
武
田
幸
也
提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
近
代
に
お
け
る
神
宮
教
化
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、「
近
代
に
お
け
る
神
宮
教
化
の
研
究
」
と
題
し
、
近
代
に
お
け
る
神
道
教
化
の

展
開
を
神
宮
教
化
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
を
具
体
的
な
対

象
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
や
活
動
、
及
び
そ
の
制
度
的
な
側
面
を
前
提
と
し
た
教
説
の
展
開

に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
序
論
と
結
論
を
含
め
た
全
十
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
本
論
文
の
意
図
・
目
的
等
を
述
べ
た
序
論
、
研
究
の
対
象
と
す
る
神
宮
関
係
教
化
機
関

の
組
織
・
活
動
に
関
す
る
制
度
的
側
面
を
論
じ
た
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
第
一
部
と
、
主

に
神
道
教
化
・
教
説
面
に
つ
い
て
論
じ
た
第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で
の
第
二
部
、
そ
し
て
結
論

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

─ １ ─



序
論
で
は
、
本
論
文
の
課
題
と
対
象
、
並
び
に
構
成
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
近
代
を
通
し
た
神
道
教
化
研
究
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
神
道
教
化
研
究
の
一
環
と
し

て
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
神
宮
教
化
研
究
が

近
代
神
道
史
や
近
代
の
伊
勢
信
仰
・
伊
勢
講
、
あ
る
い
は
「
国
家
神
道
」
研
究
等
に
対
し
て
本

論
文
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
章
「
明
治
初
年
の
神
宮
教
院
・
神
宮
教
会
と
神
風
講
社
」
で
は
、
神
宮
の
教
化
活
動
の

展
開
に
よ
っ
て
結
収
さ
れ
た
神
風
講
社
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
明
治
初
年
の
神
宮
を
中
心
と

す
る
教
化
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
く
過
程
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
年
の
改
革
を
経
た
神

宮
は
、
五
年
か
ら
神
宮
教
院
や
神
宮
教
会
・
神
宮
東
京
出
張
所
等
を
設
立
し
、
国
民
教
化
運
動

に
取
り
組
ん
で
い
く
中
で
、
旧
来
の
伊
勢
講
を
神
風
講
社
と
し
て
改
組
・
結
収
し
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
こ
の
神
風
講
社
は
、
先
行
す
る
愛
国
講
社
の
商
会
類
似
活
動
を
め
ぐ
る
大
蔵
省
、
教

部
省
、
大
教
院
、
神
宮
の
議
論
が
前
提
と
な
り
つ
つ
、
規
約
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
結

収
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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第
二
章
「
神
宮
教
の
組
織
と
活
動
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
検
討
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
神
宮
教
の
組
織
と
活
動
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
論
考
で
あ
る
。
明
治
初
年

に
構
築
さ
れ
た
神
宮
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
は
、
明
治
十
五
年
の
神
官
教
導
職
分
離
に
よ
り

神
宮
か
ら
分
離
し
て
神
宮
教
へ
と
改
組
さ
れ
、
次
い
で
十
七
年
に
教
導
職
制
度
が
廃
止
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
十
九
年
に
は
「
神
宮
教
教
規
」
を
定
め
、
二
十
六
年
に
は
「
教
規
」
を
大
幅
に
改

正
し
教
団
組
織
を
固
め
て
い
く
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
二
十
六
年
は
、
神
宮
教
に
と
っ
て

画
期
と
な
っ
た
年
で
あ
り
、「
教
規
」
の
改
正
以
外
に
も
、
独
自
の
機
関
紙
発
行
や
人
材
養
成

機
関
た
る
「
神
宮
教
々
校
」
の
設
立
が
決
定
さ
れ
る
な
ど
、
神
宮
教
の
制
度
的
整
備
が
進
み
、

祭
祀
・
教
育
・
教
化
に
大
別
さ
れ
る
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
過
程
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
宮
奉
斎
会
と
皇
典
講
究
所
―
「
祭
祀
」
と
「
宗
教
」
を
め

ぐ
っ
て
―
」
は
、
明
治
三
十
二
年
の
神
宮
奉
斎
会
設
立
を
軸
と
し
つ
つ
、
神
宮
教
か
ら
神
宮
奉

斎
会
へ
の
改
組
に
至
る
過
程
を
踏
ま
え
た
上
で
、
神
宮
奉
斎
会
と
「
非
宗
教
」
と
し
て
の
神
社

界
（
祭
祀
）・
皇
典
講
究
所
（
学
事
）
と
「
宗
教
」
と
し
て
の
教
派
神
道
の
関
係
を
検
討
す
る
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こ
と
に
よ
り
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
の
「
非
宗
教
」
と
「
宗
教
」
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
宮
教
は
、「
非
宗
教
」
的
な
団
体
と
し
て
神
宮
奉
斎
会

を
設
立
す
る
が
、
こ
う
し
た
動
向
は
明
治
二
十
年
代
の
神
宮
教
に
お
け
る
紛
擾
か
ら
主
張
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
神
宮
奉
斎
会
が
「
霊
魂
帰
着
」
や
「
安
心
立
命
」
に
関
わ
る

よ
う
な
言
説
を
「
宗
教
」
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
的
な

言
説
を
封
じ
、
自
ら
の
活
動
を
「
国
民
道
徳
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
神
宮
大
麻
・
暦
の
頒
布
活

動
や
「
国
礼
」
と
し
て
の
神
葬
祭
執
行
、「
勅
語
勅
諭
」
を
基
と
す
る
講
演
等
を
活
動
の
主
軸

と
し
て
い
く
中
で
、「
祭
祀
」
と
の
一
体
化
を
進
め
て
い
く
こ
と
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章
「
神
宮
奉
斎
会
か
ら
神
社
本
庁
へ
」
は
、
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
神
宮
奉
斎
会
の
活

動
を
確
認
し
た
上
で
、
神
宮
奉
斎
会
の
活
動
や
理
念
が
ど
の
よ
う
に
戦
後
の
神
社
本
庁
体
制
へ

と
連
続
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
期
の
神
宮
奉
斎
会
は
、
神
宮
大
麻
・
暦

の
頒
布
権
の
喪
失
や
神
部
署
支
署
の
全
廃
、
伊
勢
大
本
部
廃
止
、
関
東
大
震
災
等
に
よ
り
、
会

勢
は
極
度
に
衰
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
正
十
年
に
今
泉
定
助
が
会
長
と
な
っ
て
神
宮
奉
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斎
会
の
立
て
直
し
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
く
。
さ
ら
に
昭
和
十
九
年
の
今
泉
逝
去
後

に
は
、
藤
岡
好
春
会
長
と
宮
川
宗
徳
専
務
理
事
の
下
、
戦
時
に
即
応
し
た
体
制
へ
と
改
革
が
進

め
ら
れ
、
終
戦
後
も
戦
後
の
混
乱
に
対
応
す
る
た
め
の
改
革
が
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
政
策
が
進
め
ら
れ
る
中
で
神
宮
奉
斎
会
も
他
の
民
間
神
祇
関
係
団
体
た
る
大

日
本
神
祇
会
・
皇
典
講
究
所
と
協
力
し
て
神
社
本
庁
設
立
に
関
与
し
て
い
く
過
程
が
考
察
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
十
一
年
の
神
社
本
庁
設
立
後
に
も
、
奉
斎
会
専
務
理
事
で
あ
っ
た
宮

川
宗
徳
が
初
代
事
務
総
長
に
就
任
し
、
神
社
新
報
社
・
神
道
文
化
会
等
を
含
む
、
戦
後
の
神
社

本
庁
体
制
の
確
立
に
尽
力
し
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
第
二
部
の
各
章
に
お
い
て
は
、
第
一
部
に
お
い
て
論
じ
た
神
宮
教
院
・
神
宮
教
・
神

宮
奉
斎
会
の
教
化
体
制
や
活
動
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
神
道
教
説
が
展
開
さ
れ
た
の
か

を
論
じ
て
い
る
。

第
五
章
「
神
宮
教
院
の
神
道
教
説
史
―
教
説
書
を
中
心
と
し
て
―
」
で
は
、
神
宮
教
院
出
版

の
教
説
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
教
院
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
神
道
教
説
が
論
じ
ら
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れ
て
い
る
。
神
宮
教
院
で
は
、
教
説
の
中
心
に
造
化
三
神
と
天
照
大
神
を
位
置
付
け
、
造
化
三

神
に
よ
っ
て
「
鎔
造
」
さ
れ
た
世
界
が
天
照
大
神
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
天
照
大
神
が
造
化
の

神
徳
や
八
百
万
の
神
々
の
神
徳
を
「
大
成
」
し
た
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ
た
と
し
、「
死
後
の

安
心
」
を
軸
に
善
行
を
勧
め
る
教
説
が
展
開
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
神

宮
の
教
説
は
、
明
治
八
年
に
「
死
後
の
安
心
」
が
教
説
の
中
核
的
な
課
題
に
位
置
付
け
ら
れ
る

と
と
も
に
、
具
体
的
な
救
済
の
方
法
と
し
て
「
祓
」
の
教
説
も
浮
上
し
て
く
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
神
宮
教
院
の
教
説
展
開
は
、
国
学
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
対
策
や
仏
教
と
の

対
峙
を
課
題
と
し
な
が
ら
、
神
宮
を
中
心
と
し
た
教
化
体
制
の
展
開
に
従
っ
て
構
想
さ
れ
て
い

っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

第
六
章
「
田
中
頼
庸
の
教
化
構
想
と
神
道
教
説
」
で
は
、
第
五
章
を
踏
ま
え
た
上
で
、
神
宮

大
宮
司
で
あ
っ
た
田
中
頼
庸
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
祭
神
論
争
を
軸
と
し
な
が
ら
、
田
中
の
教

化
構
想
と
神
道
教
説
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
田
中
に
は
、
如
何
に
し
て
強
固
な

祭
政
一
致
体
制
を
構
築
し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
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摘
し
つ
つ
、『
三
条
演
義
』
と
『
神
徳
論
』
の
分
析
を
通
し
て
見
た
田
中
の
神
道
教
説
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
田
中
は
『
三
条
演
義
』
で
天
照
大
神
を
「
宇
宙
の
大
主
宰
」
と
捉
え
つ
つ
、
そ

の
「
神
徳
」
を
蒙
ら
な
い
存
在
は
な
い
と
指
摘
し
、
人
の
霊
魂
が
「
天
神
」
の
「
神
徳
」
に
よ

っ
て
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
人
が
本
分
を
尽
く
せ
ば
霊
魂
が
死
後
「
人
の
本
世
」
た
る

「
神
界
」
に
帰
っ
て
「
神
賞
」
を
得
、
本
分
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
霊
魂
が
「
夜
見
国
に
遂
遣
れ

て
永
世
艱
苦
」
を
受
け
る
と
い
う
教
説
を
展
開
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
『
神
徳
論
』
で
天
照
大

神
を
「
無
上
ノ
至
尊
」
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
神
徳
を
「
他
神
ノ
比
」
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、

偉
大
な
神
徳
ほ
ど
一
般
に
理
解
さ
れ
が
た
い
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。第

七
章
「
祭
神
論
争
に
お
け
る
「
伊
勢
」
と
「
出
雲
」
―
「
神
社
」
と
「
国
学
」
に
着
目
し

て
―
」
は
、
近
代
神
道
史
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
明
治
十
五
年
の
神
官
教
導
職
分
離
を
も

た
ら
し
た
祭
神
論
争
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
神
道
事
務
局
の
「
根
本
」
た
る
神
殿
の
祭
神
を
め
ぐ

る
論
争
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
で
対
立
し
た
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
教
化
体
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制
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
教
説
上
の
対
立
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
教
宣
布
運
動
に
お
け
る

「
神
社
」
と
「
国
学
」
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」

が
、
互
い
の
教
化
体
制
（
神
宮
教
院
・
神
宮
教
会
や
出
雲
大
社
教
会
）
を
前
提
と
し
な
が
ら
、

と
も
に
死
後
に
お
け
る
霊
魂
の
救
済
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
教
説
を
展
開
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
上
で
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
信
仰
対
象
と
し
て
天
照
大
神
と
大
国
主
神
の
存
在
が
教

説
上
に
浮
上
し
て
き
た
と
論
じ
て
い
る
。

第
八
章
「
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
に
お
け
る
神
道
教
説
」
は
、
神
宮
教
院
に
お
い
て
構
想
さ

れ
た
神
道
教
説
が
、
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
と
い
う
制
度
的
・
組
織
的
な
変
遷
の
中
で
、
ど
の

よ
う
に
変
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
藤
井
稜
威
、
當
山
亮
道
、
當
山
春
三
、
今
泉

定
助
と
い
っ
た
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
に
関
係
す
る
指
導
的
人
物
の
文
献
・
著
作
を
通
し
て
検

討
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
宮
教
時
代
の
教
説
は
、
神
宮
教
院
時
代
に
展
開
さ
れ
た
造
化
三
神
と

天
照
大
神
を
中
心
に
天
照
大
神
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
「
死
後
の
安
心
」
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
教
説
を
維
持
し
つ
つ
、
一
方
で
人
と
し
て
の
「
本
分
」
を
尽
す
こ
と
を
重
視
す
る
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教
説
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
神
宮
奉
斎
会
成
立
以
後
は
、
奉
斎
会
が
宣
揚
す
る

「
斯
道
（
神
道
）」
を
、
政
治
や
宗
教
を
超
越
し
た
「
国
家
固
有
の
道
」
た
る
「
国
民
道
徳
の

基
本
」
と
す
る
理
解
を
前
提
と
し
た
「
古
典
」
を
重
視
す
る
教
説
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
な

ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

本
論
文
最
後
の
結
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
結
論
が
要
約
さ
れ
た
上
で
、
今
後

の
課
題
と
し
て
各
地
域
に
お
け
る
神
宮
教
化
の
具
体
的
検
討
や
、
神
社
と
教
派
の
関
係
を
検
討

す
る
こ
と
、
ま
た
教
説
面
で
は
、
近
世
国
学
と
戦
後
の
神
社
本
庁
教
学
と
の
連
続
性
の
中
で
神

宮
教
院
・
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
の
神
道
教
説
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
、
近
代
に
お
け
る
神
宮
の
神
道
教
化
運
動
の
歴
史
的
展
開
の
実
態
を
組
織
・
制
度

─ ９ ─



的
側
面
と
理
論
（
教
説
）
的
側
面
の
双
方
か
ら
考
察
し
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
神
宮
に
関
す
る
研
究
は
質
量
と
も
に
他
の
神
社
の
そ
れ
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
膨
大
な

蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
近
代
の
神
宮
を
め
ぐ
る
教
化
活
動
に
関
す
る
研
究
業
績
は
さ
ほ
ど
多
く

な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

そ
の
要
因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
古
来
、
神
宮
の
み
な
ら
ず
神
社
一
般
の
中
核
を

な
す
要
素
が
祭
祀
面
に
あ
る
こ
と
が
自
明
と
さ
れ
、
取
り
分
け
、
神
社
の
中
の
神
社
と
も
い
う

べ
き
神
宮
の
研
究
も
勢
い
祭
祀
中
心
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
指
摘
出
来
よ
う
。

無
論
、
こ
の
傾
向
自
体
は
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
殊
、
近
代
の
神
宮
を
論
じ
る

限
り
、
そ
こ
に
は
前
近
代
の
神
宮
と
は
異
な
る
重
要
な
要
素
が
あ
る
こ
と
に
も
十
分
な
注
意
が

払
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
前
近
代
の
神
宮
御
師
に
よ
る
或
る
意
味
で
の

神
宮
教
化
活
動
が
「
大
神
宮
崇
敬
・
信
仰
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
も
か
な
り
あ
る
。
だ
が
、
近
代
的
神
宮
制
度
の
出
発
を

告
げ
る
明
治
四
年
七
月
の
「
神
宮
御
改
革
」
に
端
を
発
す
る
内
宮
・
外
宮
一
体
の
神
宮
と
し
て
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の
組
織
的
教
化
活
動
が
直
接
・
間
接
に
継
承
さ
れ
て
今
日
に
至
る
ま
で
の
神
宮
へ
の
「
国
民
奉

斎
（
奉
賽
）」
の
基
盤
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
専
論
的
研
究
は
皆
無
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
く
、
辛
う
じ
て
岡
田
米
夫
の
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
の
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
初
期
・
中
期
に
お
け
る
神
宮
の
教
化
活
動
に
限
定
し
て
も
、
神
宮
教
院
時
代
の

神
宮
教
化
活
動
に
つ
い
て
論
じ
た
河
野
省
三
や
阪
本
健
一
、
中
島
三
千
男
、
西
川
順
土
な
ど
の

研
究
、
あ
る
い
は
神
宮
教
及
び
神
宮
奉
斎
会
に
関
す
る
久
保
田
収
の
論
考
、
明
治
初
期
の
神
宮

教
化
を
主
導
し
た
浦
田
長
民
な
ど
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
三
木
正
太
郎
の
論
考
な
ど
が
あ
る

く
ら
い
で
、
と
て
も
蓄
積
が
豊
富
な
研
究
分
野
と
は
言
い
難
い
。

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
お
い
て
「
近
代
に
お
け
る
神
宮
教
化
」
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と

に
相
当
の
困
難
が
伴
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
論
者
は
学
部
時
代
か
ら
明
治
初

期
の
神
宮
大
宮
司
・
宮
司
や
明
治
十
五
年
設
立
の
神
宮
教
初
代
管
長
な
ど
を
歴
任
し
た
田
中
頼

庸
の
研
究
を
進
め
、
田
中
に
象
徴
さ
れ
る
近
代
の
神
宮
に
お
け
る
教
化
活
動
の
組
織
と
実
践
的
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教
説
を
総
体
的
歴
史
的
に
研
究
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
、
本
論
文
に
直
接
・
間
接
に
関
連
す
る

と
論
者
が
思
慮
す
る
数
多
の
先
行
研
究
に
も
目
を
通
し
つ
つ
、
研
究
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
近
代

の
文
献
資
料
を
博
捜
・
調
査
し
て
本
論
文
の
作
成
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
論
者
に
と
っ
て
は
幸
い
に
も
、
國
學
院
大
學
河
野
省
三
博
士
記
念
文
庫
が
所
蔵
す
る
関
係

文
書
や
書
籍
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
先
行
研
究
に
は
な
か
っ
た

資
料
・
文
献
の
紹
介
・
分
析
を
加
味
し
て
「
近
代
に
お
け
る
神
宮
教
化
」
の
歴
史
的
展
開
の
実

態
を
浮
き
彫
り
に
し
た
こ
と
は
重
要
な
成
果
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
第
一
章
で
扱
わ
れ
て
い
る

神
宮
の
教
化
活
動
の
展
開
に
よ
っ
て
結
収
さ
れ
、
明
治
六
年
に
設
け
ら
れ
た
神
風
講
社
の
考
察

に
不
可
欠
な
『
神
風
講
社
結
収
大
意
』
な
ど
の
貴
重
な
資
料
が
紹
介
・
翻
刻
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

本
論
文
に
よ
っ
て
貴
重
な
関
連
資
料
が
容
易
に
読
め
る
こ
と
も
研
究
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
有

益
で
あ
る
と
評
価
出
来
よ
う
。

前
記
し
た
よ
う
に
、
本
論
文
の
特
色
は
関
連
す
る
先
行
研
究
が
少
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
論

者
自
身
が
広
範
に
調
査
・
分
析
し
た
関
連
資
料
を
駆
使
し
て
、
明
治
初
年
か
ら
昭
和
二
十
一
年
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の
神
宮
奉
斎
会
解
散
ま
で
の
広
義
の
「
近
代
の
神
宮
教
化
」
活
動
の
歴
史
的
展
開
を
制
度
面
・

理
論
面
か
ら
考
察
を
加
え
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
論
と
し
て
い
う
な
ら
ば
、
そ

う
し
た
特
色
は
あ
く
ま
で
も
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
に

先
行
研
究
が
使
用
し
て
い
な
い
新
出
の
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
を
紹
介
・
分
析
す
る
だ
け
で
は
資

料
紹
介
に
は
な
っ
て
も
「
論
」
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
新
出
資
料

に
し
て
も
、
そ
の
正
確
な
読
解
が
な
け
れ
ば
こ
れ
ま
た
「
論
」
に
は
な
ら
な
い
。
果
し
て
、
本

論
文
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
少
し
く
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

本
論
文
の
第
一
章
「
明
治
初
年
の
神
宮
教
院
・
神
宮
教
会
と
神
風
講
社
」
は
、
前
記
し
た
よ

う
に
河
野
省
三
や
阪
本
健
一
な
ど
の
先
駆
的
研
究
が
あ
り
、
ま
た
大
教
院
体
制
下
で
の
大
教
宣

布
運
動
に
関
連
す
る
研
究
も
か
な
り
豊
富
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
論
者
の
力
量
が

問
わ
れ
る
時
期
を
扱
っ
た
研
究
と
言
え
る
。
論
者
が
本
章
で
力
を
注
い
だ
の
は
、
明
治
初
期
に

再
編
成
さ
れ
た
伊
勢
講
の
後
身
と
も
い
う
べ
き
神
宮
教
院
・
神
宮
教
会
の
神
風
講
社
に
つ
い
て

の
実
態
解
明
で
あ
る
。
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論
者
は
大
要
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
四
年
の
改
革
を
経
た

神
宮
は
翌
五
年
か
ら
神
宮
教
院
や
神
宮
教
会
・
神
宮
東
京
出
張
所
等
を
設
立
し
、
国
民
教
化
運

動
に
取
り
組
ん
で
い
く
中
で
、
旧
来
の
伊
勢
講
を
神
風
講
社
と
し
て
結
収
し
て
い
く
の
で
あ
る

が
、
当
初
の
神
風
講
社
は
、
五
十
戸
以
上
を
分
掌
す
る
「
世
話
掛
」
の
上
に
百
戸
以
上
を
分
掌

す
る
「
取
締
」
五
、
六
名
を
纏
め
て
一
講
社
と
い
う
形
態
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
神
宮
の
教
化
体

制
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
八
年
以
降
、
神
宮
教
院
を
中
心
に
本
部
教
会
・
各
県
教
会
・
分
教

会
、
そ
の
下
に
一
万
戸
で
一
講
社
と
い
う
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
十
年
以
降

は
、
各
地
の
神
社
・
神
職
・
教
導
職
・
神
道
事
務
分
局
・
神
宮
教
会
が
連
携
し
、
神
道
事
務
局

と
神
宮
の
教
化
活
動
の
一
環
と
し
て
神
風
講
社
の
結
収
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

明
治
初
期
に
お
け
る
神
宮
の
教
化
活
動
が
民
衆
と
最
も
密
接
に
繋
が
っ
た
神
風
講
社
で
あ
っ

た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
組
織
や
活
動
実
態
に
つ
い
て
は
殆
ど
明
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
神
風
講
社
に
的
を
絞
っ
た
研
究
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
く
、
僅

か
に
中
島
三
千
男
が
「
大
教
宣
布
運
動
と
祭
神
論
争
―
国
家
神
道
体
制
の
確
立
と
近
代
天
皇
制
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国
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
」（『
日
本
史
研
究
』
一
二
六
、
昭
和
四
十
七
年
）
に
お
い
て

『
神
宮
公
文
類
纂
』
教
導
編
を
検
討
・
分
析
し
て
、
そ
の
組
織
化
と
展
開
の
一
端
を
祭
神
論
争

と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
た
研
究
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
論
考
の
中
で
、
中
島
は
『
神
宮
公
文
類
纂
』
で
の
神
風
講
社
に
関
す
る
記
事
が
明
治
十

年
以
降
十
五
年
ま
で
の
間
に
急
速
に
減
っ
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
記
事
の
減
少
は
必
ず

し
も
神
風
講
社
の
活
動
の
不
振
を
意
味
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
中
島

の
指
摘
は
本
文
で
は
な
く
注
記
中
の
も
の
で
あ
る
が
、
論
者
は
こ
れ
を
重
大
な
指
摘
と
し
て
着

目
し
、
神
宮
の
公
的
文
書
で
あ
る
『
神
宮
公
文
類
纂
』
以
外
の
関
係
資
料
、
具
体
的
に
は
神
道

事
務
局
の
機
関
紙
と
し
て
明
治
九
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
開
知
新
聞
』
紙
上
の
神
風
講
社
関
係
の

記
事
を
見
い
出
し
、
中
島
の
指
摘
が
妥
当
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

以
上
、
ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
論
者
の
先
行
研
究
に
対
す
る
目
配
り
と
そ

こ
か
ら
出
て
来
る
問
題
意
識
に
対
す
る
真
摯
な
研
究
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
こ
と
は
確
認
出
来
よ

う
。
な
お
附
言
す
る
な
ら
ば
、
前
記
『
開
知
新
聞
』
で
の
神
風
講
社
関
係
記
事
が
紹
介
さ
れ
た
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こ
と
は
、
神
宮
教
院
を
中
心
と
す
る
大
教
宣
布
運
動
は
明
治
八
年
の
大
教
院
分
離
と
明
治
十
年

の
教
部
省
廃
止
に
よ
っ
て
事
実
上
終
焉
を
迎
え
た
と
見
做
す
傾
向
に
対
し
て
再
考
を
迫
る
一
材

料
と
な
ろ
う
。
こ
れ
も
本
論
文
の
一
つ
の
重
要
な
成
果
で
あ
る
と
思
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
成
果
は
、
第
二
章
「
神
宮
教
の
組
織
と
活
動
に
関
す
る
基
礎

的
研
究
」
に
お
い
て
、
当
初
は
教
派
神
道
の
一
派
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
神
道
研

究
や
教
派
神
道
研
究
の
分
野
に
お
い
て
さ
ほ
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
神
宮
教
の
組
織
と
活

動
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
本
章
の
論
題
に
「
基
礎
的
研
究
」
と
あ
る
所
以
で

あ
る
。

近
代
の
神
道
史
を
考
え
る
に
際
し
て
、
明
治
十
五
年
の
神
官
教
導
職
分
離
及
び
同
十
七
年
の

教
導
職
制
度
全
廃
は
、
明
治
初
年
以
来
行
政
的
に
も
内
容
的
に
も
「
神
道
」
と
さ
れ
た
も
の

が
、「
神
社
神
道
」
と
「
教
派
（
宗
教
）
神
道
」
に
分
離
さ
れ
た
文
字
通
り
画
期
で
あ
る
こ
と

は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
の
神
宮
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、

「
祭
祀
」
と
「
宗
教
」
が
神
宮
の
両
輪
と
し
て
近
代
の
神
宮
を
牽
引
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
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こ
ろ
が
、
明
治
初
年
に
構
築
さ
れ
た
神
宮
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
は
、
明
治
十
五
年
の
神
官

教
導
職
分
離
に
よ
り
神
宮
か
ら
離
れ
て
神
宮
教
へ
と
改
組
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
十
七
年
に
は
教

導
職
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
十
九
年
に
は
「
神
宮
教
教
規
」
を
定
め
る
な
ど
、
名
実

と
も
に
「
教
派
神
道
」
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
い
で
、
二
十
六
年
に
は
「
教
規
」

を
大
幅
に
改
正
し
教
団
組
織
を
固
め
、
神
宮
教
独
自
の
機
関
紙
『
教
林
』
が
発
行
さ
れ
、
ま
た

人
材
養
成
機
関
た
る
「
神
宮
教
々
校
」
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
神
宮
教
の
設
立
と
展
開
の

基
盤
に
明
治
初
年
以
来
の
神
宮
教
院
で
の
活
動
実
績
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
が
、

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
神
宮
教
院
の
実
績
を
継
承
し
て
成
立
し
た
「
教
派
神
道
」
の
一

派
た
る
神
宮
教
の
実
践
的
教
説
的
活
動
に
つ
い
て
は
殆
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ

の
大
き
な
要
因
は
、
神
宮
教
が
明
治
三
十
二
年
に
「
教
派
神
道
」
を
脱
し
て
、
神
宮
の
崇
敬
・

奉
斎
団
体
と
し
て
の
神
宮
奉
斎
会
と
い
う
非
宗
教
的
組
織
へ
と
改
組
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

「
教
派
神
道
」
研
究
の
立
場
か
ら
も
余
り
注
目
さ
れ
な
い
ま
ま
推
移
し
た
か
ら
、
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
論
者
は
神
宮
教
が
そ
の
制
度
的
展
開
を
前
提
と
し
つ
つ
、
実
際

に
は
祭
祀
・
教
育
・
教
化
に
大
別
さ
れ
る
活
動
を
展
開
し
、
特
に
説
教
活
動
を
積
極
的
に
行
っ

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
神
宮
教
々
校
」
や
神
宮
教
の
教
師
資
格
、
神

宮
教
と
皇
典
講
究
所
の
関
わ
り
な
ど
を
通
し
て
、
神
宮
教
の
教
師
に
国
学
的
な
素
養
が
求
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
、
神
宮
教
の
活
動
実
態
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

神
道
教
説
に
つ
い
て
も
、
本
論
文
で
は
第
二
部
所
収
の
各
章
に
お
い
て
、
初
代
管
長
で
あ
り
、

そ
の
後
身
で
あ
る
神
宮
奉
斎
会
の
会
長
も
務
め
た
田
中
頼
庸
の
神
道
論
や
神
宮
奉
斎
会
の
幹
部

で
あ
っ
た
藤
井
稜
威
、
當
山
亮
道
、
當
山
春
三
、
今
泉
定
助
ら
の
神
道
論
を
個
別
か
つ
系
譜
的

に
紹
介
し
、
分
析
を
加
え
て
い
る
。
い
ず
れ
の
章
も
第
一
部
所
収
の
制
度
的
側
面
に
対
応
す
る

論
考
で
あ
り
、
第
一
部
と
逐
次
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
む
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
を
し

な
く
と
も
最
低
限
の
神
宮
教
化
運
動
の
制
度
的
側
面
も
理
解
出
来
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
本
論
文
が
一
貫
し
て
、
近
代
の
神
宮
教
化
活
動
を
制
度
面
と
教
説
面
の
双
方
の
視
点
か
ら

有
機
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
現
れ
で
あ
り
、
単
な
る
論
考
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
こ
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と
の
証
左
と
高
く
評
価
出
来
よ
う
。

無
論
、
本
論
文
に
は
問
題
点
も
残
さ
れ
た
課
題
も
多
々
あ
る
。
取
り
分
け
、
大
き
な
問
題
点

・
課
題
と
し
て
は
、
明
治
初
年
の
神
風
講
社
以
来
大
正
期
の
神
宮
奉
斎
会
に
至
る
ま
で
の
神
宮

教
化
運
動
を
民
衆
レ
ベ
ル
で
実
質
的
に
支
え
た
神
宮
大
麻
頒
布
を
め
ぐ
る
活
動
実
態
や
そ
の
理

論
的
教
説
に
つ
い
て
の
言
及
が
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
細
か
な
問
題
点

の
一
例
と
し
て
、
注
記
の
中
の
こ
と
で
あ
る
が
、
論
者
も
紹
介
し
て
い
る
明
治
六
年
頃
の
『
神

宮
教
会
講
社
規
約
』
に
「
仏
葬
祭
」
が
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

な
ど
が
指
摘
出
来
よ
う
。
神
葬
祭
普
及
運
動
は
神
宮
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
仮
令
、
注
記
で
の
紹
介
で
あ
る
に
し
て
も
重
要
と
思
慮
す
る
資
料
の
内
容
は
吟
味

し
、
注
記
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
や

課
題
に
つ
い
て
は
論
者
に
対
す
る
学
力
確
認
に
際
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
論

者
は
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
み
、
解
明
す
る
能
力
が
十
分
に
あ
る
も
の
と
思
慮
す
る
。

以
上
の
審
査
結
果
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
武
田
幸
也
は
、
博
士
（
神
道
学
）
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の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
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
教
授

中

西

正

幸

◯印
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武
田
幸
也

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
教
授

中

西

正

幸

◯印

─ ２１ ─


