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大
石
泰
夫　

提
出　

学
位
申
請
論
文

　
　
『
芸
能
伝
承
の
民
俗
学
的
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
在
地
に
伝
承
さ
れ
る
所
謂
「
民
俗
芸
能
」
に
つ
い
て
、
芸
能
が
行
わ
れ
て
い

る
現
場
か
ら
、
そ
れ
が
い
か
に
「
伝
承
」
さ
れ
て
い
る
か
を
論
じ
、「
芸
能
伝
承
」
の
実
態

と
特
質
を
闡
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
芸
能
が
行
わ
れ
、
伝
承
さ

れ
る
現
場
の
「
動
態
」
か
ら
問
題
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
芸
能
を
伝
え
る
地

域
の
民
俗
と
関
連
づ
け
な
が
ら
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
論
文
標
題

を
「
芸
能
伝
承
の
民
俗
学
的
研
究
」
と
す
る
と
い
う
。

　

こ
こ
に
掲
げ
る
「
芸
能
伝
承
」
と
い
う
用
語
は
、
折
口
信
夫
に
よ
る
も
の
で
、
申
請
者
は
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こ
の
用
語
に
折
口
の
民
俗
芸
能
研
究
の
視
点
や
課
題
が
表
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
は
「
民

俗
研
究
の
意
義
」（
昭
和
十
年
、
全
集
十
九
巻
所
収
）
で
論
じ
ら
れ
、
現
実
に
目
の
前
に
展

開
す
る
芸
能
を
対
象
と
す
る
民
俗
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
の
折
口
の
考
え
は
、「
此
学
問
は
、

そ
れ
が
い
つ
起
つ
た
か
を
知
る
為
よ
り
も
、
ど
う
し
て
起
つ
た
か
、
又
、
ど
う
し
て
形
を
変

へ
た
か
、
更
に
進
ん
で
は
、
ど
う
い
ふ
点
で
現
在
及
び
将
来
に
交
渉
す
る
か
を
知
る
上
に
役

立
つ
も
の
だ
と
思
へ
ば
い
い
」
と
い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
て
お
り
、
芸
能
伝
承
の
研
究
課
題

に
は
、
そ
の
芸
能
が
「
ど
う
し
て
起
つ
た
か
」、「
ど
う
し
て
形
を
変
へ
た
か
」、「
ど
う
い
ふ

点
で
現
在
及
び
将
来
に
交
渉
す
る
か
」
の
三
つ
が
あ
る
と
説
く
。

　

こ
の
言
説
か
ら
折
口
は
、芸
能
研
究
は
現
実
の
芸
能
の
伝
承
に
即
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
し
、

ま
さ
に
伝
承
を
「
動
態
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
が
わ
か
り
、
折
口
の
「
芸

能
史
」
ま
た
は
「
芸
能
伝
承
論
」
は
、
い
つ
の
時
代
に
ど
う
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、

現
実
に
展
開
し
て
い
る
芸
能
に
変
化
の
過
程
を
洞
察
し
て
、
そ
れ
を
い
わ
ば
進
化
の
行
程
と

し
て
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
解
釈
で
き
る
と
す
る
。
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本
論
文
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
折
口
信
夫
の
民
俗
研
究
の
視
点
や
課
題
に
導
か
れ

た
も
の
で
、「
緒
論
─
芸
能
伝
承
論
─
」
で
、
ま
ず
は
如
上
の
よ
う
な
研
究
視
点
と
課
題
を

明
確
に
し
、「
第
一
編　

生
成
論
」、「
第
二
編　

機
能
論
」、「
第
三
編　

伝
承
現
場
論
」、「
第

四
編　

現
在
・
未
来
論
」、
そ
し
て
本
論
文
の
結
論
で
あ
る
「
総
括
」
か
ら
成
る
。
各
編
の

内
容
は
標
題
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
生
成
」、「
機
能
」、「
伝
承
現
場
」、「
現
在
・
未

来
」
と
い
う
の
は
申
請
者
の
芸
能
伝
承
研
究
の
視
点
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
は
先
の
折
口
信

夫
の
視
点
と
課
題
を
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
折
口
が
い
う
「
ど
う
し

て
起
つ
た
か
」
と
い
う
の
が
、
芸
能
の
生
成
論
で
あ
り
、「
ど
う
し
て
形
を
変
へ
た
か
」
が

伝
承
地
に
お
け
る
芸
能
の
機
能
論
、「
ど
う
い
ふ
点
で
現
在
及
び
将
来
に
交
渉
す
る
か
」
が
、

芸
能
の
伝
承
現
場
論
で
あ
り
、
芸
能
の
現
在
・
未
来
論
で
も
あ
る
と
す
る
。

　

申
請
者
は
、
こ
の
四
つ
の
視
点
と
課
題
を
切
り
口
に
し
な
が
ら
、
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
個
別
の
民
俗
芸
能
を
題
材
と
し
、
こ
こ
か
ら
従
来
と
は
異
な
る
芸
能
の
伝
承
論
と
民
俗
芸

能
研
究
の
方
法
論
の
樹
立
を
目
指
す
。
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各
編
の
内
容
は
、
第
一
編
は
「
第
一
章　

芸
能
の
生
成
を
め
ぐ
っ
て
」、「
第
二
章　

ウ
タ

の
生
成
─
奄
美
八
月
踊
り
の
歌
か
ら
─
」
の
二
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
で
は
、
芸
能
が
も
つ

「
神
事
性
」
と
「
娯
楽
性
」
を
論
じ
て
い
る
。
民
俗
芸
能
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
初
期
か

ら
芸
能
と
宗
教
的
な
「
儀
礼
」
と
の
か
か
わ
り
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
何
故
、
あ
る
い
は
ど

の
よ
う
に
し
て
「
儀
礼
」
が
芸
能
に
転
ず
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
こ
こ
で
は
芸
能
が
も
つ
神
事
性
と
娯
楽
性
は
、
そ
の
芸
能
を
取
り
ま
く
人
々
の
意
識
の

あ
り
よ
う
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。
つ
ま
り
、
芸
能
は
、
そ
の
実
修
者
が

意
識
す
る
神
事
性
と
娯
楽
性
と
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
い
う
生
成
は
、
時
系
列
と
し
て
最
初
に
生
み
出
さ
れ
た
芸
能
と
い
う
、
芸
能
の
歴
史
的

始
源
を
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
行
為
が
、
何
ら
か
の
事
由
に
よ
っ
て
芸
能
と
し
て
行
わ
れ

た
り
、
解
釈
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
は
、
社
会
の
中
で
常

に
芸
能
化
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
視
点
は
折
口
が
い
う
「
そ
れ
が

い
つ
起
つ
た
か
を
知
る
為
よ
り
も
、
ど
う
し
て
起
つ
た
か
」
と
い
う
問
い
と
同
様
の
発
想
で
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あ
る
と
す
る
。

　

神
事
性
と
娯
楽
性
か
ら
の
芸
能
の
生
成
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
は
身
体
の
動
き
に
対
す
る

「
第
三
者
の
目
」
が
、「
儀
礼
」
が
芸
能
へ
転
じ
る
必
須
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

第
二
に
は
実
修
者
の
身
体
技
法
が
「
儀
礼
」
に
な
る
か
、
芸
能
に
な
る
か
は
、
そ
れ
が
演
じ

ら
れ
る
「
場
」
が
も
つ
意
味
、つ
ま
り
「
場
」
の
背
景
に
よ
っ
て
見
立
て
ら
れ
る
演
者
の
「
立

場
」
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
申
請
者
が
参
画
し
た
研
究
会
（
民
俗
芸

能
研
究
の
会
／
第
一
民
俗
芸
能
学
会
）
の
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
こ
の
こ
と
を
具
体
的

に
論
ず
る
の
が
第
二
章
で
あ
る
。
第
二
章
は
奄
美
大
島
の
大
和
村
の
八
月
踊
り
と
そ
の
歌
を

考
察
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
儀
礼
」
と
「
芸
能
」
の
間
を
振
幅
し
な
が
ら
生
成

さ
れ
る
民
俗
芸
能
の
あ
り
よ
う
を
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

第
二
編
は
、
芸
能
が
も
つ
伝
承
地
に
お
け
る
「
機
能
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
民
俗
芸
能

を
対
象
と
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
各
地
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
の
多
く
は
、
い
わ
ば
流
伝
や

伝
播
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、申
請
者
の
視
点
は
、
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あ
る
と
こ
ろ
で
生
成
さ
れ
た
芸
能
が
、
そ
の
地
域
社
会
と
は
異
な
る
民
俗
を
も
つ
地
域
に
流

伝
あ
る
い
は
伝
播
し
、
ど
の
よ
う
に
定
着
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
に
あ
り
、
そ
の
定
着
、

伝
承
の
過
程
で
は
、
そ
の
芸
能
が
本
来
的
に
も
っ
て
い
る
意
味
を
負
い
つ
つ
、
地
域
社
会
の

民
俗
論
理
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
た
り
、
再
解
釈
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
と

す
る
。
こ
う
し
た
問
題
把
握
が
、
芸
能
の
変
容
の
研
究
で
あ
り
、
折
口
が
い
う
「
ど
う
し
て

形
を
変
へ
た
か
」
と
い
う
課
題
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
変
容
に
こ
そ
、
芸
能
を
受

容
し
た
地
域
の
論
理
か
ら
言
う
な
ら
、
流
伝
あ
る
い
は
伝
播
し
て
き
た
民
俗
芸
能
の
、
そ
の

地
域
に
お
け
る
機
能
が
表
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　

こ
う
し
た
論
理
を
導
き
出
し
て
い
る
の
が
第
二
編
の
各
章
で
、「
第
一
章　

民
俗
芸
能
の

伝
播
」
で
は
、
ま
ず
岩
手
県
の
山
伏
神
楽
の
伝
播
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
山
伏
神
楽

は
、
他
所
に
は
流
出
─
伝
播
し
に
く
い
性
質
を
も
つ
が
、
演
技
者
が
伝
承
集
団
か
ら
逸
脱
し

た
り
、
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
し
た
場
合
に
は
他
所
へ
の
伝
播
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
こ
う
し
た
伝
播
の
担
い
手
を
「
は
ぐ
れ
者
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
次
に
は
こ
う
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し
た
伝
播
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
て
、
静
岡
県
伊
豆
半
島
の
三
番
叟
に
つ
い
て
伝
承
者
の
移
動

と
い
う
視
点
か
ら
伝
播
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
二
章
以
降
で
は
、
個
別
の
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
、
そ
の
芸
能
が
も
つ
本
来
の
意
味
を
押

さ
え
な
が
ら
、
実
地
の
民
俗
調
査
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
民
俗
芸
能
の
機
能
を
検

証
し
て
い
る
。「
第
二
章　

依
り
来
る
カ
ミ
の
化
生
─
伊
東
市
富
戸
の
鹿
島
踊
り
の
機
能
─
」

で
は
、
伊
東
市
富
戸
の
「
鹿
島
踊
り
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
地
の
鹿
島
踊
り
の
機
能
を
、
踊

り
が「
奉
納
さ
れ
る
祭
り
の
伝
承
」、「
奉
納
さ
れ
る
場
所
の
伝
承
」、「
生
業
暦
か
ら
み
た
意
味
」

な
ど
か
ら
分
析
す
る
。「
第
三
章　

蓮
華
会
と
サ
ト
の
夏
─
蛙
跳
び
行
事
を
め
ぐ
る
民
俗
─
」

で
は
、
奈
良
県
の
金
峯
山
寺
蓮
華
会
に
伝
わ
る
「
蛙
跳
び
行
事
」
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的

変
遷
を
修
験
者
の
民
衆
教
化
と
関
連
づ
け
な
が
ら
辿
る
と
と
も
に
、
奈
良
県
の
祈
雨
信
仰
と

の
結
び
つ
き
か
ら
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
「
第
四
章　

若
者
の
民
俗
と
し
て
の
三
匹
獅
子
舞
」
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
急

激
に
人
口
が
増
加
し
た
千
葉
県
松
戸
市
の
三
ヶ
所
に
伝
承
さ
れ
る
「
三
匹
獅
子
舞
」
を
取
り
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上
げ
る
。
急
激
に
都
市
化
し
た
地
域
の
若
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
旧
習
の
象
徴
と
も
い
え
る

民
俗
芸
能
は
興
味
の
対
象
外
と
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
中
で
、
ど
う
い
う
仕
掛
け
が
彼
ら
を

三
匹
獅
子
舞
に
引
き
付
け
て
い
く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。「
第
五
章　

岩
手
県
の
神
楽
と

そ
の
機
能
」
で
は
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
は
信
仰
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
「
山
伏
神
楽
」
を

取
り
上
げ
、
芸
能
が
地
域
住
民
の
信
仰
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
た
め
の
演
出
を
明
ら
か
に

す
る
。「
第
六
章　
『
盛
岡
さ
ん
さ
踊
り
』
考
─
イ
ベ
ン
ト
祭
り
と
民
俗
芸
能
─
」
で
は
、
盛

岡
市
の
イ
ベ
ン
ト
祭
り
で
あ
る
「
盛
岡
さ
ん
さ
踊
り
」
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
に
展
開
す
る
民

俗
芸
能
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
民
俗
芸
能
の
現
在
的
課
題
を
明
確
に
す
る
。

　

第
三
編
は
「
伝
承
現
場
論
」
を
課
題
と
す
る
編
で
、
静
岡
県
西
伊
豆
町
宇
久
須
に
伝
承
さ

れ
る
「
人
形
三
番
叟
」
に
つ
い
て
、
二
十
年
に
わ
た
る
調
査
を
も
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
と
ら
れ
て
い
る
記
述
の
視
点
は
、
二
十
年
に
わ
た
る
調
査
の
中

で
、
芸
能
の
伝
承
現
場
を
調
査
者
が
伝
承
者
と
と
も
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
。
申
請
者
が
当
地
へ
通
っ
た
二
十
年
間
に
は
、
ま
さ
に
人
形
三
番
叟
の
演
技
者
や
そ
の
指
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導
者
、
さ
ら
に
公
演
を
め
ぐ
る
社
会
環
境
な
ど
に
変
化
が
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
を
申
請
者

と
伝
承
者
が
と
も
に
体
験
し
て
お
り
、
こ
の
共
通
体
験
か
ら
芸
能
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
「
第
一
章　

伝
承
の
現
場
と
と
も
に
─
二
十
年
民
俗
誌
の
試
み
─
」
で
は
、
こ
う
し
た
記

述
の
意
図
を
述
べ
、「
第
二
章　

伊
豆
半
島
の
三
番
叟
─
研
究
史
の
整
理
と
東
子
浦
人
形
三

番
叟
の
復
活
」、「
第
三
章　

宇
久
須
の
概
況
と
三
番
叟
の
現
況
」
で
は
、
伊
豆
半
島
の
三
番

叟
全
体
に
つ
い
て
の
概
要
、
宇
久
須
の
三
番
叟
の
現
況
を
記
述
す
る
。「
第
四
章　

宇
久
須

の
若
者
組
─
か
つ
て
の
人
形
三
番
叟
の
伝
承
組
織
─
」
で
は
、
宇
久
須
の
人
形
三
番
叟
の
伝

承
母
体
で
あ
っ
た
「
若
者
組
」
を
論
じ
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。「
第
五
章　

民

俗
芸
能
と
老
人
─
演
者
を
退
い
た
者
、
あ
る
い
は
熟
練
の
演
者
と
民
俗
芸
能
─
」
で
は
、
こ

の
人
形
三
番
叟
が
若
者
の
芸
能
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
、
芸
能

に
熟
達
し
た
老
人
が
与
え
る
人
形
三
番
叟
へ
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。「
第
六
章　

演
技

の
熟
練
へ
の
構
造
─
宇
久
須
の
人
形
三
番
叟
の
事
例
を
手
が
か
り
と
し
て
─
」
で
は
、
民
俗
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芸
能
に
お
い
て
は
「
芸
の
達
成
」
が
ど
の
よ
う
に
測
定
さ
れ
る
の
か
を
問
題
と
し
、
そ
れ
は

芸
能
を
伝
承
し
て
い
る
共
同
体
の
中
に
立
ち
上
が
る
芸
能
に
対
す
る
意
識
と
、
演
技
者
で
あ

る
伝
承
者
の
意
識
と
の
中
で
可
変
的
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
「
第
七
章　
『
天
下
御
免
』
の
三
番
叟
─
民
俗
誌
の
新
た
な
視
座
へ
─
」
と
「
第
八
章　
『
天

下
御
免
』
の
三
番
叟
、
そ
の
後
─
民
俗
誌
の
さ
ら
に
新
た
な
視
座
へ
─
」
で
は
、
従
来
の
民

俗
誌
が
志
向
し
て
き
た
客
観
的
記
述
に
対
す
る
疑
義
を
主
張
し
、
民
俗
誌
の
中
に
調
査
者
の

姿
、
調
査
者
が
感
じ
た
主
観
を
も
含
め
た
話
者
の
姿
を
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
俗
誌

記
述
者
が
提
供
す
る
情
報
の
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
論
ず
る
。

　
「
第
四
編　

現
在
・
未
来
論
」
で
は
、
民
俗
芸
能
に
お
け
る
「
伝
承
の
現
在
」
を
い
か
に

捉
え
て
い
く
か
、ま
た
「
伝
承
の
現
在
」
に
存
在
す
る
現
実
的
な
諸
問
題
を
提
示
す
る
。「
第

一
章　
『
民
俗
芸
能
の
継
承
・
断
絶
・
再
生
』
が
め
ざ
す
も
の
」
で
は
、
過
去
に
お
い
て
中

断
し
た
り
、
ま
っ
た
く
新
し
い
芸
能
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
り
し
た
よ
う
な
民
俗
芸
能
を
具
体

的
に
取
り
上
げ
、
民
俗
芸
能
の
伝
承
の
あ
り
方
な
ど
を
論
ず
る
。「
第
二
章　

民
俗
芸
能
と
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民
俗
芸
能
研
究
」
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
の
民
俗
芸
能
研
究
の
動
向
を
踏
ま
え
、
研
究

の
現
在
的
課
題
を
論
ず
る
。
そ
し
て「
第
三
章　

老
人
と
過
疎
─
民
俗
芸
能
の
継
承
か
ら
─
」

で
は
、
後
継
者
不
足
に
悩
む
岩
手
県
の
山
伏
神
楽
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
伝
承
の
未
来
に
向

け
て
の
提
言
を
行
う
。

　

最
後
の
「
総
括
」
で
は
、
各
章
を
要
約
し
な
が
ら
現
時
点
で
の
結
論
と
今
後
の
課
題
を
提

示
す
る
。
こ
こ
で
は
、
今
日
、
民
俗
芸
能
の
多
く
が
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
、
そ
の
意
味
し
て

い
た
も
の
が
大
き
く
変
わ
る
状
況
が
日
々
起
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
今
生
き
て
い
る
民
俗

芸
能
を
、
あ
る
意
味
で
冷
め
た
眼
で
、
ま
た
研
究
者
自
身
が
こ
の
こ
と
を
等
身
大
の
問
題
と

し
て
捕
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
民
俗
芸
能
が
置
か
れ
て
い
る
こ
う
し
た
現

状
は
、
す
で
に
折
口
が
い
う
よ
う
に
、
実
際
に
存
在
す
る
芸
能
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
混

在
し
、
そ
れ
は
歴
史
と
し
て
の
古
代
で
あ
っ
て
も
、
現
代
で
も
同
様
で
あ
る
は
ず
で
、
常
に

発
生
と
消
滅
が
繰
り
返
さ
れ
動
い
て
い
る
。
歴
史
を
遡
っ
て
み
れ
ば
、
多
く
の
民
俗
芸
能
は

そ
う
し
た
過
去
を
繰
り
返
し
な
が
ら
現
在
が
あ
り
、
民
俗
芸
能
を
歴
史
的
な
価
値
観
や
文
化
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財
的
な
価
値
観
で
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
本
論
文
で
論
じ
た
民
俗
芸
能
を
「
動
態
」
と
し

て
捉
え
る
と
い
う
視
座
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
る
伝
承
の
可
能
性
と
と
も
に
、
新

た
な
研
究
の
地
平
が
拓
け
る
と
主
張
す
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
日
本
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
所
謂
「
民
俗
芸
能
」
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫

が
提
示
し
た
「
芸
能
伝
承
」
と
い
う
視
点
と
課
題
を
独
自
に
捉
え
直
し
、
地
域
に
お
い
て
芸

能
が
い
か
に
生
成
さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
変
容
あ
る
い
は
再
解
釈
さ
れ
て
受
け
継
が
れ

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
、
折
口
信
夫
が
い
う
、
そ
の

芸
能
が
「
ど
う
し
て
起
つ
た
か
」
を
芸
能
の
生
成
論
、「
ど
う
し
て
形
を
変
へ
た
か
」
を
伝

承
地
に
お
け
る
芸
能
の
機
能
論
、「
ど
う
い
ふ
点
で
現
在
及
び
将
来
に
交
渉
す
る
か
」
を
芸

能
の
現
場
論
と
し
て
意
味
づ
け
、
こ
れ
ら
を
基
軸
に
据
え
て
、
地
域
社
会
に
受
容
さ
れ
た
芸
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能
が
伝
習
さ
れ
、
演
ず
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
伝
承
の
動
態
を
、
広
範
囲
に
わ
た
る

自
ら
の
実
地
調
査
を
も
と
に
描
い
て
い
る
。

　

現
在
言
う
と
こ
ろ
の
「
民
俗
芸
能
」
と
い
う
術
語
は
、
戦
後
の
昭
和
二
十
年
代
半
ば
か
ら

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、こ
れ
以
前
に
は
「
民
俗
芸
術
」
と
か
「
郷
土
舞
踊
」、「
郷

土
芸
能
」
な
ど
い
く
つ
も
の
言
い
方
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
一
致
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
「
民
俗
芸
能
」
自
体
も
そ
の
概
念
は
安
定
せ
ず
、
現
在
も
研
究
者

に
よ
る
認
識
の
違
い
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
民
俗
」
に
は
多
分
に
神
事
的

あ
る
い
は
儀
礼
的
と
い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
、「
民
俗
芸
能
」
研
究
は
、
そ
の
宗
教
的
釈
義

や
身
体
表
現
の
解
釈
を
中
心
に
、
表
現
技
法
の
比
較
な
ど
に
よ
る
系
譜
論
、
あ
る
い
は
芸
能

史
的
な
位
置
づ
け
を
主
流
と
し
て
き
た
。
申
請
者
が
こ
の
論
文
で
主
題
と
す
る
在
地
に
お
け

る
芸
能
の
伝
習
や
継
承
の
あ
り
方
を
問
う
と
い
う
伝
承
論
は
、
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
研
究
は
近
年
の
動
向
で
、
む
し
ろ
こ
れ
は
申
請
者
ら
が
牽

引
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
二
十
年
余
り
に
亘
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っ
て
研
究
を
続
け
た
在
地
芸
能
の
伝
承
論
を
一
つ
に
ま
と
め
た
本
論
文
の
も
つ
意
義
は
大
き

い
と
い
え
る
。

　

論
文
構
成
は
、
ま
ず
「
緒
論
─
芸
能
伝
承
論
─
」
で
論
文
の
課
題
や
方
法
、
研
究
視
点
を

論
じ
、
続
い
て
本
論
と
し
て
二
章
か
ら
な
る
「
第
一
編　

生
成
論
」、
六
章
か
ら
な
る
「
第
二

編　

機
能
論
」、
八
章
か
ら
な
る
「
第
三
編　

伝
承
現
場
論
」、
三
章
か
ら
な
る
「
第
四
編　

現
在
・
未
来
論
」
が
あ
り
、
最
後
に
「
総
括
」
と
し
て
論
文
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

全
体
と
し
て
は
二
十
一
の
章
か
ら
な
り
、
そ
の
大
半
が
前
述
の
よ
う
に
実
地
研
究
に
基
づ

く
が
、
第
一
編
の
芸
能
の
生
成
論
で
は
、
芸
能
は
、
あ
る
型
を
も
っ
た
身
体
表
現
に
対
す
る

人
々
の
神
事
性
と
娯
楽
性
へ
の
意
識
の
あ
り
よ
う
か
ら
生
成
さ
れ
、
そ
の
意
識
は
身
体
の
動

き
に
対
す
る
第
三
者
で
あ
る
観
客
の
目
と
、
そ
れ
が
演
じ
ら
れ
る
「
場
」
が
も
つ
意
味
に
よ

っ
て
見
立
て
ら
れ
る
演
者
の
立
場
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
芸
能
の

生
成
を
、
表
現
の
場
と
こ
れ
を
取
り
ま
く
人
々
の
眼
差
し
の
存
在
か
ら
位
置
づ
け
て
い
る
の

で
あ
り
、
研
究
対
象
と
し
て
の
民
俗
芸
能
を
、
そ
の
生
成
原
理
か
ら
規
定
し
、
歴
史
的
制
約
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か
ら
解
放
し
た
点
は
高
く
評
価
で
き
る
。

　

第
二
編
の
機
能
論
に
つ
い
て
は
、
あ
る
地
域
へ
芸
能
が
流
伝
あ
る
い
は
伝
播
し
、
こ
れ
が

受
容
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
地
域
社
会
の
民
俗
論
理
に
よ
っ
て
芸
能
が
変
容
し
て
根

付
い
て
お
り
、
こ
こ
に
そ
の
地
域
に
お
け
る
芸
能
の
機
能
が
表
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ

れ
は
今
ま
で
に
な
い
芸
能
の
伝
播
・
受
容
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
受
容
し
た
社
会
に
お

け
る
芸
能
の
位
置
づ
け
を
「
機
能
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、や
や
違
和
感
が
あ
り
、

今
後
の
検
討
材
料
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
編
で
は
岩
手
県
の
山
伏
神
楽
と
静
岡
県
の
三
番

叟
か
ら
、
芸
能
伝
播
に
お
け
る
「
は
ぐ
れ
者
」
の
存
在
と
伝
承
者
の
移
動
を
明
ら
か
に
し
た

点
は
大
き
な
成
果
と
い
え
る
。

　

第
三
編
は
、
申
請
者
が
二
十
年
に
わ
た
っ
て
調
査
を
続
け
て
い
る
静
岡
県
賀
茂
郡
西
伊
豆

町
宇
久
須
の
人
形
三
番
叟
を
め
ぐ
る
論
述
で
、
こ
こ
で
は
と
く
に
従
来
に
は
な
い
視
点
と
し

て
「
芸
の
達
成
」、
つ
ま
り
演
技
の
熟
練
が
い
か
に
測
定
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ

て
い
る
。
長
年
の
実
地
研
究
か
ら
、
熟
練
度
の
測
定
は
固
定
的
で
は
な
く
、
可
変
的
で
あ
る



─ 16 ─

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
今
後
の
民
俗
芸
能
研
究
に
新
た
な
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
本
論
文
で
は
、
新
し
い
芸
能
で
あ
る
「
盛
岡
さ
ん
さ
踊
り
」
を
取
り
上
げ
、
多
く

の
若
者
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
芸
能
の
力
と
、
村
落
社
会
と
は
異
な
る
新
た
な
芸
能
の
伝
承
組

織
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
編
で
は
、
過
疎
化
が
進
む
地
域
の
芸
能
と

し
て
早
池
峰
流
神
楽
を
取
り
上
げ
、
実
態
を
捉
え
な
が
ら
今
後
の
継
承
の
あ
り
方
を
論
ず
る

な
ど
、
民
俗
芸
能
が
抱
え
る
現
実
に
も
注
視
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
論
文
は
芸
能
伝
承
論
と
し
て
の
仮
説
を
い
く
つ
も
提
示
し
、
今
後
の
民

俗
芸
能
研
究
に
多
く
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
展
開
す
る
芸
能
伝
承

論
は
、
す
べ
て
が
演
者
側
か
ら
の
も
の
で
、
芸
能
意
識
を
生
成
す
る
第
三
者
や
芸
能
の
場
を

形
成
す
る
演
者
以
外
の
人
々
の
具
体
的
な
あ
り
方
、
ま
た
、
演
技
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
裏

方
に
つ
い
て
の
実
地
研
究
は
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
流
伝
あ
る
い
は
伝

播
し
て
き
た
芸
能
を
受
容
す
る
に
当
た
っ
て
の
、地
域
社
会
に
お
け
る
経
済
的
裏
付
け
な
ど
、

い
く
つ
か
の
点
で
論
証
に
不
十
分
な
点
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
文
は
、
芸
能
の
伝
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承
現
場
で
の
実
地
研
究
を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
論
文
の
主
題
で
あ
る
芸
能
伝
承
論
を
確
実
に

前
進
さ
せ
、
民
俗
芸
能
研
究
に
新
た
な
里
程
を
築
い
て
い
る
。
ま
た
、
申
請
者
は
こ
う
し
た

民
俗
芸
能
研
究
を
、『
万
葉
集
』
な
ど
の
文
学
研
究
と
と
も
に
行
い
、
今
後
、
文
学
の
民
俗

学
的
研
究
に
新
た
な
領
域
を
拓
い
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者

で
あ
る
大
石
泰
夫
は
、博
士
（
文
学
）
の
学
位
が
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日
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