
加
藤
紫
識

提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
都
市
に
お
け
る
集
団
の
民
俗
学
的
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

都
市
が
民
俗
学
の
対
象
と
し
て
関
心
を
集
め
て
か
ら
久
し
い
。
し
か
し
そ
の
伝
承
文
化
の
存

在
を
保
証
す
る
条
件
の
一
つ
で
あ
る
、
集
団
の
研
究
は
少
な
い
。
本
論
文
は
、
そ
う
し
た
現
状

に
挑
戦
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
序
章
「
本
研
究
の
目
的
」、
第
一
章
「
江
戸
・
東
京
に
お
け
る
個
人
と
集
団
」、
第

二
章
「
同
業
者
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」、
第
三
章
「
地
域
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」、
終
章
「
本
研

究
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
」
の
四
章
か
ら
な
る
。

序
章
「
本
研
究
の
目
的
」
は
、
第
一
節
「
本
研
究
の
目
的
」、
第
二
節
「
都
市
集
団
を
め
ぐ
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る
都
市
民
俗
研
究
の
概
要
」
か
ら
な
る
。
第
一
節
「
本
研
究
の
目
的
」
に
お
い
て
、「
都
市
の

民
俗
研
究
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
日
本
民
俗
学
の
再
構
築
を
行
う
た
め
に
、
東
京
都
千
代
田
区

を
主
た
る
対
象
と
し
て
都
市
の
生
活
実
態
と
都
市
の
集
団
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
」
と
研
究
の
目
的
を
示
す
。
第
二
節
「
都
市
の
集
団
を
め
ぐ
る
都
市
民
俗
研
究
の
概
要
」
に

お
い
て
は
、
一
九
七
○
年
代
以
降
の
都
市
に
お
け
る
民
俗
研
究
を
概
観
し
、
都
市
に
お
け
る
民

俗
事
象
が
多
く
そ
の
対
象
と
さ
れ
、
都
市
の
集
団
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
都
市
の
伝
承
文
化
を
よ
り
正
確
に
把
握
し
理
解
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
文
化
を
伝
達
継
承
す
る
集
団
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。

第
一
章
「
江
戸
・
東
京
に
お
け
る
個
人
と
集
団
」
第
一
節
「
現
代
都
市
生
活
者
が
か
か
わ
る

集
団
」
で
は
、
現
代
都
市
生
活
者
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
分
析
し
、
個
人
を
め
ぐ
る
人
々
、

家
業
を
め
ぐ
る
人
々
、
地
域
の
人
々
な
ど
と
の
具
体
的
な
関
係
を
整
理
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の

人
々
と
の
関
係
を
制
度
的
集
団
・
概
念
的
集
団
・
慣
習
的
集
団
と
い
う
類
型
的
な
集
団
と
し
て
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把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
二
節
「
近
世
都
市
生
活
に
お
け
る
集
団
」
で
は
、
現
代
に
お
け
る
都
市
の
類
型
化
さ
れ
た

集
団
が
、
時
代
を
超
え
て
存
在
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
馬
琴
日
記
』
を

資
料
と
し
て
近
世
の
都
市
人
の
か
か
わ
る
集
団
の
あ
り
方
を
整
理
す
る
。
そ
の
結
果
近
世
戯
作

者
と
し
て
多
様
な
人
間
関
係
の
な
か
に
あ
っ
た
瀧
澤
馬
琴
も
ま
た
、
制
度
的
集
団
・
概
念
的
集

団
・
慣
習
的
集
団
と
類
型
化
で
き
る
集
団
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
活
し
て
い
た
こ
と
を
確
認

す
る
。

そ
の
結
果
、
こ
の
三
つ
の
類
型
的
集
団
は
、
近
世
・
現
代
と
い
う
時
代
の
違
い
を
越
え
て
、

都
市
生
活
者
に
か
か
わ
る
都
市
的
集
団
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ

の
内
、
制
度
的
集
団
と
慣
習
的
集
団
は
き
わ
め
て
組
織
的
な
集
団
で
あ
り
、
何
ら
か
の
社
会
的

な
契
約
や
規
定
内
に
あ
り
、
そ
の
枠
組
み
や
範
囲
、
そ
の
構
成
員
は
把
握
し
や
す
く
、
い
わ
ば

「
顔
の
見
え
る
集
団
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
概
念
的
集
団
は
、
不
特
定
多
数
の
匿

名
性
の
高
い
一
括
り
の
人
々
を
認
識
す
る
概
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
体
と
し
て
は
把
握
の
し

─ ３ ─



に
く
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
極
め
て
流
動
的
で
あ
り
、
集
団
の
構
成
員
と
目
さ
れ
る
個
々
の

人
々
に
も
そ
の
意
識
は
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
顔
の
み
え

な
い
一
群
の
概
念
的
集
団
」
は
果
た
し
て
独
立
し
た
集
団
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
概
念
的
集
団
の
存
在
を
意
識
し
、
そ
の
機
能
に
期
待

し
て
い
る
人
々
は
確
実
に
存
在
し
て
お
り
、
都
市
生
活
を
支
え
る
た
め
に
は
時
代
を
問
わ
ず
必

要
な
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、
都
市
生
活
者
は
、
個
人
と
個
人
と
の
人
間
関
係
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
制
度
的
集

団
、
概
念
的
集
団
、
慣
習
的
集
団
を
基
盤
と
し
、
そ
れ
ら
の
集
団
に
複
合
的
、
重
層
的
に
関
わ

り
な
が
ら
都
市
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
の
民
俗

学
に
お
け
る
集
団
の
研
究
で
は
、
お
お
む
ね
慣
習
的
集
団
を
対
象
と
し
、
制
度
的
集
団
・
概
念

的
集
団
は
あ
ま
り
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
特
に
概
念
的
集
団
の
存
在
は
ほ

と
ん
ど
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
故
に
、
も
っ
と
も
都
市
的
な
側
面
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

─ ４ ─



第
二
章
「
同
業
者
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」
で
は
、
同
業
者
町
を
形
成
し
て
い
た
同
業
者
集
団

の
あ
り
方
を
、
祭
祀
集
団
に
注
目
し
な
が
ら
取
り
上
げ
、
そ
の
変
遷
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
第

一
節
「
伸
銅
業
界
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」
で
は
、
江
戸
・
東
京
の
伸
銅
業
に
お
い
て
三
谷
家
を

中
心
と
し
た
祭
祀
集
団
が
祀
っ
て
い
た
同
業
神
は
、
後
に
は
工
場
内
の
会
社
神
と
し
て
従
業
員

た
ち
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
、
日
本
伸
銅
協
会
や
東
京
都
伸
銅
品
商
業
組
合

な
ど
の
経
済
的
な
集
団
に
祭
祀
集
団
的
機
能
を
内
在
さ
せ
、
十
二
年
に
一
度
祭
祀
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節
「
金
物
商
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」
で
は
、
金
物
を
扱
う
業
界
に
お
け
る
金
山
神
社
を

対
象
と
し
た
祭
祀
集
団
が
、
同
業
者
町
が
衰
退
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
を
基
盤
と
し
て
い

た
同
業
者
関
係
が
稀
薄
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
祭
祀
集
団
に
か
か
わ
る
職
業
も
多
様
化
し
て

い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
三
節
「
肥
料
商
及
び
竹
細
工
関
連
業
者
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」
で
は
、
江
戸
近
世
期
の
流

れ
を
く
む
肥
料
商
と
竹
細
工
商
の
祭
祀
集
団
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
以
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降
、
同
業
者
町
が
崩
壊
す
る
に
伴
い
、
肥
料
商
は
同
業
者
間
の
結
束
を
強
固
に
す
る
た
め
に
祭

祀
集
団
の
構
成
員
を
現
職
者
に
限
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
竹
細
工
商
は
、
か
つ

て
の
地
縁
や
職
縁
の
人
間
関
係
を
持
続
さ
せ
る
役
割
を
祭
祀
集
団
に
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
同
業
神
の
祭
祀
を
継
承
し
つ
つ
も
、
そ
の
目
的
や
機
能
が
変
化
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
四
節
「
薬
種
商
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」
で
は
、
現
在
で
も
薬
種
商
の
集
住
す
る
同
業
者
町

で
あ
る
大
阪
道
修
町
、
京
都
二
条
、
東
京
日
本
橋
本
町
の
同
業
者
祭
祀
集
団
の
変
遷
を
明
ら
か

に
す
る
。
か
つ
て
は
経
済
活
動
を
行
う
同
業
者
集
団
に
祭
祀
集
団
的
機
能
を
内
在
さ
せ
て
い
た

が
、
近
代
以
降
に
こ
れ
ら
は
分
離
し
た
。
そ
し
て
大
阪
道
修
町
と
京
都
二
条
の
祭
祀
集
団
の
構

成
員
は
同
業
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
橋
本
町
の
祭
祀
集
団
は
東
京
薬
事
協
会
を
母
体

と
し
、
地
元
の
他
業
種
も
加
入
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
、
同
業
者
町
に
お
け
る
同
業
者
集
団
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
部
に
祭
祀
集
団
的
機
能

を
存
在
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
同
業
者
集
団
に
は
地
縁
集
団
・
職
縁
集
団
・
祭
祀
集
団
が
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重
層
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
同
業
神
の
祭
祀
集
団
と
し
て
の
機
能
を
顕
在

化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
業
者
町
の
衰
退
は
同
業
者
集
団
の
あ
り
方
に
直
ち
に

影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
集
団
の
枠
組
み
や
機
能
な
ど
を
存
続
さ
せ
る
た
め
、
祭
祀

集
団
を
再
構
成
し
た
り
目
的
を
変
更
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
同
業
者
集
団
の
存
在

が
土
地
の
記
憶
と
共
に
顕
在
化
す
る
の
は
祭
祀
の
場
に
お
い
て
で
あ
り
、
祭
祀
集
団
が
同
業
者

の
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
三
章
「
地
域
に
お
け
る
祭
祀
集
団
」
で
は
、
千
代
田
区
内
の
氏
神
社
と
稲
荷
社
の
祭
祀
集

団
を
対
象
と
し
、
地
域
集
団
と
祭
祀
集
団
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

第
一
節
「
氏
神
を
め
ぐ
る
集
団
」
で
は
、
千
代
田
区
内
に
氏
子
町
を
持
つ
築
土
神
社
・
日
枝

神
社
・
神
田
神
社
・
三
崎
稲
荷
神
社
・
太
田
姫
稲
荷
神
社
・
柳
森
神
社
・
下
谷
神
社
・
妻
恋
神

社
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
子
区
域
を
整
理
し
つ
つ
、
氏
子
域
の
重
な
る
い
わ
ゆ
る
二
重

氏
子
の
発
生
の
要
因
が
◯１
歴
史
的
経
緯
や
歴
史
的
変
遷
に
起
因
す
る
も
の
、
◯２
大
規
模
神
社
の

氏
子
範
囲
と
小
規
模
神
社
の
氏
子
範
囲
が
重
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
、
◯３
町
ご
と
移
転
を
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余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
の
三
種
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
と
共

に
、
か
か
わ
っ
て
い
る
複
数
の
氏
神
に
対
す
る
認
識
に
は
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
は
神
社
の
祭
礼

時
に
顕
在
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
二
重
氏
子
は
地
域
集
団
そ
の
も
の
が
重
複
し
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
個
人
、
あ
る
い
は
家
が
複
数
の
集
団
に
か
か
わ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
二
節
「
稲
荷
社
を
め
ぐ
る
集
団
」
で
は
、
千
代
田
区
内
に
お
け
る
稲
荷
社
の
祭
祀
集
団
を

対
象
と
し
、
稲
荷
の
祭
祀
が
地
域
の
強
い
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
地
域
住
民
に
よ
っ
て
祭
祀
集
団
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る

が
、
居
住
者
の
減
少
と
土
地
の
維
持
管
理
に
苦
慮
し
た
結
果
、
Ａ
・
神
社
で
維
持
管
理
さ
れ
る

稲
荷
神
社
（
◯１
氏
神
社
と
し
て
の
稲
荷
神
社
、
◯２
氏
神
社
の
境
内
末
社
と
し
て
の
稲
荷
社
、
◯３

氏
神
社
の
飛
地
社
と
し
て
祀
る
稲
荷
社
）、
Ｂ
・
氏
神
社
以
外
で
維
持
管
理
さ
れ
る
稲
荷
社

（
◯１
町
会
で
祀
る
稲
荷
社
、
◯２
組
織
で
祀
る
稲
荷
社
、
◯３
共
同
で
祀
る
稲
荷
社
）
な
ど
、
多
用

な
祭
祀
形
態
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

終
章
「
本
研
究
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
」
は
、
第
一
節
「
本
研
究
の
ま
と
め
」、
第
二
節
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「
今
後
の
課
題
」
か
ら
な
る
。
第
一
節
「
本
研
究
の
ま
と
め
」
に
お
い
て
、
都
市
生
活
者
の
か

か
わ
る
集
団
を
、（
Ⅰ
）
公
的
機
関
・
組
織
で
あ
る
制
度
的
集
団
、（
Ⅱ
）
包
括
的
呼
称
に
よ
り

認
識
さ
れ
る
概
念
的
集
団
、（
Ⅲ
）
慣
習
的
集
団
の
三
類
型
と
し
て
把
握
で
き
る
と
し
、
そ
れ

ら
の
類
型
的
集
団
の
内
、（
Ⅲ
）
慣
習
的
集
団
に
含
ま
れ
る
同
業
者
集
団
と
地
域
の
祭
祀
集
団

を
対
象
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
と
す
る
。
同
業
者
集
団
に
お
い
て
は
、

地
域
集
団
・
職
業
的
集
団
・
祭
祀
集
団
が
重
層
的
に
存
在
し
た
が
、
次
第
に
祭
祀
集
団
は
分
離

し
、
独
自
の
集
団
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
と
す
る
。
ま
た
氏
子
組

織
と
稲
荷
信
仰
を
対
象
と
し
て
、
地
域
集
団
に
内
在
す
る
祭
祀
集
団
の
重
層
的
な
あ
り
方
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
集
団
に
お
け
る
変
遷
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
と
す
る
。

第
二
節
「
今
後
の
課
題
」
に
お
い
て
、
都
市
の
集
団
類
型
と
し
て
見
出
し
た
（
Ⅰ
）
制
度
的

集
団
、（
Ⅱ
）
概
念
的
集
団
、（
Ⅲ
）
慣
習
的
集
団
の
三
類
型
が
普
遍
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
。

及
び
（
Ⅱ
）
概
念
的
類
型
が
伝
承
文
化
を
把
握
・
理
解
す
る
た
め
の
有
効
性
の
検
討
。
及
び
こ

れ
ら
の
集
団
が
、
具
体
的
な
伝
承
機
能
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
の
検
証
を
課
題
で
あ
る
と
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す
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

一
九
七
○
年
代
か
ら
民
俗
学
の
大
き
な
関
心
の
一
つ
と
な
っ
た
「
都
市
」
は
、
そ
の
概
念
を

め
ぐ
っ
て
多
様
な
見
解
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
民
俗
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
伝
承
概
念
と
深
く

結
び
つ
き
、
都
市
の
伝
承
文
化
に
対
す
る
概
念
に
か
か
わ
る
が
故
に
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
い

ま
だ
統
一
的
な
見
解
が
示
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
都
市
化
の
進
展
し
た
現
在

に
お
け
る
民
俗
学
に
お
い
て
、「
都
市
」
の
存
在
は
一
研
究
テ
ー
マ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
代
や

地
域
を
越
え
て
連
続
す
る
文
化
の
存
在
を
前
提
と
す
る
民
俗
学
の
存
立
に
か
か
わ
る
存
在
で
あ

る
。か

つ
て
、
軽
佻
浮
薄
と
も
評
さ
れ
た
流
動
的
で
転
変
著
し
い
都
市
に
お
い
て
、
伝
承
的
な
文

化
事
象
は
存
在
し
え
な
い
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
む
し
ろ
村
落
を
研
究
対
象
と
す
る
の
が
民
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俗
学
で
あ
り
、
衰
滅
す
る
農
村
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
こ
そ
民
俗
学
の
あ
り
う
る
道
で
あ
る

と
い
う
意
見
す
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
民
俗
学
が
現
在
の
生
活
文
化
を
対
象
と
し
、
そ
こ
に
胚

胎
す
る
様
々
な
問
題
に
対
し
、
現
在
の
生
活
文
化
の
諸
相
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す

る
道
を
探
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
現
在
学
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
学
問
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
生
活
を
営
む
人
々
が
存
在
す
る
限
り
、
民
俗
学
の
存
在
意
義
は
な
く
な
る
は
ず
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
そ
こ
に
伝
承
的
な
文
化
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
果
た
し
て
伝
達

継
承
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
連
続
す
る
文
化
は
、
都
市
、
あ
る
い
は
都
市
化
社
会
に
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
伝
承
的
な
文
化
の
存
在
と
深
く
か
か
わ
る
概
念
が
、
民
俗
継

承
体
で
あ
り
、
伝
承
母
体
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
諸
概
念
は
主
と
し
て
農
村
を
対
象
と
し
て
構
想

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
多
様
な
人
々
が
混
住
す
る
流
動
的
な
都
市
の
場
に
、
果
た
し
て
民
俗
継

承
体
や
伝
承
母
体
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
は
そ
う
し
た
困
難

な
試
み
に
、
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
努
力
は
評
価
に
値
す
る
。
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そ
こ
で
ま
ず
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
民
俗
継
承
体
も
し
く
は
伝
承
母
体
と
な
り
う

る
集
団
の
発
見
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
都
市
生
活
に
か
か
わ
る
（
Ⅰ
）
公
的
機
関
・
組
織
で
あ
る

制
度
的
集
団
、（
Ⅱ
）
包
括
的
呼
称
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
概
念
的
集
団
、（
Ⅲ
）
慣
習
的
集
団
と

い
う
三
つ
の
類
型
的
集
団
を
見
出
し
た
。
こ
の
内
、
今
ま
で
民
俗
学
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い

た
の
は
（
Ⅲ
）
慣
習
的
集
団
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
都
市
の
集
団
と
し
て
制
度
的
集

団
・
概
念
的
集
団
と
い
う
類
型
的
集
団
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
こ

と
は
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
、
こ
の
三
類
型
的
集
団
概
念
は
民
俗
学
に
お
い
て
は
全
く
新
し
い
集
団
概
念
で
あ
る
だ

け
に
問
題
も
多
い
。
ま
ず
こ
れ
等
の
概
念
的
集
団
が
伝
達
継
承
機
能
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ど

う
か
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
的
集
団
が
伝
承
上
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
類
型
的
集
団
概
念
が
都
市
に
特
有
の
も
の
な
の
か
、
あ
る

い
は
も
っ
と
普
遍
的
な
存
在
な
の
か
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
具
体
的
な
文
化
事
象
を
対
象
と
し
て
具
体
的
な
調
査
に
基
づ
く
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
問
題
は
あ
る
が
、
個
々
人
の
顔
の
見
え
な
い
観
念
的
な
集
団
で
あ
る
概
念
的
集
団
の

存
在
を
発
見
し
た
こ
と
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
都
市
文
化
を
把
握
し
、
群
集
あ
る
い
は
大
衆
の

民
俗
文
化
に
果
た
す
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
都
市
民
俗
研
究
の

新
し
い
方
法
を
提
唱
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
評
価
す
べ
き
点
は
、
都
市
生
活
の
重
層
的
な
実
態
を
同
業
者
集
団
と
祭
祀
集
団
に
お
い

て
明
ら
か
に
し
え
た
こ
と
で
あ
る
。
同
業
者
町
に
は
同
業
者
集
団
が
集
住
す
る
が
、
そ
の
集
団

は
経
済
的
組
織
集
団
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
集
団
・
祭
祀
的
組
織
集
団
と
し
て
も
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
近
代
以
降
し
だ
い
に
そ
れ
ら
の
諸
集
団
が
分
離
し
て

新
た
な
重
層
的
な
集
団
を
形
成
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
り
わ
け
分
離
し
た
祭
祀
集
団

的
機
能
は
地
縁
集
団
と
か
か
わ
る
傾
向
が
強
く
、
同
業
者
祭
祀
が
地
域
の
祭
祀
と
な
る
傾
向
に

あ
る
こ
と
は
、
都
市
生
活
に
お
け
る
祭
祀
の
持
つ
機
能
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
地
域
的
祭
祀
集
団
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
氏
神
祭
祀
や
稲
荷
祭
祀
に
お
い
て
も
重

層
的
な
集
団
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
氏
神
祭
祀
は
、
基
本
的
に
は
地
域
集
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団
が
祭
祀
集
団
を
内
包
し
て
い
る
が
、
制
度
的
集
団
の
変
化
に
よ
り
地
域
集
団
の
重
複
・
複
合

が
み
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
二
重
氏
子
と
い
う
現
象
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ま
で
二
重
氏
子
は
、
神
社

制
度
や
婚
姻
な
ど
を
契
機
と
し
て
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
歴
史
的
な
要
因
や
個
人
の
認
識
に
基
づ
く
場
合
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
こ
と
は
、
都

市
に
お
け
る
複
雑
な
信
仰
の
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
稲
荷
祭
祀
は
、
時

代
の
変
化
の
中
で
制
度
的
集
団
と
接
近
を
図
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
地
域
集

団
を
基
礎
と
し
て
維
持
し
よ
う
と
し
、
多
様
な
祭
祀
形
態
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
は
、
稲
荷
信

仰
が
都
市
の
地
域
集
団
に
強
い
影
響
力
を
も
つ
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
が
東
京
都
千
代
田
区
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
祭
祀
集
団
の
調
査
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
都
市
の
祭
祀
集
団
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は

貴
重
で
あ
る
。
今
後
は
さ
ら
に
具
体
的
な
文
化
事
象
を
通
し
て
、
都
市
の
集
団
の
伝
達
継
承
機

能
を
明
ら
か
に
し
、
都
市
集
団
と
し
て
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
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こ
う
し
た
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
も
少
な
く
な
い
が
、
い
ず
れ
も
新
し
い
概
念
を
踏
ま
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
出
現
し
た
問
題
で
あ
り
、
従
来
の
都
市
の
民
俗
研
究
と
は
異
な
る
視
角
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
故
に
、
今
後
の
都
市
民
俗
学
研
究
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ

る
。
そ
う
し
た
問
題
を
提
起
し
た
と
い
う
意
味
で
も
、
本
論
文
は
都
市
の
民
俗
研
究
に
一
石
を

投
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

よ
っ
て
加
藤
紫
識
は
、
博
士
（
民
俗
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。平

成
二
十
五
年
二
月
十
五
日

主
査
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學
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大
學
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教
授
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彦
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副
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學
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直

之

◯印

副
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中
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大
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教
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