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内
野
信
子 

提
出 

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
蜻
蛉
日
記
の
表
現
─
道
綱
母
の
心
情
変
容
と
兼
家
乖
離
─
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　

本
申
請
論
文
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
紡
ぎ
出
す
作
中
主
体
道
綱
母
の

心
情
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
道
綱
母
が
兼
家
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
精
神
的
に
乖

離
し
て
い
く
か
、
ま
た
そ
の
過
程
が
『
蜻
蛉
日
記
』
の
主
題
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
申
請
論
文
は
、
序
及
び
、
次
の
三
篇
十
二
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　

第
一
篇　

道
綱
母
の
本
性
と
心
情
変
容
─
兼
家
乖
離
を
中
心
に
─
（
七
章
）

　
　

第
二
篇　

道
綱
母
の
和
歌
（
二
章
）
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第
三
篇　

兼
家
を
基
点
と
し
て
読
み
解
く
道
綱
母
の
心
情
（
三
章
）

　

第
一
篇
は
、「
自
照
表
現
と
し
て
の
「
わ
れ
」」、「
兼
家
の
提
言
と
道
綱
母
の
行
動
と
の
捩

れ
─
初
度
初
瀬
詣
を
中
心
に
─
」、「「
も
の
は
か
な
し
」
か
ら
「
あ
さ
ま
し
」
へ
」、「「
途
絶

え
」
と
連
関
す
る
「
な
に
か
は
」」、「
鳴
滝
参
籠
を
変
曲
点
と
す
る
「
の
ど
か
」
の
位
相
」、「
天

禄
三
年
春
の
「
の
ど
か
」
な
「
雨
」」、「「
あ
が
た
あ
り
き
」
─
倫
寧
娘
と
兼
家
妻
の
間
で
─
」

の
七
本
の
論
考
か
ら
な
る
。

　

第
一
章
で
は
、　

上
巻
天
暦
八
年
秋
の
「
さ
だ
め
な
く
消
え
か
へ
り
つ
る
そ
ら
だ
の
め
す

る
わ
れ
は
な
に
な
り
」
を
対
象
と
し
て
、「
わ
れ
」
は
表
現
主
体
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
の
自

覚
が
「
ひ
と
」
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
ま
た
、
道
綱
母
は
、
兼
家
と
の
心
的
距

離
を
確
保
す
る
こ
と
で
、「
わ
れ
」
を
保
持
し
よ
う
と
し
、
結
婚
初
期
、
自
己
に
没
入
す
る

態
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
わ
れ
」
が
、「
わ
れ
は
な
に
な
り
」
と
問
い
か
け
る
こ
と
で
自
他

を
分
離
し
客
観
し
、
夫
兼
家
、
結
婚
生
活
、
そ
し
て
自
身
を
も
客
観
す
る
に
至
る
と
す
る
。

第
二
章
で
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
巻
末
初
度
初
瀬
詣
で
を
対
象
と
し
て
、
往
路
と
復
路
の
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道
綱
母
の
心
情
の
変
容
の
検
証
を
通
し
て
、道
綱
母
と
兼
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
究
す
る
。

本
章
は
、
安
和
元
年
十
月
二
十
六
日
の
「
大
嘗
祭
の
御
禊
」
に
女
御
に
代
わ
っ
て
奉
仕
し
た

時
姫
の
娘
超
子
の
歴
史
的
実
在
を
前
提
と
し
て
、
道
綱
母
の
初
瀬
詣
で
を
問
題
と
す
る
。
道

綱
母
に
と
っ
て
、超
子
の
女
御
代
の
奉
仕
は「
わ
が
か
た
の
こ
と
に
し
あ
ら
ね
ば
」で
あ
る
が
、

時
姫
と
交
流
の
あ
っ
た
道
綱
母
は
、女
御
代
の
準
備
を
手
伝
う
心
づ
も
り
は
あ
っ
た
と
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
兼
家
の
「
こ
れ
過
ぐ
し
て
も
ろ
と
も
に
や
は
」
の
提
案
は
、
女
子
に
恵
ま
れ
ぬ

忸
怩
た
る
思
い
に
あ
る
道
綱
母
の
心
情
を
刺
激
し
た
か
ら
だ
と
す
る
。
兼
家
の
迎
え
を
受
け

た
復
路
が
往
路
の
物
寂
し
さ
を
払
拭
す
る
も
の
で
あ
り
、
帰
宅
後
、
超
子
の
奉
仕
の
準
備
に

携
わ
る
と
こ
ろ
に
道
綱
母
の
捻
れ
の
感
情
が
あ
り
、
そ
れ
が
兼
家
乖
離
へ
と
道
綱
母
を
導
く

も
の
と
し
た
。
第
三
章
で
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
主
題
を
醸
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
同
時

に
町
の
小
路
の
女
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
「
も
の
は
か
な
し
」
と
「
あ
さ
ま
し
」
の
二
語

を
対
象
と
し
て
、
道
綱
母
の
あ
り
方
を
論
究
す
る
。
兼
家
に
向
け
た
驚
き
と
侮
蔑
の
感
情
を

「
あ
さ
ま
し
」
と
規
定
し
、「
も
の
は
か
な
」
い
自
己
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
客
観
す
る
こ
と
で
、
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道
綱
母
が
兼
家
か
ら
乖
離
し
よ
う
と
決
意
し
た
も
の
と
す
る
。
兼
家
に
執
す
る
自
己
を
「
あ

さ
ま
し
」
と
客
観
し
、
夫
か
ら
の
乖
離
を
遂
げ
る
こ
と
で
、「
も
の
は
か
な
」
い
心
情
が
道

綱
母
を
造
型
す
る
要
素
と
し
て
作
品
か
ら
後
退
し
た
の
だ
と
す
る
。
第
四
章
で
は
、
鳴
滝
参

籠
後
に
用
い
ら
れ
る
「
な
に
か
は
」
を
対
象
と
し
て
、
町
の
小
路
の
女
の
登
場
と
と
も
に
は

じ
ま
る
兼
家
の
「
途
絶
え
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
究
す
る
。「
な
に
か
は
」
は
、
道
綱
母

が
兼
家
の
「
途
絶
え
」
を
甘
受
し
得
た
と
き
、
な
に
恐
れ
る
こ
と
な
く
発
せ
ら
れ
た
表
現
で

あ
る
と
す
る
。
そ
の
結
果
、「
な
に
か
は
」
と
い
う
語
を
発
語
し
た
道
綱
母
は
兼
家
の
妻
妾

と
し
て
の
自
己
か
ら
の
開
放
を
う
な
が
す
こ
と
と
な
っ
た
と
し
た
。
第
五
章
で
は
、
上
巻
、

中
巻
、
下
巻
の
「
の
ど
か
」
を
対
象
と
し
て
、
兼
家
と
道
綱
母
と
の
夫
婦
関
係
を
論
究
す
る
。

上
巻
の「
の
ど
か
」は
す
べ
て
兼
家
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
、夫
婦
の
関
係
の
良
好
さ
を
示
し
、

妻
と
し
て
の
充
足
感
の
表
現
で
あ
る
と
す
る
。
中
巻
の
「
の
ど
か
」
は
兼
家
と
の
心
的
距
離

を
確
か
に
し
た
こ
と
に
よ
る
静
穏
な
心
情
で
あ
る
と
す
る
。
下
巻
で
は
、こ
の
穏
や
か
な「
の

ど
か
」
さ
の
中
に
再
び
兼
家
が
訪
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
兼
家
と
の
関
係
に
あ
き
ら
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め
の
心
情
が
内
在
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
第
六
章
で
は
、
下
巻
の
天
禄
三
年
二

月
、
三
月
の
春
の
「
雨
」
の
「
の
ど
か
」
さ
を
対
象
と
し
て
、
情
景
と
し
て
の
「
雨
」
と
そ

こ
か
ら
も
た
さ
れ
る
「
の
ど
か
」
な
道
綱
母
の
精
神
と
の
関
係
を
論
究
す
る
。「
雨
」
が
恋

を
妨
げ
る
「
の
ど
か
」
な
ら
ぬ
天
象
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
道
綱
母
に
と
っ
て
「
の
ど
か
」

な
「
雨
」
は
、
兼
家
に
対
す
る
希
求
や
願
望
を
放
棄
す
る
こ
と
で
心
の
安
定
へ
と
導
く
も
の

で
あ
る
と
し
た
。
第
七
章
で
は
、
父
倫
寧
を
「
あ
が
た
あ
り
き
」
と
呼
称
す
る
こ
と
を
対
象

と
し
て
、
兼
家
妻
か
ら
倫
寧
娘
へ
の
変
容
を
中
心
に
、
倫
寧
に
対
す
る
道
綱
母
の
認
識
の
位

相
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
道
綱
母
の
父
倫
寧
の
呼
称
が
、結
婚
以
前
の「
親
と
お
ぼ
し
き
人
」・

「
頼
も
し
き
人
」、
床
離
れ
て
以
後
の
「
古
め
か
し
き
人
」
と
変
更
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、

道
綱
母
に
お
け
る
父
倫
寧
の
存
在
の
あ
り
方
が
変
貌
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

第
二
篇
は
、「
独
詠
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
道
綱
母
」、「
道
綱
母
の
兼
家
乖
離
と
下
巻
の
贈

答
歌
群
」
の
二
本
の
論
考
か
ら
な
る
。

　

第
一
章
は
、
天
禄
三
年
一
月
、
兼
家
か
ら
の
精
神
的
な
乖
離
を
と
げ
た
道
綱
母
が
、
雪
の
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中
に
鶯
の
初
声
を
聞
き
な
が
ら
、「
ま
い
て
、
こ
こ
ち
も
老
い
過
ぎ
て
、
例
の
、
か
ひ
な
き

ひ
と
り
ご
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
り
」
と
あ
る
文
章
を
対
象
と
し
て
、
道
綱
母
が
和
歌
を
詠
ま

な
か
っ
た
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
道
綱
母
と
な
っ
た
作
中
主
体
は
遠
度
の
養

女
求
婚
譚
、
道
綱
恋
愛
譚
を
記
す
に
あ
た
り
、
精
神
の
老
い
を
自
覚
し
、
兼
家
か
ら
の
精
神

的
な
乖
離
を
確
実
の
も
の
と
し
て
自
己
に
取
り
込
む
中
で
、
道
綱
母
の
詠
作
不
能
と
い
う
現

実
が
あ
っ
た
と
す
る
。
第
二
章
は
、
下
巻
天
禄
三
年
閏
二
月
、
道
綱
母
と
兼
家
と
の
最
後
の

贈
答
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
中
巻
に
お
い
て
、
上
巻
よ
り
少
な
く
な
っ
た
贈
答
歌
の
意
義
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
綱
母
は
、「
お
ど
ろ
か
し
て
も
、
く
や
し
げ
な

る
ほ
ど
を
な
む
」
と
い
う
兼
家
の
態
度
に
幻
滅
し
、
兼
家
の
和
歌
は
こ
の
の
ち
記
さ
な
か
っ

た
の
だ
と
す
る
。
和
歌
表
現
者
と
し
て
の
兼
家
を
作
品
か
ら
退
場
さ
せ
、
兼
家
か
ら
の
精
神

的
乖
離
を
確
認
し
た
あ
と
、
道
綱
母
は
遠
度
の
養
女
求
婚
と
、
息
子
道
綱
の
ふ
た
つ
の
恋
に

関
わ
っ
て
い
る
が
、そ
れ
は
、表
現
主
体
が
兼
家
の
妻
か
ら
道
綱
の
母
へ
と
変
わ
る
中
で
、「
あ

へ
な
か
り
し
す
き
ご
と
」
を
懐
か
し
む
道
綱
母
と
し
て
の
心
情
が
選
び
と
っ
た
も
の
で
あ
る
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と
す
る
。

　

第
三
篇
は
、「「
紛
ら
は
す
」
─
兼
家
変
貌
を
実
感
さ
せ
る
語
と
し
て
─
」、「
兼
家
の
「
さ

か
さ
ま
ご
と
」
─
道
綱
母
の
心
情
変
容
を
裏
付
け
る
語
と
し
て
─ 

」、「「
む
か
し
す
き
ご
と

せ
し
人
」
─
非
兼
家
説
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
─ 

」
の
三
本
の
論
考
か
ら
な
る
。

　

第
一
章
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
紛
ら
は
す
」
三
例
と
、「
言
ひ
紛
ら
は
す
」
一
例
が
和
歌

贈
答
に
関
わ
る
と
の
事
実
を
対
象
と
し
て
、
道
綱
母
の
兼
家
と
の
結
婚
生
活
に
お
け
る
不
安

の
内
実
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
結
婚
前
は
道
綱
母
が
兼
家
の
返
歌
を
「
紛
ら
は
し
」
て
い
た
。

し
か
し
、結
婚
後
は
、兼
家
が
再
三
返
歌
を
省
き
、返
歌
の
か
わ
り
に
直
接
訪
れ
た
こ
と
が「
み

づ
か
ら
来
て
紛
ら
は
し
つ
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
道
綱
母
が
求
め
た
の
は
兼

家
の
返
歌
で
あ
り
、
結
婚
前
の
贈
答
に
見
ら
れ
る
兼
家
の
ま
め
ま
め
し
き
態
度
を
期
待
し
て

い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
兼
家
の
返
歌
を
し
な
い
「
言
ひ
紛
ら
は
す
」
態
度
は
、
道
綱
母
の

結
婚
生
活
へ
の
不
安
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
第
二
章
は
、
下
巻
天
禄
三
年

一
月
条
で
、
兼
家
が
「
な
に
ご
と
か
あ
る
。
騒
が
し
う
て
な
む
。
な
ど
か
お
と
を
だ
に
。
つ
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ら
し
」
な
ど
と
、「
さ
か
さ
ま
ご
と
」
を
言
っ
て
き
た
兼
家
を
対
象
と
し
て
、
道
綱
母
に
お

け
る
兼
家
の
妻
の
座
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
天
禄
二
年
の
鳴
滝
参
籠
を
境
に
、
道
綱
母
が
兼

家
と
の
精
神
的
な
距
離
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
道
綱
母
が
兼
家
妻
の

座
へ
の
執
着
を
手
放
し
た
と
き
に
兼
家
が
発
し
た
言
葉
が
「
さ
か
さ
ま
ご
と
」
で
あ
っ
た
と

す
る
。
第
三
章
は
、
兼
家
が
町
の
小
路
の
女
の
も
と
に
通
い
、
夫
婦
仲
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て

い
た
天
暦
十
年
八
月
に
、「
む
か
し
す
き
ご
と
せ
し
人
も
い
ま
は
お
は
せ
ず
と
か
」
と
い
う

条
を
対
象
と
し
て
、「
む
か
し
す
き
ご
と
せ
し
人
」
を
兼
家
と
と
る
説
に
つ
い
て
再
検
討
し

て
い
る
論
で
あ
る
。「
む
か
し
」、「
す
き
ご
と
」
な
ど
の
語
義
を
検
証
し
、「
す
き
ご
と
せ
し

人
」
を
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
序
文
に
続
く
「
あ
へ
な
か
り
し
す
き
ご
と
ど
も
」
に
関
わ
る
人

物
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
の
道
綱
母
へ
の
懸
想
人
が
「
い
ま
は
お
は
せ
ず
と

か
」
と
、
兼
家
の
途
絶
え
を
揶
揄
し
て
い
る
と
仮
定
で
き
る
な
ら
ば
、
道
綱
母
の
「
も
の
し

う
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
日
暮
は
わ
び
し
う
の
み
お
ぼ
ゆ
」
と
い
う
心
情
が
理
解
で
き
る
も
の

で
あ
る
と
す
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

道
綱
母
と
兼
家
と
の
結
婚
生
活
に
つ
い
て
は
、
歴
史
資
料
に
よ
ら
ず
に
『
蜻
蛉
日
記
』
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
蜻
蛉
日
記
研
究
に
お
い
て
も
、『
大
鏡
』

兼
家
伝
に
お
い
て
の
「
女
君
、
な
げ
き
つ
つ
一
人
寝
る
夜
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も

の
と
か
は
知
る
」
の
詠
出
状
況
と
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
そ
れ
に
関
わ
る
叙
述
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。『
蜻
蛉
日
記
』
に
描
か
れ
る
道
綱
母
像

と
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
道
綱
母
と
を
弁
別
す
る
困
難
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
本
申
請
論
文
で
は
、
作
中
主
体
道
綱
母
と
表
現
主
体
道
綱
母
と
規
定
し
て
論
述
し
、

作
中
主
体
道
綱
母
の
心
情
を
対
象
と
し
て
論
じ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
申
請
論
文
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
紡
ぎ
出
す

作
中
主
体
道
綱
母
の
心
情
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
道
綱
母
が
兼
家
か
ら
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
精
神
的
に
乖
離
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
『
蜻
蛉
日
記
』
の
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主
題
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
篇
「
道
綱
母
の
本
性
と
心
情
変
容
─
兼
家
乖
離
を
中
心
に
─
」
は
、「
わ
れ
」・「
も

の
は
か
な
し
」・「
あ
さ
ま
し
」・「
途
絶
え
」・「
な
に
か
は
」・「
の
ど
か
」・「
あ
が
た
あ
り
き
」

な
ど
の
表
現
を
対
象
と
し
て
、
道
綱
母
の
心
の
有
り
様
が
、
上
巻
、
中
巻
を
経
て
下
巻
に
至

る
過
程
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、
そ
の
こ
と
が
兼
家
と
の
夫
婦
関
係
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
、二
、三
、四
章

が
注
目
さ
れ
た
。
第
一
章
「
自
照
表
現
と
し
て
の
「
わ
れ
」」
で
は
、上
巻
天
暦
八
年
秋
の
「
さ

だ
め
な
く
消
え
か
へ
り
つ
る
そ
ら
だ
の
め
す
る
わ
れ
は
な
に
な
り
」を
対
象
と
し
て
、「
わ
れ
」

は
表
現
主
体
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
が
「
ひ
と
」
を
認
識
し
た
上
で
、「
ひ
と
」
に
頼

る
こ
と
で
損
な
わ
れ
て
い
く
「
わ
れ
」
と
は
「
な
に
」
か
と
追
求
し
続
け
た
と
こ
ろ
に
、『
蜻

蛉
日
記
』
の
本
質
の
ひ
と
つ
が
あ
る
と
し
た
点
は
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
論
の

一
つ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
「
わ
れ
は
」
の
「
は
」
の
語
法
的
意
味
に
つ
い
て
再
度
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、町
の
小
路
の
女
と
の
問
題
に
端
緒
を
も
つ
、上
巻
の
「
わ
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れ
は
わ
れ
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
中
巻
巻
頭
の
安
和
二
年
正
月
二
日
の
「
わ
れ
は
、
す
べ
て
、

近
き
が
す
る
と
こ
ろ
な
り
、
く
や
し
く
、
な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
わ
れ
は
」

の
「
は
」
の
個
別
の
用
法
に
つ
い
て
も
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
第
二
章
「
兼
家
の

提
言
と
道
綱
母
の
行
動
と
の
捩
れ
─
初
度
初
瀬
詣
を
中
心
に
─
」
で
、『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻

巻
末
初
度
初
瀬
詣
で
を
対
象
と
し
て
、
往
路
と
復
路
の
道
綱
母
の
心
情
の
変
容
の
検
証
を
通

し
て
、
道
綱
母
と
兼
家
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
は
評
価
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
と
く
に
安
和
元
年
十
月
二
十
六
日
の
「
大
嘗
祭
の
御
禊
」
に
女
御
に
代
わ
っ
て
奉
仕
し

た
時
姫
の
娘
超
子
の
歴
史
的
実
在
を
前
提
と
し
て
、
道
綱
母
の
初
瀬
詣
で
を
問
題
と
し
た
点

は
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
蜻
蛉
日
記
』
と
い
う
作
品
世
界
の
叙
述
と
、
歴

史
的
実
在
性
と
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
申
請
者
自
身
に
よ
る
歴
史
叙
述

と
『
蜻
蛉
日
記
』
の
記
述
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
論
の
対
象
と
な
っ
た
超
子
の

大
嘗
祭
の
御
禊
を
対
象
と
す
る
際
に
は
、「
大
嘗
祭
の
御
禊
」
の
平
安
時
代
に
お
け
る
歴
史

認
識
を
示
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
第
三
章
「「
も
の
は
か
な
し
」
か
ら
「
あ
さ
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ま
し
」
へ
」
で
は
、「
も
の
は
か
な
し
」
と
「
あ
さ
ま
し
」
の
二
語
を
対
象
と
し
て
、
道
綱

母
の
精
神
を
動
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
点
も
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
兼
家
に
向
け
た

驚
き
と
侮
蔑
の
感
情
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
規
定
し
、「
も
の
は
か
な
」
き
自
己
を
「
あ
さ
ま

し
」
と
客
観
化
し
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
、
兼
家
か
ら
の
精
神
的
な
乖
離
を
遂
げ
る
こ
と
で

「
も
の
は
か
な
」
き
心
情
が
作
中
主
体
道
綱
母
像
を
造
型
す
る
要
素
と
し
て
、『
蜻
蛉
日
記
』

上
巻
か
ら
後
退
し
た
の
だ
と
し
た
点
は
、「
も
の
は
か
な
し
」・「
あ
さ
ま
し
」
が
道
綱
母
の

心
情
を
主
題
的
に
醸
成
し
て
い
く
表
現
と
し
て
あ
る
と
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
意
義
あ
る
成

果
と
い
え
る
。
し
か
し
、
本
論
の
基
調
に
あ
る
「
夫
兼
家
か
ら
の
乖
離
」
と
い
う
結
論
が
先

行
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
上
巻
の
冒
頭
部
「
か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い

と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
人
あ
り
け
り
」
及
び
上
巻
の
末

尾
「
な
ほ
も
の
は
か
な
き
を
思
へ
ば
、
あ
る
か
な
き
か
の
こ
こ
ち
す
る
か
げ
ろ
ふ
日
記
と
い

ふ
べ
し
」
と
、
申
請
者
が
述
べ
る
「
自
己
を
客
観
化
す
る
「
あ
さ
ま
し
」」
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
具
体
的
な
論
述
が
あ
れ
ば
よ
り
有
効
な
論
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
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四
章
で
は
、
鳴
滝
参
籠
後
に
用
い
ら
れ
た
「
な
に
か
は
」
を
対
象
と
し
て
、
町
の
小
路
の
女

の
登
場
と
と
も
に
は
じ
ま
る
兼
家
の
「
途
絶
え
」
と
兼
家
の
妻
妾
と
し
て
の
自
己
か
ら
の
開

放
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
究
し
よ
う
と
し
た
点
も
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。第
一
、二
、三
、

四
、
の
各
章
の
問
題
は
、
あ
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
上
巻
か
ら
中
巻
に
か
け
て

の
道
綱
母
の
心
情
の
変
容
が
浮
き
彫
り
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
兼
家
と
道
綱
母
と
の
精

神
的
な
距
離
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
篇
「
道
綱
母
の
和
歌
」
で
は
、
下
巻
冒
頭
部
の
天
禄
三
年
一
月
条
で
道
綱
母
が
独
詠

歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
理
由
と
天
禄
三
年
閏
二
月
条
で
の
兼
家
と
の
贈
答
歌
の
あ
り
方
を
検
証

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
道
綱
母
と
兼
家
と
の
精
神
的
な
距
離
を
は
か
ろ
う
と
し
た
点
は
評
価

で
き
よ
う
。
と
く
に
第
一
章
に
お
い
て
、
下
巻
天
禄
三
年
一
月
の
「
ま
い
て
、
こ
こ
ち
も
老

い
過
ぎ
て
、
例
の
、
か
ひ
な
き
ひ
と
り
ご
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
り
」
の
表
現
に
注
目
し
て
、

道
綱
母
の
「
老
い
」
の
意
識
と
兼
家
と
の
関
係
を
分
析
し
た
上
で
、
彼
女
が
和
歌
を
読
ま
な

か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
視
点
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
道
綱
母
と
な
っ
た
作
中
主
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体
が
、
遠
度
の
養
女
求
婚
譚
、
道
綱
恋
愛
譚
を
記
す
中
で
精
神
の
老
い
の
自
覚
を
し
、
兼
家

乖
離
を
確
実
の
も
の
と
し
て
自
己
に
取
り
込
む
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
と
す
る
論
理
に
は
や

や
疑
問
が
残
る
。
申
請
者
の
用
い
る
「
兼
家
乖
離
」
と
、
道
綱
母
が
和
歌
を
詠
じ
る
こ
と
、

さ
ら
に
そ
れ
を
書
き
つ
け
る
表
現
主
体
道
綱
母
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
が
あ
れ
ば
、
よ
り

確
実
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
篇
「
兼
家
を
基
点
と
し
て
読
み
解
く
道
綱
母
の
心
情
」
で
は
、
第
一
章
で
「
紛
ら
は

す
」
と
「
言
ひ
紛
ら
は
す
」
語
を
対
象
と
し
て
、
道
綱
母
の
兼
家
と
の
結
婚
生
活
に
お
け
る

不
安
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。結
婚
前
に
は
、

道
綱
母
が
兼
家
の
返
歌
を
「
紛
ら
は
し
」
て
い
た
の
に
対
し
て
、
結
婚
後
は
、
兼
家
が
返
歌

の
か
わ
り
に
直
接
訪
れ
た
こ
と
が
「
み
づ
か
ら
来
て
紛
ら
は
し
つ
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
を
確

認
し
、
さ
ら
に
、
兼
家
の
返
歌
を
し
な
い
「
言
ひ
紛
ら
は
す
」
態
度
は
、
道
綱
母
の
結
婚
生

活
へ
の
不
安
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
点
も
注
目
さ
れ
た
。「
紛
ら
は
す
」
主

体
が
道
綱
母
か
ら
兼
家
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
、「
紛
ら
は
す
」
が
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二
人
の
関
係
を
象
徴
す
る
表
現
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
と
し
た
点
は
有
意
義
な
成
果
で
あ

る
と
い
え
る
。

　

右
の
よ
う
に
、
本
申
請
論
文
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
道
綱
母
と
兼
家
と
の
関
係
に

つ
い
て
、「
わ
れ
」・「
も
の
は
か
な
し
」・「
あ
さ
ま
し
」・「
な
に
か
は
」・「
の
ど
か
」・「
紛

ら
は
す
」
な
ど
の
表
現
や
、
道
綱
母
と
兼
家
の
和
歌
表
現
の
分
析
、
検
証
を
通
し
て
、
上
巻

か
ら
下
巻
に
か
け
て
の
時
間
的
経
過
の
中
で
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
道
綱
母
の
心
情
の
有
り
様

及
び
作
品
展
開
に
お
け
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
新
た
な
『
蜻
蛉
日
記
』
の
表
現
論
を
構
築

し
た
点
は
十
分
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
本
論
文
提
出
者
内
野
信
子
は
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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