
吉
永
博
彰
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
伊
豆
三
嶋
神
社
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
伊
豆
三
嶋
神
社
（
現
・
三
嶋
大
社
）
の
祭
祀
を
管
理
・
経
営
し
て
き
た
神
社
内

組
織
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
構
成
は
、
本
論
文
の
目
的
と
研
究
史
を

記
し
た
序
章
、
古
代
を
対
象
と
し
た
第
一
章
、
中
世
を
取
り
扱
っ
た
第
二
章
か
ら
第
四
章
、
近

世
を
中
心
と
し
た
第
五
章
か
ら
第
八
章
、
そ
し
て
終
章
と
い
う
五
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

序
章
に
は
研
究
の
目
的
、
立
場
、
意
義
、
そ
し
て
従
来
の
研
究
史
が
述
べ
て
あ
る
。
第
一
章

は
、
古
代
に
お
け
る
三
嶋
信
仰
に
視
点
を
置
き
、
三
嶋
社
の
創
立
と
遷
祀
に
関
す
る
従
来
の
研

究
を
整
理
し
な
が
ら
、
関
係
史
料
を
綿
密
に
考
察
し
、
三
嶋
社
は
、
遅
く
と
も
平
安
後
期
ご
ろ

に
は
、
伊
豆
半
島
南
東
部
の
賀
茂
郡
大
社
郷
か
ら
国
府
・
田
方
郡
（
現
社
地
）
の
地
に
遷
祀
し
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た
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
三
嶋
神
の
祭
祀
に
仕
え
た
三
嶋
神
主
職
の
成
立
に
ふ
れ
、
神
主
の
伊
豆
氏
は
「
伊
豆
国

造
」
を
称
し
て
田
方
郡
を
本
拠
と
し
た
こ
と
、
伊
豆
国
内
で
も
有
数
の
豪
族
で
あ
り
、
平
安
中

期
頃
ま
で
は
田
方
郡
司
と
い
う
地
方
官
と
し
て
の
性
格
の
強
い
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
、そ
の
後
、

平
安
中
期
以
降
は
神
主
を
世
襲
し
、
神
祇
祭
祀
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
に
関
係
し
て
、
駿
河
国
浅
間
社
の
大
宮
司
の
富
士
氏
、
甲
斐
国
浅
間
社
の
神
主

（
祝
）
の
伴
氏
の
状
況
に
も
言
及
し
、
平
安
前
期
か
ら
後
期
に
掛
け
て
は
、
両
氏
と
も
伊
豆
氏

と
同
じ
く
神
社
鎮
座
地
の
郡
司
、
す
な
わ
ち
地
方
官
で
あ
っ
た
が
、
平
安
後
期
以
降
は
専
ら
祀

職
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
章
と
第
三
章
は
、
中
世
三
嶋
社
の
神
主
職
の
継
承
問
題
を
中
心
に
考
察
し
て
あ
る
。
そ

こ
で
は
神
主
職
を
め
ぐ
る
伊
豆
一
族
内
の
対
立
と
混
乱
の
経
緯
を
多
く
の
史
料
を
駆
使
し
な
が

ら
整
理
し
て
あ
る
。
そ
し
て
神
主
家
が
東
西
に
分
立
し
、
主
導
権
を
め
ぐ
り
対
立
し
た
背
景
を
、
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武
家
政
権
と
の
関
係
や
社
会
的
環
境
の
変
化
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
。

例
え
ば
、
神
主
職
を
め
ぐ
り
対
立
し
た
歴
史
的
背
景
に
は
、
平
安
後
期
以
降
、
朝
廷
で
進
め

ら
れ
た
官
職
の
世
襲
化
、
官
司
請
負
制
の
展
開
な
ど
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
三
嶋
社
に
お
け
る
神
主
職
の
継
承
問
題
を
通
し
て
、
論
者
は
為
政
者
・
権
力
者

の
神
祇
政
策
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
社
会
構
造
の
推
移
が
神
社
の
祭
祀
構
造
に
及
ぼ

し
た
影
響
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
論
者
は
、
三
嶋
の
暦
師
や
賀
茂
氏
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
。
と
く
に
賀
茂
氏
の

系
図
、
そ
し
て
朝
廷
に
お
け
る
官
司
請
負
制
と
陰
陽
師
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
賀
茂
氏
が
三
嶋

社
と
関
わ
り
合
う
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
前
期
に
か
け
て
で
は
な
い
か

と
論
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
三
嶋
社
と
武
家
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。
将
軍
頼
朝
は
三
嶋
社
に

対
し
て
、
祭
礼
の
料
所
の
寄
進
を
す
る
こ
と
で
、
神
事
の
経
営
を
管
理
下
に
置
き
、
さ
ら
に
神

事
の
経
営
を
通
じ
て
、
祭
礼
に
携
わ
る
社
内
組
織
を
影
響
下
に
組
み
込
ん
だ
と
い
う
、
い
わ
ば
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幕
府
・
頼
朝
の
神
祇
政
策
の
展
開
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
三
嶋
社
で
怪
異
現
象
が
起
き
た
問
題
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
怪
異
現
象
を
頼
朝
や

北
条
時
政
が
迅
速
か
つ
厳
重
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
論
者
は
権
力
者
で
あ
る
頼
朝
や
時

政
が
、
と
り
わ
け
三
嶋
明
神
の
神
威
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

例
証
か
ら
、
中
世
の
武
家
社
会
で
は
神
祇
や
祭
祀
を
重
視
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
例
証
か
ら
し
て
、
論
者
は
、
南
北
朝
期
以
降
、
神
主
職
の
公
認
権
は
、
そ
れ
ま
で
の

国
司
に
代
表
さ
れ
る
朝
廷
か
ら
、
室
町
幕
府
や
鎌
倉
府
と
い
う
武
家
政
権
に
移
っ
て
い
た
と
の

結
論
を
出
し
て
い
る
。

第
四
章
で
は
、
中
世
の
三
嶋
社
に
お
け
る
供
僧
の
活
動
と
神
宮
寺
の
成
立
を
主
題
と
し
て
い

る
。
基
本
的
な
史
料
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』「
三
嶋
大
社
矢
田
部
家
文
書
」
な
ど
を
用
い
、
供
僧

や
神
宮
寺
の
実
態
、
社
壇
に
お
け
る
神
主
家
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
中
世
の
三
嶋
社
に
お

け
る
僧
侶
は
、
神
前
で
読
経
や
祈
祷
を
勤
め
る
な
ど
、
武
家
社
会
か
ら
の
要
望
に
応
え
て
、
神

主
や
社
家
と
共
に
三
嶋
社
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
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第
五
章
と
第
六
章
で
は
、
近
世
の
三
嶋
社
に
お
け
る
祭
祀
組
織
に
視
点
を
据
え
て
い
る
。
第

五
章
で
は
、
社
家
組
織
の
全
容
の
究
明
を
目
的
と
し
て
お
り
、
近
代
初
頭
に
確
認
で
き
る
〔
神

主
―
社
家
頭
・
社
家
番
頭
―
平
社
家
―
社
人
〕
と
い
う
序
列
化
さ
れ
た
組
織
は
、
桃
山
時
代
末

期
に
ま
で
遡
れ
る
と
し
て
い
る
。

そ
れ
と
と
と
も
に
、
三
嶋
社
の
職
制
に
関
わ
る
、
社
家
・
役
人
の
名
称
と
活
動
内
容
に
つ
い

て
整
理
し
、
社
家
組
織
全
体
を
考
察
し
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
は
定
か
で
な
か
っ
た
近
世
の
三
嶋

社
の
職
制
に
つ
い
て
、
役
務
に
応
じ
て
社
家
と
役
人
と
が
あ
り
、
ま
た
社
家
に
は
社
家
番
頭
と

平
社
家
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
社
家
番
頭
に
関
し
て
は
番
頭
を

称
す
有
力
社
家
の
大
村
氏
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
戦
国
時
代
中
期
以
降
、
大
村
刑
部
大
夫
が
、

三
嶋
社
の
祭
祀
・
経
営
・
管
理
と
い
う
社
務
全
般
に
わ
た
り
神
主
を
補
佐
し
て
い
た
こ
と
、
そ

し
て
社
家
の
中
で
も
特
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
近
世
に
は
社
家
頭
と
し
て
社
家
・
役
人
組

織
を
統
轄
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ぎ
の
第
六
章
で
は
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
三
嶋
社
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
三
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嶋
社
の
神
主
以
下
社
家
は
、
全
国
の
神
社
と
神
職
を
支
配
し
て
い
た
神
祇
道
の
宗
家
で
あ
る
吉

田
家
と
は
全
く
関
係
を
持
た
ず
、
家
光
以
来
の
先
規
と
し
て
、
役
職
と
家
の
理
論
を
元
に
、
独

自
の
身
分
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
幕
府
の
政
策
も
あ
っ
て
、
近
世
後
期
に
吉
田
家
か
ら
の
圧
迫
が
厳
し
く
な
る
状
況
に

至
っ
て
も
、
三
嶋
社
の
社
家
組
織
は
吉
田
家
の
支
配
下
に
入
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
と
述
べ
、
唯

一
、
在
廳
の
伊
達
氏
の
み
が
、
白
川
家
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

第
七
章
で
は
、
社
僧
の
愛
染
院
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
近
世
前
期
に
は
別
当
を
称
し
て
神

主
と
の
相
論
に
及
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
愛
染
院
が
三
嶋
社
で
勢
力
増
大
を
な
し
得
た
背
景
に
は
近

世
以
前
の
支
配
者
で
あ
っ
た
後
北
条
氏
と
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り

愛
染
院
は
三
嶋
社
内
の
護
摩
堂
で
あ
り
、
後
北
条
氏
の
た
め
に
国
家
安
全
・
所
願
成
就
の
祈
�

を
執
り
行
い
、
こ
れ
に
応
え
て
後
北
条
氏
も
同
院
の
護
摩
料
を
定
め
、
禁
制
を
交
付
す
る
な
ど

の
保
護
と
管
理
を
な
し
た
。
な
お
、
愛
染
院
が
三
嶋
社
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
に
至
っ
た
の

は
、
供
僧
の
大
光
院
の
出
奔
事
件
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
は
後
北
条
氏
と
武
田
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氏
が
対
立
し
た
影
響
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
愛
染
院

の
躍
進
と
後
北
条
氏
と
は
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
戦
国
期
に
は
為
政
者
の
意
向
が
、
社
家
・

社
人
に
留
ま
ら
ず
、
供
僧
組
織
に
ま
で
広
く
及
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
愛
染
院
が
戦
国
中
期
以
降
、
箱
根
の
金
剛
王
院
と
の
交
流
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、
ま

た
京
都
の
東
寺
と
の
つ
な
が
り
、
周
辺
寺
院
と
の
関
係
な
ど
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
江

戸
時
代
に
は
愛
染
院
が
多
く
の
末
寺
を
有
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
院
は
三
嶋
社
の
宮
寺

で
あ
る
と
と
も
に
、
伊
豆
の
国
内
に
お
け
る
真
言
宗
の
一
大
拠
点
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
論
し
て
い
る
。

第
八
章
で
は
、
祭
礼
の
構
成
と
奉
仕
者
、
神
饌
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、

従
来
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
近
世
に
お
け
る
三
嶋
社
の
祭
礼
・
神
事
の
特
徴
、
祭
式
・

神
饌
の
規
範
と
な
る
在
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
祭
礼
・
行
事
と
奉
仕
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
神
主
・
在
廳
の
出
勤
状
況
、

そ
し
て
祭
礼
で
は
元
日
の
御
祭
禮
・
正
月
十
七
日
の
大
祭
禮
・
四
月
の
大
御
祭
禮
の
三
祭
が
重

─ ７ ─



要
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
一
月
に
四
月
の
大
御
祭
禮
と
同
じ
祭
礼
が

行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
中
世
以
来
、
四
月
・
十
一
月
の
二
季
の
祭
礼
に
重
き
が
置
か
れ
、

そ
れ
は
近
世
末
期
に
至
っ
て
も
変
わ
ら
ず
に
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
膳
・
御
料
理
と
称
す
神
饌
に
着
目
す
る
と
、
各
祭
礼
の
神
饌
品
目
は
、
大
祭
に
は

魚
介
類
が
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
、月
次
祭
を
始
め
と
す
る
他
の
祭
礼
は
野
菜
が
中
心
で
あ
り
、

こ
れ
が
近
世
の
三
嶋
社
祭
礼
に
お
け
る
神
饌
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
祭
礼
に
は
必
ず
串
柿
が
供
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
神
饌
の
基
本
と
な
る
米
も
祭

礼
に
よ
っ
て
調
理
法
が
異
な
る
こ
と
、
そ
れ
ら
に
よ
り
串
柿
の
有
無
、
米
の
調
進
法
が
祭
礼
の

規
模
や
性
質
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、
祭
礼
と
社
家
・
役
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
上
級
社
家
の
番
頭
人
は
、
祭
礼
・
神

事
に
奉
仕
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
賄
料
を
負
担
す
る
な
ど
、
祭
礼
の
執
行
と
運
営
に
対
し
て
、

大
き
な
責
任
を
負
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
、
伊
豆
三
嶋
神
社
（
現
・
三
嶋
大
社
）
の
祭
祀
を
管
理
・
経
営
し
て
き
た
神
社
内

組
織
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
大
き
く
八
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
う
ち
第
一
章
が
古
代
を
対
象
と
し
て
お
り
、
次
い
で
第
二
章
か
ら
第
四
章
が
中
世
、

そ
し
て
第
五
章
か
ら
第
八
章
が
近
世
を
中
心
と
し
て
い
る
。

た
だ
、「
歴
史
的
」
と
あ
る
も
の
の
、
論
者
は
神
社
内
組
織
を
時
代
ご
と
に
区
切
っ
て
研
究

す
る
の
で
は
な
く
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
、
い
わ
ば
通
史
的
に
な
が
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
本
論
文
の
特
徴
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
通
史
的
研
究
に
は
、
幅
広
い
知
識
と
労
苦
を
と
も
な
う
が
、
論
者
は
、

そ
の
こ
と
を
厭
わ
ず
、
あ
え
て
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
論
者
の
神
道
史
学
に
対
す

る
一
つ
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。

従
来
の
神
道
史
学
が
、
日
本
歴
史
に
属
す
る
一
分
野
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、

─ ９ ─



論
者
は
、
そ
こ
か
ら
独
立
し
た
神
道
史
学
と
な
る
た
め
の
研
究
方
法
を
模
索
し
、
そ
の
な
か
で

宮
地
直
一
が
「
神
祇
史
と
は
国
史
学
の
中
、
特
別
史
に
属
す
る
一
分
科
」（『
神
祇
史
綱
要
』
大

正
八
年
）
と
述
べ
な
が
ら
も
、
神
道
を
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
通
史
的
に
述
べ
て
、
統
括

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
鳴
し
、
そ
の
よ
う
な
研
究
方
法
こ
そ
が
、
神
道
史
が
神
道
史
で
あ
る
た

め
に
必
要
な
も
の
と
理
解
し
、
こ
こ
に
伊
豆
三
嶋
神
社
の
社
内
組
織
の
究
明
に
あ
た
っ
て
も
通

史
的
に
見
る
と
い
う
研
究
方
法
を
用
い
た
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
論
者
の
研
究
方
法
は
「
神
道
史
学
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
問
題
に
、
一
石
を

投
じ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
た
だ
神
道
史
学
は
、
単
に
人
間
の
歴
史
学
に
留
ま
る
も

の
で
な
く
、
常
に
神
の
世
界
と
の
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
信
仰
を
重
視
す
る

こ
と
が
最
も
重
要
と
な
る
。

こ
れ
を
畢
竟
す
る
に
、
信
仰
と
学
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
現
実
と
し
て
、
学
問
は
一
種

の
懐
疑
で
あ
る
か
ら
、
学
問
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、
信
仰
が
薄
ら
い
で
い
く
と
い
う
矛
盾

に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
学
問
（
懐
疑
）
は
信
仰
を
深
め
る
た
め
の
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も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
学
問
（
懐
疑
）
の
た
め
の
学
問
（
懐
疑
）
で
は
な

く
、
連
綿
と
続
い
て
き
た
信
仰
を
よ
り
堅
固
た
る
も
の
と
す
る
た
め
の
学
問
（
懐
疑
）
で
あ
る

べ
き
だ
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
間
違
い
な
く
、
学
問
（
懐
疑
）
が
最
良
の
方
法
で
あ
り
、

神
道
史
学
を
す
る
目
的
も
、
そ
こ
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
論
文
は
、
そ
の
論
題
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
人
間
中
心

の
歴
史
学
の
範
疇
を
脱
却
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
論
者
が
、
今
後
も
、
こ
の
根
本
問
題
の

再
考
を
続
け
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

そ
の
上
で
、
改
め
て
全
般
的
な
内
容
を
見
る
と
、
ま
ず
は
論
者
が
大
学
院
在
学
中
に
、
こ
れ

ほ
ど
多
く
の
三
嶋
大
社
に
関
す
る
資
料
・
史
料
を
捜
索
、
蒐
集
し
、
整
理
し
、
検
討
を
加
え
た

こ
と
は
、
大
変
な
労
力
で
あ
っ
た
思
わ
れ
る
。
し
か
も
視
野
を
広
げ
て
、
三
嶋
大
社
を
め
ぐ
る

修
験
の
問
題
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
、
社
家
組
織
・
祭
礼
関
係
、
宮
僧
、
そ
し
て
三
嶋
大
社
独

特
の
も
の
と
思
わ
れ
る
在
廰
の
役
割
に
ま
で
触
れ
、
そ
れ
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
は
高
く
評
価

さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、こ
の
種
の
先
行
論
文
と
し
て
は
原
秀
三
郎
に
「
三
嶋
大
社
の
沿
革
と
社
家
組
織
」

（『
地
域
と
王
権
の
古
代
史
学
』
第
三
部
第
一
所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
を
は
じ
め
と

す
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
原
は
伊
豆
（
矢
田
部
）
氏
に
よ
る
神
主
職
の
継
承
及
び
、
近
世
初

頭
・
近
代
初
頭
の
社
家
組
織
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
多
く
の
論
拠
と
す
る
史
料
を
明

示
し
た
上
で
、
そ
の
社
家
組
織
の
継
承
や
社
家
・
社
官
組
織
の
全
容
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
三
嶋
大
社
の
社
内
組
織
に
関
す
る
研
究
の
始
ま
り
で
あ
り
、
論
者
は
、
そ
れ
ら
に
大
き

な
感
銘
を
受
け
、
そ
の
こ
と
が
本
論
文
を
作
成
す
る
動
因
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
論
者
自
身
が
見
出
し
た
新
し
い
資
料
も
加
え
て
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

有
意
義
で
あ
る
も
の
の
、
た
だ
、
そ
れ
ら
の
史
料
の
考
証
に
多
少
問
題
が
見
ら
れ
な
い
で
も
な

い
。
そ
の
一
例
を
示
す
と
、
第
五
章
「
近
世
伊
豆
国
三
嶋
社
の
社
内
組
織
と
そ
の
活
動
」「
第

七
節
、
大
村
刑
部
大
夫
に
つ
い
て
」
に
掲
げ
る
﹇
史
料
四
﹈「
天
正
十
六
年
三
月
二
十
八
日

「
北
条
家
朱
印
状
写
」〔
矢
田
部
文
書
〕」
に
見
え
る
「
社
人
」
と
「
社
家
」
の
問
題
で
あ
る
。

論
者
は
、「
社
人
」
も
「
社
家
」
も
身
分
概
念
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
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「
社
家
」
は
「
社
人
」
よ
り
も
身
分
は
高
い
か
ら
、
「
社
人
」
の
前
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
身
分
の
上
下
は
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
間
違
っ

て
は
い
け
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
史
料
の
場
合
、「
社
人
」
は
身
分
を
あ
ら

わ
す
も
の
の
、「
社
家
」
は
「
公
家
」「
寺
家
」
な
ど
と
同
類
の
社
会
的
一
般
概
念
で
あ
り
、
同

一
神
社
組
織
内
で
「
社
人
」
と
対
を
な
す
身
分
概
念
と
し
て
の
「
社
家
」
で
は
な
い
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
理
解
し
な
い
と
考
証
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
こ
れ
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
論
者
は
、
そ
の
後
（
一
六
〇
頁
）
で
、
近
世
末
期
か
ら
明
治
初
頭
に
か

け
て
の
三
嶋
社
の
社
家
組
織
を
、
神
主

―

五
家
（
社
家
番
頭
〈
社
家
頭
〉）・
在
廰

―

惣
社
家
（
平
社
家
）・
社
人
〕
と
整
理
し
、
こ
の
よ
う
な
社
家
組
織
形
成
の
淵
源
は
、
近
世
初

頭
に
ま
で
遡
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
一
気
に
近
世
初
頭
へ
と

上
ら
せ
る
の
は
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
少
し
史
料
を
丁
寧
に
読
み
込
む
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
さ
ら
に
社
家
組
織
に
関
連
し
て
の
問
題
で
あ
る
が
、
論
者
が
「
神
主
と
合
わ
せ
て
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『
六
人
衆
』
と
称
さ
れ
」（
一
五
二
頁
）
と
記
す
こ
と
に
疑
問
が
残
る
。「
六
人
衆
」
は
史
料
的

に
は
秋
山
富
南
編
『
豆
州
志
稿
』
に
し
か
見
え
な
い
語
で
あ
る
。
富
南
は
漢
学
者
と
し
て
は
優

れ
た
人
物
だ
が
、
こ
こ
に
用
い
て
い
る
「
六
人
衆
」
と
い
う
語
は
批
判
的
に
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
「
神
主
と
合
わ
せ
て
」
と
記
す
が
、
「
神
主
」
は
「
主
」
で
あ
る
の
で
「
衆
」
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
「
六
人
衆
」
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
論
者
が
「
六

人
衆
」
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
意
味
あ
る
こ
と
で
、
は
な
は
だ
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、第
六
章
第
二
節
「
伊
豆
国
三
嶋
社
と
吉
田
家
と
の
関
係
」

に
引
用
す
る
内
閣
文
庫
所
蔵
『
祠
曹
雜
識
』
所
収
「
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）「
三
嶋
明
神
ノ

神
寶
祭
器
等
ノ
書
付
」
の
神
主
・
社
家
に
関
係
す
る
記
事
の
な
か
の
「
社
家
之
内
、
祭
禮
之
節
、

狩
衣
著
候
者
六
人
御
座
候
、
右
之
内
在
廰
ト
申
者
ハ
、
云
々
」
（
一
八
四
頁
）
と
あ
る
「
六
人
」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
右
之
内
在
廰
」
と
記
す
よ
う
に
、
「
在
廰
」
を
入
れ
て
の
「
六
人
」

で
あ
り
、
こ
れ
が
「
六
人
衆
」
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
在
廰
」
も
入
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
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こ
の
史
料
は
、
在
廰
を
考
察
す
る
上
で
甚
だ
重
要
で
あ
り
、
こ
こ
に
中
世
的
な
在
廰
の
役
割

が
払
拭
さ
れ
、
近
世
的
体
制
に
な
る
と
、
在
廰
が
六
人
衆
に
中
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

こ
の
問
題
を
、
も
う
少
し
強
く
論
じ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
他
に
類
例
を
見
な
い
三
嶋
大
社
の
な
か
に
お
け
る
在
廰
の
役
割
に
論
者

が
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
在
廰
に
関
す
る
主
な
役
割
を
整
理
す
る
と
、

漓
奉
幣
使
、
滷
射
的
、
澆
奉
幣
使
と
在
廰
の
家
へ
七
回
半
迎
え
に
行
く
と
い
う
儀
礼
、
こ
れ
ら

の
三
つ
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
澆
に
つ
い
て
補
説
す
れ
ば
、「
在
廰
道
」
と

称
す
道
が
あ
り
、
こ
の
儀
礼
の
行
列
は
御
練
に
な
っ
て
進
行
し
た
と
も
伝
わ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
上
掲
し
た
在
廰
に
関
わ
る
三
点
は
、
平
安
時
代
に
三
嶋
大
社
が
北
遷
し

た
段
階
で
の
位
置
や
役
割
、
さ
ら
に
は
一
宮
・
総
社
と
し
て
三
嶋
大
社
を
国
府
の
近
辺
に
勧
請

し
て
、
そ
し
て
国
府
は
、
三
嶋
大
社
を
ど
の
よ
う
に
待
遇
し
た
の
か
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

な
お
、
古
代
国
家
の
中
で
三
嶋
大
社
の
占
め
る
位
置
は
大
き
く
、
尾
張
・
三
河
・
遠
江
・
駿

河
・
甲
斐
・
伊
豆
・
相
模
と
い
う
七
ケ
国
で
は
抜
群
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
留
意
し
て
お
く
必
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要
も
あ
る
。

さ
ら
に
補
説
す
る
と
、
上
掲
の
三
点
の
な
か
で
も
、
滷
射
的
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
内

の
静
謐
の
た
め
に
武
力
を
誇
示
す
る
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
儀
礼
化
し
た
の
が
、
上
掲
し
た

在
廰
に
関
わ
る
三
点
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
よ
り
深
く
論
究
す
れ
ば
、
本
論
文
は
さ
ら
に
深
め
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
主
な
も
の
を
二
、
三
掲
げ
て
お
く

と
、
論
者
も
反
省
を
込
め
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
三
嶋
大
社
の
社
領
の
展
開
、
祭
神
論
な
ど

が
あ
り
、
さ
ら
に
は
室
町
時
代
に
見
ら
れ
る
「
在
廰
職
」
の
こ
と
、
ま
た
、
前
述
し
た
「
六
人

衆
」
や
「
社
家
村
」
の
解
明
に
は
、
論
者
が
触
れ
な
か
っ
た
指
図
や
絵
図
の
解
明
が
重
要
な
鍵

に
な
る
の
で
、
今
後
の
精
査
が
期
待
さ
れ
る
。

そ
し
て
三
嶋
大
社
の
神
主
の
身
分
の
問
題
、
次
に
論
者
が
、
三
嶋
大
社
と
吉
田
家
や
白
川
家

と
の
関
係
に
注
目
し
て
、
神
祇
伯
白
川
家
を
通
じ
て
朝
廷
と
も
結
び
付
く
が
、
吉
田
家
の
影
響

下
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
通
り
だ
が
、
そ
の
理
由
を
さ
ら
に
深
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く
考
察
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
近
世
に
お
け
る
社
家
組
織
に
つ
い
て
は
、
文
書
主
義
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
問
題

も
あ
る
の
で
、
民
俗
や
絵
図
な
ど
、
広
い
視
野
か
ら
の
考
察
が
期
待
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
少
な
く
な
い
が
、
本
論
文
中
に
は
、
す
で
に
学
会
誌

に
発
表
し
た
も
の
も
あ
り
、
な
か
で
も
『
神
道
宗
教
』
第
二
二
五
号
に
発
表
し
た
第
三
章
の

「
中
世
伊
豆
国
三
嶋
社
の
社
家
組
織
に
つ
い
て
―
神
主
職
継
承
に
関
す
る
問
題
を
中
心
に
―
」

は
、
学
界
の
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
論
者
は
、
本
論
文
の
出
版
を
期
し
て
鋭
意
補
訂
に
努
め

て
い
る
由
、
今
後
の
大
成
が
期
待
で
き
る
。

以
上
の
審
査
結
果
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
吉
永
博
彰
は
、
博
士
（
神
道
学
）

の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。

平
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二
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五
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十
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