
小
林
威
朗
提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
平
田
国
学
に
お
け
る
霊
魂
観
の
史
的
考
察
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、「
平
田
国
学
に
お
け
る
霊
魂
観
の
史
的
考
察
」
と
題
し
、
平
田
篤
胤
の
学
問
・

思
想
、
取
り
分
け
そ
の
霊
魂
観
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
霊
魂
観
が
平
田
篤
胤
の
学
問
を
継
承
し

た
と
論
者
が
見
做
す
幕
末
・
維
新
期
に
活
躍
し
た
主
要
な
神
道
家
・
国
学
者
に
ど
の
よ
う
に
受

容
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
霊
魂
観
が
明
治
初
期
の
国
民
教
化
を
担
う
国
家
機
関
で
あ
る
宣
教
使
内

部
に
お
い
て
い
か
に
理
解
さ
れ
、
国
民
教
化
に
資
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
歴
史
的
に

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
序
章
と
終
章
を
含
め
た
全
十
章
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、

内
容
的
に
は
大
き
く
二
部
に
分
か
れ
、
第
一
部
「
平
田
篤
胤
の
霊
魂
観
と
神
職
・
国
学
者
」
に

は
、
第
一
章
「『
霊
能
真
柱
』
の
霊
魂
観
―
宣
長
の
継
承
者
と
し
て
の
篤
胤
」
か
ら
第
四
章
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「
六
人
部
是
香
の
幽
冥
論
と
気
吹
舎
―
『
古
史
伝
』
の
受
容
と
『
産
須
那
社
古
傳
抄
』
―
」、

第
二
部
「
宣
教
使
と
平
田
国
学
の
霊
魂
観
」
に
は
、
第
五
章
「
宣
教
使
の
教
義
確
立
問
題
と
矢

野
玄
道
の
著
作
」
か
ら
第
八
章
「
堀
秀
成
と
宣
教
使
」
ま
で
の
各
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
論
文
は
、
第
一
部
と
し
て
平
田
篤
胤
そ
の
も
の
の
霊
魂
観
と
そ
の
霊
魂
観
の
影

響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
神
職
・
国
学
者
で
あ
っ
た
岡
熊
臣
及
び
六
人
部
是
香
の
霊
魂
観
に
関

す
る
論
考
、
第
二
部
と
し
て
明
治
二
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
設
置
さ
れ
て
い
た
明
治
維
新
政
府

の
国
民
教
化
機
関
で
あ
る
宣
教
使
に
お
け
る
官
員
た
ち
の
霊
魂
観
を
め
ぐ
る
思
想
的
動
向
を
分

析
し
た
論
考
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
の
第
一
章
「『
霊
能
真
柱
』
の
霊
魂
観
―
宣
長
の
継
承
者
と
し
て
の
篤
胤
」
で
は
、

篤
胤
の
霊
魂
観
の
主
著
と
も
い
う
べ
き
『
霊
能
真
柱
』
を
分
析
し
、
篤
胤
が
本
居
宣
長
の
「
現

世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」
と
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
と
い
う
考
え
を
一
旦
受
容
し
、

「
霊
」「
魂
」
の
語
を
当
て
て
使
い
分
け
を
試
み
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
上
で
「
夜
見
」

で
は
な
く
「
幽
冥
」
と
い
う
地
上
に
存
在
す
る
見
え
な
い
世
界
に
「
魂
の
行
方
」
を
定
め
、
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「
霊
」「
魂
」
が
共
に
地
上
に
存
在
す
る
こ
と
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
霊
魂
」
の
不
滅
を
導

い
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

第
二
章
「
草
稿
本
『
古
史
伝
』
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
―
神
観
・
霊
魂
観
と
「
青

人
草
」
―
」
で
は
、
篤
胤
の
主
著
で
あ
る
『
古
史
伝
』
の
成
立
過
程
を
再
検
討
す
る
た
め
の
基

礎
的
作
業
と
し
て
、
従
来
本
格
的
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
草
稿
本
に
焦
点
を
当
て
、

草
稿
本
か
ら
窺
え
る
篤
胤
の
霊
魂
観
を
中
心
と
す
る
思
想
の
形
成
過
程
を
考
察
し
、
篤
胤
は
産

霊
神
の
「
御
神
徳
」
を
「
持
分
け
」
た
神
々
に
よ
っ
て
世
界
・
万
物
が
生
成
さ
れ
、
人
間
も
ま

た
産
霊
神
か
ら
「
神
魂
」
を
授
か
る
と
い
う
神
人
関
係
・
世
界
観
を
有
し
て
い
た
と
論
じ
て
い

る
。
第
三
章
「
神
職
・
国
学
者
岡
熊
臣
の
霊
魂
観
形
成
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、
近
世

後
期
の
津
和
野
藩
に
お
け
る
代
表
的
な
国
学
者
で
あ
り
神
職
で
も
あ
っ
た
岡
熊
臣
に
よ
る
神
葬

祭
普
及
運
動
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
霊
魂
観
を
扱
い
、
岡
熊
臣
の
著
作
で
あ
る
『
霊
の
梁
』

と
篤
胤
の
『
霊
能
真
柱
』
と
の
比
較
を
試
み
、
そ
の
分
析
の
結
果
、
熊
臣
は
宣
長
の
古
事
記
理

解
か
ら
「
神
代
と
現
在
の
連
続
性
」
と
「
神
の
御
霊
と
人
の
霊
魂
の
相
似
性
」
を
、
篤
胤
の
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『
霊
能
真
柱
』
か
ら
は
「
人
の
霊
魂
実
在
の
普
遍
性
」
を
受
容
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
四
章
「
六
人
部
是
香
の
幽
冥
論
と
気
吹
舎
―
『
古
史
伝
』
の
受
容
と
『
産
須
那
社
古
傳

抄
』
―
」
で
は
、
篤
胤
の
京
都
に
お
け
る
高
弟
で
あ
り
、
向
日
社
の
神
職
で
あ
っ
た
六
人
部
是

香
の
『
古
史
伝
』
の
受
容
過
程
を
分
析
し
つ
つ
、
是
香
の
霊
魂
観
・
幽
冥
観
を
代
表
す
る
『
産

須
那
社
古
傳
抄
』
と
の
比
較
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
共
通
点
と
と
も
に
、
ま
た
大
き
な

違
い
も
見
出
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、「
現
世
の
守
護
」
と
「
没
後
の
使
令
」
と
い
う

発
想
は
両
者
に
共
通
す
る
が
、『
古
史
伝
』
で
は
大
国
主
神
に
、『
産
須
那
社
古
傳
抄
』
で
は

「
産
須
那
神
」
に
そ
の
職
掌
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
相
違
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
相
違
の
要
因
と
し
て
は
、
篤
胤
の
『
古
史
伝
』
が
大
国
主
神
の
事
蹟
の
よ
う
に

辛
苦
に
遭
っ
て
も
く
じ
け
る
こ
と
な
く
徳
行
を
積
む
と
い
う
、
謂
わ
ば
人
間
に
と
っ
て
の
生
き

方
が
主
た
る
内
容
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
産
須
那
社
古
傳
抄
』
で
は
、
神
職
と
し
て
の
是
香

の
立
場
か
ら
「
産
須
那
神
」
と
「
産
須
那
社
」
の
重
要
性
が
主
に
説
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
い

ツ
ク

か
に
「
心
を
竭
す
」
か
と
い
う
人
間
（
氏
子
）
の
崇
敬
・
信
心
が
主
た
る
問
題
と
さ
れ
て
い
る
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か
ら
で
あ
ろ
う
と
分
析
し
て
い
る
。

第
二
部
「
宣
教
使
と
平
田
国
学
の
霊
魂
観
」
の
第
五
章
「
宣
教
使
の
教
義
確
立
問
題
と
矢
野

玄
道
」
で
は
、
宣
教
使
期
の
教
義
確
立
問
題
に
つ
い
て
、
幕
末
維
新
期
の
平
田
派
国
学
者
の
中

心
的
人
物
で
あ
っ
た
矢
野
玄
道
の
著
作
『
真
木
柱
』
に
焦
点
を
当
て
、「
神
魂
帰
着
」
に
関
す

る
議
論
が
平
田
延
胤
等
と
小
野
述
信
と
い
う
神
祇
官
・
宣
教
使
上
層
部
を
対
立
軸
と
し
て
主
要

な
論
争
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
と
を
示
し
、
宣
教
使
内
部
で
は
『
古
史
伝
』
流
の
古
伝
解
釈

を
基
調
と
す
る
霊
魂
観
が
主
流
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
議
論
に
お
け
る
延
胤
擁
護
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
の
が
矢
野
の
『
真
木
柱
』
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
、
宣
教
使
に
お
け
る
教
義
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
が
宣
教
使
の
教
官
等
に
よ

っ
て
議
論
・
決
定
さ
れ
て
い
く
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
霊
魂
観
と
も
密
接
に
関
連
す

る
平
田
国
学
の
重
要
な
思
想
・
観
念
で
あ
る
世
界
観
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
平
田
派
内
部
に
お

け
る
所
謂
「
豫
美
国
論
争
」
論
争
が
、
霊
魂
観
を
す
で
に
決
定
し
て
い
た
宣
教
使
に
お
い
て
、

平
田
流
の
世
界
観
が
採
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
な
論
争
で
あ
っ
た
こ
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と
を
紹
介
し
て
い
る
。

第
六
章
「
宣
教
使
対
宣
教
師
―
伊
能
穎
則
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
ン
ソ
ル
―
」
で
は
、
伊
能
穎
則

の
思
想
・
学
問
を
概
観
し
た
上
で
、
伊
能
穎
則
と
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
ン
ソ
ル

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
神
観
に
関
す
る
議
論
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
エ
ン
ソ
ル
の
著
書
『
神
道

破
斥
』
は
、『
古
事
記
』
及
び
『
日
本
書
紀
』
に
対
す
る
信
憑
性
を
め
ぐ
る
議
論
や
全
知
全
能

と
い
う
神
観
に
関
す
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
著
作
中
に
登
場
す
る
神
道
者
を
批
判
し

な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
を
示
す
著
作
で
あ
る
が
、
論
者
は
こ
れ
に
対
す
る
穎
則
の
反
論

を
取
り
上
げ
、
詳
細
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
能
穎
則
は
、
記
紀
の
信
憑
性
に

つ
い
て
は
、
天
体
説
（
地
動
説
）
受
容
や
、
近
世
期
以
来
の
記
紀
研
究
を
基
と
し
た
儒
者
と
の

論
争
、
さ
ら
に
御
一
新
と
い
う
現
実
を
裏
付
け
る
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
（
古
伝
）
に
よ
っ
て

論
証
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
全
知
全
能
」
と
い
う
神
観
に
つ
い
て
は
、
天
之
御
中
主
神
の
分

魂
と
神
々
の
分
掌
と
い
う
神
観
に
天
地
初
発
か
ら
「
顕
」
と
「
幽
」
を
考
え
る
独
特
の
幽
顕
論

に
よ
っ
て
こ
の
国
の
神
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
て
エ
ン
ソ
ル
の
批
判
に

─ ６ ─



応
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

第
七
章
「
久
保
季
茲
の
霊
魂
観
―
平
田
国
学
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」
で
は
、
宣
教
使
官
員

を
経
て
後
に
神
道
事
務
局
生
徒
寮
や
皇
典
講
究
所
な
ど
で
教
鞭
を
執
っ
た
久
保
季
茲
の
霊
魂
観

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
従
来
、
一
般
的
に
は
平
田
派
国
学
者
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
い
で
、
謂

わ
ば
「
独
立
派
国
学
」
の
重
鎮
と
目
さ
れ
て
き
た
久
保
季
茲
の
略
歴
や
思
想
・
学
問
内
容
を
分

析
し
、
安
政
期
に
妹
の
て
ふ
が
平
田
家
に
嫁
い
だ
こ
と
に
よ
り
気
吹
舎
へ
の
出
入
り
が
始
ま

り
、
慶
応
年
間
に
は
延
胤
を
学
問
的
に
補
佐
す
る
ま
で
に
な
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
明
治
維
新
後
の
久
保
季
茲
の
活
動
に
も
触
れ
、
明
治
二
年
頃
の
教
導
局
で
は
古

典
か
ら
「
教
の
大
方
」
を
示
す
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
教
導
局
で
の
久
保
の
霊

魂
観
・
幽
冥
観
に
は
『
古
史
伝
』
の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い

る
。
ま
た
、
宣
教
使
期
の
明
治
四
年
に
お
け
る
論
争
で
は
『
古
史
伝
』
の
内
容
か
ら
抽
出
さ
れ

る
「
神
教
」
を
も
っ
て
教
導
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
や
、
教
導
職
期
の
『
神
教
叢

語
』
で
は
、
篤
胤
の
霊
魂
観
を
引
き
受
け
な
が
ら
も
、
行
法
（
鎮
魂
）
の
重
要
性
を
説
い
て
い
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た
事
実
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。

第
八
章
「
堀
秀
成
と
宣
教
使
」
で
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
堀
秀
成
の
学
統
意
識
を
示
し
た

上
で
、
宣
教
使
に
お
け
る
活
動
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
論
者
は
、
秀
成
は
富
樫
広
蔭
か
ら
学
ん
だ

音
義
説
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
古
事
記
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
こ
れ
は
宣
長
が
不
可
知
と
し
て
い
た
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
、
と
い
う
目
的
に

お
い
て
平
田
の
学
問
と
同
質
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
方
法
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
指

摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
学
者
を
も
採
用
し
て
民
衆
教
化
に
あ
た
っ
た
の
が
宣
教
使

で
あ
り
、
教
義
確
立
が
難
航
し
た
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
強
引
に
で
あ
れ
教

義
を
確
立
し
宣
教
使
を
船
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
「
平
田
国
学
」
の
成
果
が
あ
っ
た
の
で
は
、
と

の
興
味
深
い
指
摘
も
成
し
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
お
け
る
神
葬
祭
の
普
及
運
動
の
理
論
的
実
践
的
根

拠
と
な
っ
た
平
田
篤
胤
の
霊
魂
観
の
形
成
過
程
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
霊
魂
観
が
後
世
の
神
道
家

・
国
学
者
に
与
え
た
影
響
を
豊
富
な
原
資
料
を
駆
使
し
て
歴
史
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、

第
一
部
「
平
田
篤
胤
の
霊
魂
観
と
神
職
・
国
学
者
」（
第
一
章
か
ら
第
四
章
）
及
び
第
二
部

「
宣
教
使
と
平
田
国
学
の
霊
魂
観
」（
第
五
章
か
ら
第
八
章
）
と
い
う
よ
う
に
、
大
き
く
二
部

に
分
か
れ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
の
章
も
平
田
篤
胤
に
淵
源
す
る
霊
魂
観
を
中
軸
に
据
え
て

「
平
田
国
学
の
霊
魂
観
」
の
歴
史
的
継
承
・
展
開
に
則
し
た
論
考
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
田

篤
胤
の
霊
魂
観
を
分
析
し
、
そ
の
歴
史
的
定
位
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
霊
魂
観
が

幕
末
維
新
期
の
国
学
者
に
い
か
に
し
て
批
判
的
に
受
容
さ
れ
、
新
た
な
展
開
を
齎
し
た
か
を
追

究
し
た
論
文
で
あ
る
。

本
論
文
の
総
体
的
な
特
色
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
平
田
篤
胤
関
係
資
料
を
は
じ
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め
と
す
る
数
多
く
の
原
資
料
を
駆
使
し
て
平
田
篤
胤
及
び
そ
の
思
想
的
実
践
的
後
継
者
と
論
者

が
目
す
る
多
彩
な
国
学
者
の
霊
魂
観
を
軸
に
、
所
謂
平
田
派
国
学
の
神
観
・
霊
魂
観
あ
る
い
は

世
界
観
を
総
合
的
体
系
的
か
つ
史
的
に
分
析
・
考
察
し
た
こ
と
に
あ
る
。
取
り
分
け
、
明
治
維

新
後
の
国
家
の
神
道
教
化
政
策
を
理
論
的
実
践
的
に
担
っ
た
宣
教
使
の
神
道
教
義
が
い
か
に
し

て
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
前
記
平
田
篤
胤
関
係
資
料
に
あ
る
気
吹
舎
日
記
や

書
簡
な
ど
を
用
い
て
宣
教
使
に
お
け
る
官
員
の
活
動
実
態
を
よ
り
詳
細
に
浮
き
彫
り
に
し
た
点

は
大
い
に
評
価
出
来
よ
う
。
ま
た
、
宣
教
使
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
防
衛

と
い
う
観
点
か
ら
、
宣
教
使
官
員
で
あ
っ
た
伊
能
穎
則
の
対
キ
リ
ス
ト
教
観
を
検
討
す
る
な
ど

し
て
、
平
田
国
学
は
全
知
全
能
の
神
に
対
抗
し
う
る
論
理
を
用
意
す
る
た
め
に
一
定
の
役
割
を

担
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
点
も
説
得
力
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
藤
井
貞
文
の
先
駆
的
な
業
績
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ま
で
の
宣
教
使
活
動
に

関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
明
治
初
年
の
宣
教
使
活
動
は
不
振
の
ま
ま
終
焉
し
、
そ
の
た
め
に
教

部
省
へ
と
改
組
さ
れ
て
新
た
な
神
仏
合
同
の
国
民
教
化
政
策
へ
と
転
換
し
た
と
し
て
、
宣
教
使
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内
部
の
霊
魂
観
や
幽
冥
観
に
つ
い
て
は
具
体
的
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

従
来
の
研
究
動
向
に
対
し
論
者
は
、
宣
教
使
設
置
期
間
中
の
平
田
国
学
の
牙
城
で
あ
っ
た
気
吹

舎
内
で
の
同
門
宣
教
使
官
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
丹
念
に
検
証
し
、
宣
教
使
に
お
け
る
同
門

の
数
の
多
さ
か
ら
考
え
れ
ば
、
教
義
確
立
の
問
題
は
容
易
に
決
着
が
つ
く
も
の
と
思
わ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
実
際
に
は
門
人
達
が
有
す
る
「
古
伝
」
解
釈
は
各
人
各
様
で
あ
り
、
統
一
的
見
解

を
示
す
に
は
様
々
な
困
難
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
無
論
、
従
来
の
研
究

に
お
い
て
も
こ
の
点
に
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
当
時
宣
教
使

の
中
枢
に
い
た
平
田
延
胤
の
書
簡
等
を
用
い
て
宣
教
使
に
関
係
す
る
平
田
門
人
た
ち
の
動
向
を

具
体
的
に
提
示
し
て
い
る
点
は
本
論
文
を
一
貫
す
る
手
法
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
同
門
で
あ
る
国
学
者
の
各
々
が
思
想
的
に
も
実
践
的
に
も
全
く
の
一
枚

岩
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
真
淵
・
宣
長
以
来
の
「
師
説
に
泥
ま
ず
」
と
い
う
近
世
国
学

の
伝
統
が
齎
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
論
者
が
い
う
よ
う
に
宣
教
使
に
お
け
る
平

田
派
国
学
者
た
ち
の
霊
魂
観
・
幽
冥
観
等
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
別
段
不
思
議
で
は
な
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く
、
論
者
の
指
摘
も
一
見
す
る
と
こ
ろ
平
凡
で
あ
る
。
だ
が
、
論
者
に
よ
れ
ば
、「
師
説
に
泥

ま
ず
」
と
い
っ
た
近
世
国
学
の
伝
統
が
宣
教
使
に
お
け
る
様
々
な
異
説
を
齎
し
た
と
理
解
す
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
背
景
・
要
因
と
し
て
よ
り
重
視
す
べ
き
点
は
、
平
田
篤
胤
の

学
問
・
思
想
の
有
す
る
古
典
研
究
の
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
「
古
伝
へ
の
信
仰
」
こ
そ

が
、
平
田
篤
胤
の
思
想
を
継
承
す
る
国
学
者
の
多
様
な
神
観
・
霊
魂
観
を
生
み
だ
し
た
こ
と
に

あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
骨
子
・
中
核
は
こ
の
指
摘
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
く
、
問
題
は
そ
の
指
摘
の
妥
当
性
が
い
か
に
論
証
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
。
論
者
は
、

こ
の
指
摘
の
妥
当
性
を
本
論
文
の
各
論
考
に
お
い
て
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
本
論
文
に
お
け
る
そ
の
検
証
の
結
果
は
概
ね
肯
定
出
来
る
と
思
慮
す

る
。と

こ
ろ
で
、
論
者
が
い
う
平
田
篤
胤
の
「
古
伝
へ
の
信
仰
」
の
結
実
が
、
主
著
で
あ
る
『
古

史
伝
』
及
び
『
霊
能
真
柱
』
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
平
田
篤
胤
及
び

そ
の
後
継
者
た
ち
の
霊
魂
観
・
幽
冥
観
・
世
界
観
を
論
じ
る
た
め
に
は
必
須
の
著
作
で
あ
り
、
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論
者
も
引
用
し
て
い
る
、
古
く
は
村
岡
典
嗣
、
近
く
は
子
安
宣
邦
に
注
目
す
べ
き
所
論
が
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
者
も
第
一
章
「『
霊
能
真
柱
』
の
霊
魂
観
―
宣
長
の
継
承
者
と
し
て
の
篤

胤
」
及
び
第
二
章
「
草
稿
本
『
古
史
伝
』
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
―
神
観
・
霊
魂
観

と
「
青
人
草
」
―
」
で
こ
の
両
書
を
扱
っ
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
の
こ
の
二

つ
の
論
考
に
は
従
来
の
研
究
に
は
見
ら
れ
な
い
独
創
的
な
手
法
と
見
解
が
少
な
か
ら
ず
示
さ
れ

て
お
り
、
本
論
文
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
村
岡
典
嗣
以
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
篤
胤

と
本
居
宣
長
の
思
想
的
継
承
関
係
を
霊
魂
観
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
、
篤
胤
の
霊
魂
観
が
宣

長
の
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
理
解
に
疑
問
を
呈
し
て
、
論
者
な
り
の

解
釈
を
施
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
居
宣
長
の
「
現
世
に
お
け
る
ミ
タ
マ
」

と
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
に
影
響
を
受
け
た
篤
胤
が
一
旦
は
「
霊
」
と
「
魂
」
の
語
の
使
い

分
け
を
試
み
た
か
ら
こ
そ
、「
幽
冥
」
に
「
魂
の
行
方
」
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
魂
は
「
夜

見
」
で
は
な
く
「
幽
冥
」
と
い
う
地
上
に
存
在
す
る
見
え
な
い
世
界
に
「
魂
の
行
方
」
を
定
め
、

「
霊
」「
魂
」
が
共
に
地
上
に
存
在
す
る
こ
と
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
霊
魂
」
の
不
滅
を
導
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い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
従
来
「
霊
」
と
「
魂
」
は
一
括
し
て

「
霊
魂
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
『
霊
能
真
柱
』
を
緻
密
に
点
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
篤
胤

が
一
時
的
で
あ
れ
「
霊
」
と
「
魂
」
を
宣
長
の
影
響
に
よ
っ
て
区
別
し
て
い
た
と
の
指
摘
は
篤

胤
の
学
問
・
思
想
を
考
え
る
上
で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
と
評
価
出
来
よ
う
。
但
し
、
そ

の
掘
り
下
げ
が
十
分
と
は
言
い
難
い
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
論
者
の
い
う
篤
胤
が

「
発
見
」
し
た
と
さ
れ
る
「
霊
の
行
方
」
と
し
て
の
「
幽
冥
」
に
関
す
る
十
分
な
る
考
察
が
不

十
分
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
田
篤
胤
の
古
典
研
究
を
扱
う
以
上
、
論
者

自
ら
も
『
古
事
記
』
は
勿
論
の
こ
と
、「
幽
冥
」
に
係
る
『
日
本
書
紀
』
の
該
当
部
分
に
関
す

る
古
今
の
解
釈
を
熟
読
・
吟
味
す
る
姿
勢
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
第
二
章
「
草
稿
本
『
古
史
伝
』
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
―
神
観
・
霊
魂

観
と
「
青
人
草
」
―
」
に
お
い
て
も
、
篤
胤
の
主
著
で
あ
る
『
古
史
伝
』
の
成
立
過
程
を
再
検

討
す
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
従
来
本
格
的
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
秋
田
県

公
文
書
館
所
蔵
の
『
古
史
伝
』
草
稿
本
に
焦
点
を
当
て
、
草
稿
本
か
ら
窺
え
る
篤
胤
の
霊
魂
観
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を
中
心
と
す
る
思
想
の
形
成
過
程
を
考
察
し
、
産
霊
神
の
「
御
神
徳
」
を
「
持
分
け
」
た
神
々

に
よ
っ
て
世
界
・
万
物
が
生
成
さ
れ
、
人
間
（
青
人
草
）
も
ま
た
産
霊
神
か
ら
「
神
魂
」
を
授

か
る
と
い
う
篤
胤
の
神
観
念
・
人
間
観
を
端
的
に
提
示
し
て
い
る
点
な
ど
も
評
価
出
来
る
。
と

は
言
う
も
の
の
、
篤
胤
の
霊
魂
観
（
来
世
観
）
の
前
提
と
な
る
と
す
る
「
青
人
草
」
に
関
す
る

言
及
は
僅
か
で
あ
り
、
篤
胤
が
重
視
し
た
「
鎮
火
祭
祝
詞
」
と
の
関
係
に
関
し
て
も
必
要
最
小

限
の
分
析
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
を
一
貫
す
る
特
色
は
、
平
田
篤
胤
の
霊
魂
観
を
主
軸
と
す
る

思
想
・
学
問
の
継
承
・
展
開
を
可
能
な
限
り
原
資
料
を
用
い
て
、
そ
の
資
料
を
し
て
「
平
田
国

学
に
お
け
る
霊
魂
観
」
の
系
譜
を
俯
瞰
す
る
こ
と
に
あ
る
。
次
い
で
本
論
文
で
評
価
出
来
る
点

は
、
論
者
自
身
が
一
神
職
と
し
て
自
己
の
「
古
伝
へ
の
信
仰
」
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
べ

く
、
平
田
篤
胤
の
霊
魂
観
と
そ
の
継
承
者
の
思
想
を
扱
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
本

論
文
の
序
章
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
り
、
事
実
、
第
三
章
で
岡
熊
臣
、
第
四
章
で
六
人
部
是
香

の
霊
魂
観
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
故
で
あ
ろ
う
。
神
葬
祭
普
及
運
動
を
は
じ
め
と
す
る
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氏
子
へ
の
教
化
運
動
の
実
践
と
理
論
武
装
を
最
も
精
力
的
に
実
行
し
た
の
が
岡
熊
臣
と
六
人
部

是
香
で
あ
っ
た
こ
と
に
大
方
の
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
単
な
る
研
究
の
た
め
の
研
究
で
は

な
い
、
自
己
の
課
題
・
目
的
を
秘
め
た
研
究
で
あ
る
こ
と
に
も
本
論
文
の
特
色
・
価
値
が
あ
る

と
言
え
よ
う
。
神
道
家
・
神
職
の
先
達
と
し
て
の
国
学
者
の
霊
魂
観
・
幽
冥
観
を
主
軸
に
、
個

別
の
人
物
や
宣
教
使
と
い
っ
た
国
家
の
国
民
教
化
機
関
の
構
成
員
の
思
想
的
実
践
的
活
動
を
精

緻
に
史
的
に
検
討
・
分
析
し
て
ゐ
る
本
論
文
は
神
道
神
学
の
一
分
野
で
あ
る
歴
史
神
学
に
も
大

い
に
参
考
に
な
る
も
の
と
評
価
出
来
る
。

他
に
も
、
本
論
文
に
は
特
色
あ
る
視
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
第
七
章
「
久
保
季
茲
の
霊

魂
観
―
平
田
国
学
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」
で
久
保
季
茲
、
第
八
章
「
堀
秀
成
と
宣
教
使
」
で

堀
秀
成
、
と
い
っ
た
従
来
の
国
学
研
究
で
は
「
平
田
国
学
」
と
の
関
係
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
人
物
の
霊
魂
観
を
中
心
と
す
る
学
問
・
思
想
を
分
析
し
、「
平
田
国
学
」
と
の

影
響
関
係
を
検
討
し
た
こ
と
も
本
論
文
の
特
色
で
あ
ろ
う
。
久
保
と
堀
の
い
ず
れ
も
が
宣
教
使

に
所
属
し
て
い
た
国
学
者
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
組
織
と
し
て
の
宣
教
使
の
統
一
的
教
義
確
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立
と
い
う
制
約
下
で
い
か
に
活
動
し
た
の
か
を
本
格
的
に
浮
き
彫
り
に
し
た
論
考
で
あ
り
、
人

物
研
究
の
面
だ
け
で
な
く
、
宣
教
使
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
か

ら
も
重
要
な
業
績
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
本
論
文
に
見
ら
れ
る
幾
つ
か
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
無
論
、
問
題
点
や

残
さ
れ
た
課
題
も
多
々
あ
る
。
本
論
文
に
お
け
る
最
も
重
大
な
問
題
点
は
、「
平
田
国
学
の
霊

魂
観
」
の
基
本
で
あ
る
平
田
篤
胤
自
身
の
霊
魂
観
の
検
討
・
分
析
が
質
量
と
も
に
不
足
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
本
論
文
は
平
田
篤
胤
に
限
定
し
た
霊
魂
観
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
理
解
出
来
る
が
、
せ
め
て
可
能
な
限
り
第
一
章
と
第
二
章
が
有
機
的
に
繋
が
る
よ
う
な

内
容
と
体
裁
に
纏
め
る
努
力
は
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
原
資
料
を
駆
使
し
た
研
究
手
法

が
本
論
文
の
特
色
で
あ
る
こ
と
は
十
分
認
め
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
版
本
を
含
む
刊
行
文
献

や
先
行
研
究
の
熟
読
・
吟
味
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
点
に
お

い
て
、
本
論
文
に
缺
け
る
と
こ
ろ
な
し
や
、
少
し
く
疑
問
が
残
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
尤
も
、

以
上
述
べ
た
こ
と
を
含
む
本
論
文
の
様
々
な
問
題
点
や
課
題
に
つ
い
て
は
、
論
者
へ
の
学
力
確
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認
に
際
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
論
者
も
十
分
に
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
今
後
の
更
な
る
研
鑽
は
十
分
に
期
待
出
来
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。

以
上
、
本
論
文
は
、
平
田
篤
胤
そ
の
も
の
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
の
踏
み
込
ん
だ
分
析
に
少
し

く
欠
け
る
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、「
平
田
国
学
」
の
霊
魂
観
に
焦
点
を
絞
り
込
み
、
そ
の
幕

末
維
新
期
に
お
け
る
継
承
・
展
開
過
程
を
体
系
的
・
時
系
列
的
に
論
じ
た
本
格
的
な
研
究
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
小
林
威
朗
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
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

阪

本

是

丸

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

武

田

秀

章

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

遠

藤

潤

◯印
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小
林
威
朗

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
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
、
博
士
（
神
道

学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
七
日

学
力
確
認
担
当
者

主
査

國
學
院
大
學
教
授

阪

本

是

丸

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

武

田

秀

章

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

遠

藤

潤

◯印

─ １９ ─


