － － 10 －

度
の
起
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
当
該
布
告
の
歴
史
的
効
力
の
観
点
か

ら
も
重
要
な
指
摘
と
い
え
よ
う
。

　
続
く
第
二
章
で
は
、
「
国
家
ノ
宗
祀
」
た
る
近
代
の
神
社
は
、
近
世
以
前
の
神
社
と
は
そ
の

性
質
や
様
相
を
異
に
し
て
い
る
と
す
る
社
会
学
的
な
視
点
か
ら
の
櫻
井
治
男
や
米
地
實
ら
の

近
代
神
社
研
究
を
踏
ま
え
て
、「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
さ
れ
た
近
代
の
神
社
を
国
家
公
認
の
「
公

認
神
社
・
営
造
物
法
人
」
と
し
て
捉
え
、
神
社
の
本
質
と
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
、
①
行
政
官

の
神
社
・
祭
神
論
、
②
神
社
制
度
調
査
会
の
神
社
論
、
③
非
宗
教
と
し
て
の
神
社
論
、
④
神

職
の
神
社
論
、
⑤
神
社
の
景
観
・
設
備
に
関
す
る
論
、
な
ど
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
・
解
説

し
て
い
る
。
独
立
し
た
論
と
し
て
読
ん
で
も
、「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
用
語
に
は
多
義
的
な

意
味
合
い
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
歴
史
的
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
、

今
後
の
近
代
神
道
史
研
究
、「
国
家
神
道
」
研
究
の
糸
口
と
な
る
論
考
と
い
え
よ
う
。
ま
た
本

章
は
、
い
わ
ば
各
論
と
も
い
う
べ
き
第
三
章
以
下
の
各
章
に
繋
が
る
論
考
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
各
論
の
な
か
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
論
考
が
第
三
章
「
御
祭
神
に
関
す
る
神
社
制
度
」

で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
前
記
第
二
章
の
①
に
関
連
す
る
明
治
期
の
別
格
官
幣
社
の
祭
神
に
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つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
が
、
従
来
の
別
格
官
幣
社
の
列
格
や
そ
の
祭
神
を
め
ぐ
る
研
究
に
は

見
ら
れ
な
い
本
論
文
な
ら
で
は
の
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
考
で
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和

に
か
け
て
の
神
祇
担
当
行
政
官
が
、
ど
の
よ
う
に
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
の
「
公
認
神
社
」

の
祭
神
を
「
帝
国
の
神
祇
」
と
認
識
し
て
い
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
た
緻
密
な
考
証
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
考
証
過
程
に
お
い
て
祭
神
公
認
の
背
景
に
は
地
域
住
民
の
信
仰
が
強
固

に
存
在
し
た
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
官
社
の
祭
神
決
定
・
公
認
に
は
「
勅
裁
」
を
仰
ぐ
必
要
が

慣
例
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
論
考
は
「
国
家
神
道
」
と

民
衆
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
創
建
さ
れ
た
別
格
官
幣
社
の
「
祭
神
」

合
祀
・
配
祀
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、「
国
家
神
道
」
研
究

に
資
す
る
重
要
な
基
礎
的
研
究
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
本
論
文
の
主
題
を
貫
く
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
用
語
に
係

る
考
察
を
本
格
的
に
行
っ
た
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
、
さ
ら
に
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て

の
「
公
認
神
社
」
の
要
件
に
つ
い
て
「
祭
神
」
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
第
三
章
に
お
け
る
評

価
す
べ
き
点
の
一
端
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
他
方
、
少
な
か
ら
ぬ
課
題
や
問
題
点
が
あ
る
こ
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と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
な
ら
ば
、
当
該
布
告
と
「
世
襲
神
官
・

社
家
」
の
廃
止
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
こ
で
は
論
者
に
と
っ
て
の
今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く

に
と
ど
め
る
。

　
こ
の
他
に
も
、
本
論
文
に
は
近
代
の
神
社
制
度
の
法
制
的
研
究
に
資
す
る
論
考
が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
こ
と
に
神
社
行
政
を
遂
行
す
る
上
で
難
問
と
さ
れ
た
「
公
認
神
社
」
と
「
非
公

認
神
社
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
っ
た
第
四
章
「
神
社
整
理
と
無
格
社
の
法
的
性
質
及
び
実
態
」、

第
五
章
「
私
祭
神
祠
の
法
的
性
質
」、
第
六
章
「
邸
内
社
の
法
的
性
質
」
は
、
近
代
の
神
社
行

政
が
「
国
家
ノ
宗
祀
」
に
淵
源
す
る
神
社
法
令
の
範
囲
の
み
で
は
遂
行
で
き
な
か
っ
た
実
態

に
つ
い
て
、
米
地
實
、
森
岡
清
美
、
櫻
井
治
男
を
は
じ
め
近
年
の
藤
本
頼
生
、
畔
上
直
樹
な

ど
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
論
じ
て
お
り
、
現
在
の
当
該
研
究
の
水
準
を
窺
う
上
で
も
有

意
義
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
か
ら
導
か
れ
て
説
か
れ
て
い
る
当
時
の

国
民
の
信
仰
感
情
に
お
け
る
神
社
観
と
公
認
神
社
制
度
に
は
乖
離
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、

神
社
整
理
に
対
す
る
南
方
熊
楠
な
ど
の
反
対
運
動
も
行
政
と
一
般
の
神
社
観
の
相
違
を
踏
ま
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え
て
評
価
す
べ
き
旨
の
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
ま
た
本
論
文
で
は
、
神
社
に
と
っ
て
最
大
の
財
産
で
あ
り
、
神
社
行
政
の
一
方
の
基
幹
と

も
い
え
る
境
内
地
と
公
園
や
神
社
林
・
神
体
山
な
ど
に
関
す
る
制
度
・
行
政
に
つ
い
て
も
論

究
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
論
考
も
「
国
家
ノ
宗
祀
」
た
る
「
営
造
物
法
人
」
と
し
て
の
「
物

的
設
備
」
の
視
点
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
近
代
と
神
社

と
の
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
思
慮
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
本
論
文
で
評
価
す
べ
き
点
を
幾
つ
か
挙
げ
て
き
た
が
、
無
論
、
残
さ
れ
た
課
題

や
問
題
と
す
べ
き
点
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
問
題
点
は
、「
物
的
施
設
」
と

並
ん
で
「
公
認
神
社
」
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
「
人
的
設
備
」（
神
職
・
氏
子
崇
敬
者
）
に

関
す
る
考
察
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
論
者
自
身

も
今
後
の
課
題
と
し
て
終
章
で
も
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
地
道
な
「
国
家

ノ
宗
祀
」
を
め
ぐ
る
基
礎
的
な
研
究
を
遂
行
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
以
上
の
審
査
結
果
に
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
河
村
忠
伸
は
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位

を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
。
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平
成
三
十
年
十
月
二
十
三
日

主
　
査
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大

學
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授
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授
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河
村

　
忠
伸

　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
本
大
学
院
の

博
士
課
程
に
お
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
　
平
成
三
十
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
阪
　
本
　
是
　
丸
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
武
　
田
　
秀
　
章
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
齊
　
藤
　
智
　
朗
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

准

教

授
　
　
藤
　
本
　
頼
　
生
　
㊞
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