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鈴
木
　
健
多
郎
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
近
世
遠
江
に
お
け
る
国
学
の
展
開
―
内
山
真
龍
と
そ
の
門
人
を
中
心
に
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
国
学
と
い
う
学
問
が
近
世
社
会
で
ど
の
よ
う
に
発
展
を
と
げ
た
の
か
、
国
学

者
た
ち
が
な
ぜ
こ
の
学
問
を
究
め
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
遠
江
地
域
の

国
学
に
焦
点
を
定
め
、
代
表
的
な
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
内
山
真
龍
と
そ
の
門
人
た
ち
の
思

想
や
活
動
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
遠
江
と
い
う
地
域
は
、
荷
田
春
満
に
よ
っ
て
国
学
が
も
た
ら
さ
れ
て
以
来
幕
末
に
至
る
ま

で
、
国
学
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
な
か
で
も
こ
の
地
の
国
学
者

で
あ
る
内
山
真
龍
と
栗
田
土
満
が
本
居
宣
長
と
学
問
的
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
遠

江
の
国
学
は
一
層
の
発
展
を
遂
げ
た
。
本
論
文
は
、
そ
の
中
心
人
物
で
あ
る
真
龍
と
そ
の
門

人
た
ち
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、
遠
江
の
国
学
者
の
思
想
と
行
動
の
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具
体
相
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
江
国
学
の
発
展
過
程
お
よ
び
こ
の
地
で
国
学
が
一

大
勢
力
と
な
り
え
た
背
景
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
、
序
章
と
七
つ
の
章
、
そ
し
て
終
章
か
ら
な
る
。

　
「
序
章
　
本
論
文
の
目
的
」
で
は
、
近
世
の
遠
江
に
お
け
る
国
学
の
歴
史
を
概
観
し
、
遠

江
に
国
学
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
、
本
論
文
が
遠
江
を
対
象
地
域
に
設
定
す

る
理
由
、
遠
江
の
国
学
の
展
開
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
の
意
義
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
「
第
一
章
　
内
山
真
龍
と
本
居
宣
長
の
交
流
―
真
龍
の
学
問
形
成
過
程
解
明
の
た
め
に
」

で
は
、
内
山
真
龍
の
学
問
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
遠
江
の
国
学
が
一
層
発
展
す
る
重

要
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
真
龍
と
宣
長
の
学
問
的
交
流
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
が
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
一
次
史
料
の
分
析
に
よ
っ
て
、
真
龍
と

宣
長
の
交
流
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
者
間
に
お
け
る
双
方
向
的
な
学

問
交
流
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
「
第
二
章
　
内
山
真
龍
の
歌
謡
注
釈
―
『
古
事
記
謡
歌
註
』
を
対
象
と
し
て
」
で
は
、
真
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龍
の
学
問
に
対
す
る
宣
長
の
寄
与
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
真
龍
に
よ
る
古
事

記
歌
謡
の
注
釈
書
『
古
事
記
謡
歌
註
』
を
分
析
対
象
と
し
た
。『
古
事
記
謡
歌
註
』
に
お
い

て
真
龍
は
宣
長
の
注
釈
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
は
『
古
事
記
伝
』
以
外
の
宣
長
の

著
作
を
も
参
照
す
る
も
の
だ
っ
た
。
真
龍
は
、
契
沖
や
賀
茂
真
淵
に
よ
る
注
釈
を
採
用
す
る

こ
と
も
あ
り
、
さ
ら
に
真
龍
独
自
の
解
釈
を
示
す
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
龍
の
注
釈

は
、
諸
説
の
類
聚
を
作
成
す
る
と
い
う
姿
勢
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
第
三
章
　
『
仏
度
伝
』
に
見
る
内
山
真
龍
の
仏
教
観
」
で
は
、
著
書
『
仏
度
伝
』
を
検

討
し
、
真
龍
の
仏
教
観
や
世
界
観
な
ど
を
考
察
し
た
。
本
書
は
上
代
仏
教
史
を
史
料
と
と
も

に
論
じ
る
も
の
で
、
真
龍
は
本
書
を
教
戒
の
書
と
位
置
づ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
真
龍

は
、
万
物
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
天
地
の
間
に
「
一
柱
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
心
柱
」

で
あ
る
と
い
う
世
界
観
を
示
し
、
こ
の
「
心
柱
」
と
の
関
係
か
ら
戒
の
重
要
性
を
説
い
た
。

日
本
に
は
達
磨
大
師
の
立
て
た
「
心
柱
」
が
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
一
方
、
本
居
宣
長
の
神
観

念
に
従
っ
て
、
こ
の
世
の
理
法
は
直
毘
神
と
禍
津
日
神
が
司
っ
て
い
る
と
理
解
し
た
。
そ
し

て
、
両
者
を
ふ
ま
え
て
直
毘
神
の
恩
頼
や
仏
の
力
を
享
受
す
る
た
め
に
は
戒
を
遵
守
す
る
こ
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と
が
重
要
だ
と
し
た
。
こ
う
し
た
考
え
の
背
景
に
は
、
真
龍
の
周
辺
地
域
で
発
生
し
た
打
ち

こ
わ
し
に
対
す
る
危
機
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
第
四
章
　
遠
江
の
国
学
と
朝
廷
の
交
流
―
内
山
真
龍
に
よ
る
白
川
家
へ
の
『
神
号
解
』

献
上
を
中
心
に
」
で
は
、
真
龍
の
著
書
『
神
号
解
』
が
白
川
家
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、遠
江
の
国
学
と
朝
廷
・
白
川
家
の
関
係
に
お
け
る
そ
の
意
味
を
検
討
し
た
。
本
書
は
『
古

事
記
』
に
登
場
す
る
神
名
に
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
説
を
肯
定

的
に
引
用
す
る
例
が
多
く
、
地
名
に
つ
い
て
は
真
龍
自
身
の
説
を
優
先
す
る
も
の
の
、
全
体

と
し
て
は
宣
長
説
の
継
承
・
発
展
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
献
上
に
つ
い
て
は
、
一
次
資
料
の

分
析
に
よ
っ
て
、
下
賀
茂
社
の
泉
亭
梢
永
が
真
龍
と
白
川
家
を
仲
介
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
真
龍
は
同
家
へ
の
入
門
を
懇
願
し
て
も
い
た
が
、
そ
れ
は
自
邸
に
造
立
し
た

真
淵
の
霊
社
で
の
祭
祀
執
行
に
つ
い
て
公
的
な
許
可
を
得
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、

真
龍
と
白
川
家
の
交
流
に
は
夏
目
甕
麿
の
関
与
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
甕
麿
は
国
学

の
発
展
を
目
指
し
た
出
版
事
業
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
同
家
と
の
接
触
に
注
目
し
て
い

た
。
ま
た
、
当
時
の
遠
江
で
は
吉
田
家
に
よ
る
神
職
の
組
織
化
が
進
む
こ
と
に
対
し
て
同
地
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の
神
職
に
は
そ
れ
に
抗
う
動
き
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ
て
甕
麿
が
白
川

家
に
入
門
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
「
第
五
章
　
石
塚
龍
麿
の
歌
論
研
究
と
古
道
論
」
で
は
、
真
龍
の
門
人
で
あ
る
石
塚
龍
麿

の
古
道
論
の
特
徴
に
つ
い
て
、
彼
の
歌
論
『
や
ま
菅
』
を
主
対
象
と
し
て
論
じ
た
。
龍
麿
は

同
書
で
『
万
葉
集
』
所
収
の
歌
な
ど
に
対
す
る
漢
籍
や
仏
説
の
影
響
を
指
摘
し
つ
つ
、
真
淵

か
ら
宣
長
へ
と
継
承
さ
れ
た
、
古
言
・
古
意
・
古
道
を
順
次
解
明
す
る
と
い
う
姿
勢
を
踏
襲

し
、『
万
葉
集
』
解
釈
に
あ
た
っ
て
古
言
の
理
解
に
よ
っ
て
古
意
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
。
龍
麿
は
宣
長
と
同
じ
く
『
古
事
記
』
に
お
け
る
神
代
を
古
道
の
基
準
と
し
た
上
で
、
対

象
を
『
万
葉
集
』
に
定
め
て
そ
の
古
道
の
あ
り
よ
う
を
探
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
姿
勢
に
対

し
て
、
真
龍
を
は
じ
め
真
淵
の
学
問
を
尊
重
す
る
門
人
た
ち
は
批
判
的
だ
っ
た
が
、
龍
麿
は

批
判
を
も
辞
さ
な
い
態
度
で
真
淵
や
宣
長
の
説
を
検
討
す
る
こ
と
が
彼
ら
の
顕
彰
に
つ
な
が

る
と
考
え
て
い
た
。

　
「
第
六
章
　
夏
目
甕
麿
の
国
体
論
―
『
古
野
の
若
菜
』
を
中
心
に
」
で
は
、
真
龍
の
門
人

で
あ
る
夏
目
甕
麿
の
国
体
論
に
つ
い
て
、
著
書
『
古
野
の
若
菜
』
を
対
象
と
し
て
論
じ
た
。
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甕
麿
は
同
書
で
、
治
国
の
要
と
し
て
君
臣
の
別
の
厳
守
と
武
威
に
よ
る
統
治
を
あ
げ
る
。
上

巻
で
は
、
日
本
の
「
神
代
の
道
」
は
、
仏
教
・
道
教
の
教
え
と
異
な
り
「
人
の
素
生
」
を
尊

重
す
る
も
の
で
、
君
臣
の
別
も
こ
れ
に
根
拠
を
も
ち
、
こ
の
道
が
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
る
と

説
明
す
る
。
下
巻
で
は
、
文
と
武
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
為
政
者
の
威
厳
が
減
じ
て

反
逆
が
お
き
る
の
は
徳
の
み
で
世
を
治
め
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
治
世
に
は
武
威
が
重

要
だ
と
述
べ
、
日
本
で
は
そ
れ
は
神
代
に
淵
源
す
る
正
し
い
伝
統
で
あ
り
、
儒
仏
の
排
除
が

必
要
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
甕
麿
の
国
体
論
に
は
、
産
霊
神
や
直
毘
神
・
禍
津
日
神
を
重

視
す
る
宣
長
の
神
観
念
や
世
界
観
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
武
威
統
治
強
調
の
背

景
に
は
対
外
危
機
へ
の
意
識
は
見
ら
れ
ず
、
甕
麿
の
地
域
重
視
の
姿
勢
か
ら
も
、
主
た
る
問

題
意
識
は
国
内
を
対
象
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
第
七
章
　
近
世
遠
江
の
国
学
に
お
け
る
古
典
観
と
学
統
観
の
変
遷
」
で
は
、
遠
江
の
国

学
に
お
け
る
記
紀
研
究
の
歴
史
を
通
観
し
、
古
典
観
や
学
統
観
の
変
遷
を
考
察
し
た
。
遠
江

に
国
学
を
も
た
ら
し
た
荷
田
春
満
は
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
に
は
教
え
と
し
て
の
「
神

祇
道
徳
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
一
方
で
、
古
義
の
解
明
に
は
古
語
の
考
究
が
不
可
欠
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だ
と
考
え
て
い
た
。
杉
浦
国
頭
を
は
じ
め
初
期
遠
江
国
学
を
担
っ
た
春
満
の
門
人
た
ち
は
こ

の
春
満
の
姿
勢
を
忠
実
に
継
承
し
た
。
賀
茂
真
淵
は
門
人
た
ち
に
『
日
本
書
紀
』
の
訓
に
つ

い
て
研
究
す
る
よ
う
強
く
指
導
す
る
一
方
、「
神
祇
道
徳
」
な
ど
書
紀
に
対
す
る
道
徳
的
解

釈
は
採
ら
ず
、
晩
年
に
は
書
紀
の
古
意
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
『
古
事
記
』
の
重
要
性

を
主
張
し
た
。
真
淵
の
門
人
で
あ
る
内
山
真
龍
や
栗
田
土
満
は
『
日
本
書
紀
』
研
究
を
継
承

し
た
が
、
そ
れ
は
語
義
注
釈
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
彼
ら
以
降
の
遠
江
の
真
淵
門
人
た
ち

に
お
い
て
は
、
記
紀
の
う
ち
『
古
事
記
』
を
重
視
す
る
古
典
観
が
確
定
し
、
幕
末
に
春
満
を

顕
彰
す
る
動
き
が
高
ま
る
中
で
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
終
章
で
は
各
章
を
ま
と
め
た
上
で
論
文
全
体
の
結
論
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
遠
江
国
学
の

発
展
に
は
、
本
居
宣
長
の
研
究
方
針
や
古
道
論
が
大
き
く
寄
与
し
た
一
方
で
、
担
い
手
た
ち

に
は
賀
茂
真
淵
の
学
問
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
師
説

を
顕
彰
し
つ
つ
も
そ
の
批
判
を
い
と
わ
ず
新
た
な
視
点
や
方
法
で
古
意
の
解
明
に
努
め
て
お

り
、
他
方
で
自
ら
を
取
り
巻
く
国
家
や
社
会
の
状
況
と
関
連
づ
け
て
学
問
に
取
り
組
ん
で
い

た
、
と
結
論
づ
け
た
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
国
学
と
い
う
学
問
が
ど
の
よ
う
な
発
展
を
と
げ
た
の

か
、
ま
た
国
学
者
た
ち
の
動
機
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
遠
江
地
域
の

国
学
に
対
象
を
定
め
、
そ
の
重
要
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
内
山
真
龍
と
そ
の
門
人
た
ち
の
思

想
や
活
動
に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
た
内
容
分
析
と
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
外
的
条
件
―
―

す
な
わ
ち
他
の
諸
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
や
書
物
と
し
て
の
流
通
な
ど
―
―
の
検
討
を
あ
わ
せ

て
行
う
こ
と
で
総
合
的
に
考
察
し
、
遠
江
の
国
学
の
展
開
過
程
と
そ
の
学
問
的
特
徴
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
総
体
的
な
特
色
は
、第
一
に
『
古
事
記
謡
歌
註
』『
仏
度
伝
』『
神
号
解
』
と
い
っ

た
、
こ
れ
ま
で
そ
の
全
体
を
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
内
山
真
龍
の
重
要
著

作
に
つ
い
て
、
本
文
の
精
緻
な
読
解
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
ら
の
特
徴
を
論
じ
た
点
に
あ
る
。

序
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
者
は
研
究
の
出
発
点
に
お
い
て
、
遠
江
の
国
学

の
歴
史
の
概
要
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
具
体
的
に
確
認
し
、
研
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究
が
手
薄
な
部
分
を
的
確
に
抉
出
す
る
。
遠
江
の
国
学
の
展
開
に
お
い
て
真
龍
は
鍵
と
な
る

人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
テ
キ
ス
ト
の
読
解
が
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
論
者
は
こ
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
真
龍
の
史
料
を
博
捜
し
、
主
要
著
作
に
つ
い
て
テ
キ

ス
ト
を
丹
念
に
読
ん
で
い
く
。
そ
の
成
果
は
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
明
ら
か
で
あ
り
、
地
道

な
読
解
の
結
果
、
本
論
文
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
真
龍
の
思
想
的
特
徴
の
解

明
に
成
功
し
て
い
る
。

　
そ
の
特
徴
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
、
遠
江
の
国
学
や
そ
の
外
側
を
な
す
国
学
一
般
の
動

向
を
押
さ
え
て
い
る
点
も
、
本
論
文
の
考
察
を
説
得
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
論
者
は
、
遠

江
の
国
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
荷
田
春
満
、
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
に
よ
る
神
祇
に
関

わ
る
古
典
の
解
釈
の
方
法
を
把
握
し
た
上
で
、
特
に
真
淵
お
よ
び
宣
長
の
解
釈
に
対
し
て
真

龍
以
降
の
遠
江
の
国
学
者
た
ち
が
い
か
な
る
評
価
を
し
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要

だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
も
と
づ
き
、
各
章
で
は
個
々
の
国
学
者
や
そ
の
著
作
が

評
価
さ
れ
て
い
く
。
第
一
章
で
宣
長
と
真
龍
の
学
問
的
交
流
を
把
握
し
、
第
二
章
お
よ
び
第

四
章
で
『
古
事
記
謡
歌
註
』
や
『
神
号
解
』
の
具
体
的
な
内
容
を
検
討
す
る
中
で
、
真
龍
が
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基
本
的
に
は
、
古
道
や
神
祇
に
関
す
る
宣
長
の
理
解
や
『
古
事
記
伝
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸

業
績
を
ふ
ま
え
て
研
究
を
進
め
て
い
た
実
態
を
と
ら
え
て
い
る
。
第
五
章
と
第
六
章
で
は
真

龍
の
門
人
の
石
塚
龍
麿
や
夏
目
甕
麿
の
学
問
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
研
究
方
法
に
宣
長
の

影
響
が
見
ら
れ
る
と
論
じ
る
。
他
方
、
彼
ら
遠
江
の
国
学
の
担
い
手
た
ち
が
賀
茂
真
淵
の
学

問
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
自
負
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
も
指
摘
し
て
お
り
、
単
純
で
は
な

い
学
問
の
系
譜
意
識
や
継
承
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
流
れ
を
巨
視
的
に
と
ら
え
た
と
き
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
神
代
に
関
わ
る
古

典
と
し
て
何
が
正
し
い
テ
キ
ス
ト
と
し
て
選
ば
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗

教
研
究
に
お
け
る
聖
典
論
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
真
龍
ら
遠
江
の
国
学
者
た
ち
に

お
け
る
『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
古
事
記
』
へ
の
首
座
の
交
替
は
、
本
論
文
が
明
確
に
論
じ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
ら
は
さ
ら
に
、
古
典
の
解
釈
に
際
し
て
、
そ
こ
に
規
範
性
を
求
め
る
態

度
を
希
薄
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
章
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
真
龍
は
禅
の
達
磨
大
師

の
説
と
本
居
宣
長
の
神
理
解
の
双
方
を
矛
盾
な
く
用
い
て
道
徳
的
な
語
り
を
構
成
し
て
お

り
、
国
学
と
い
う
学
問
が
神
祇
や
神
道
の
み
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
さ
れ
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る
。
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
関
連
し
て
、
第
七
章
で
は
『
日
本
書
紀
』
を
漢
文
と
し
て
読
む
か
、

傍
訓
を
重
視
し
て
や
ま
と
ぶ
み
と
し
て
読
む
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
真
淵
と
真
龍
の
あ
い

だ
の
鋭
い
葛
藤
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
国
学
の
復
古
意
識
に
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
ふ
み
こ
ん
だ
考
察
が
望
ま
れ
る
。

　
さ
て
、
本
論
文
で
は
遠
江
の
国
学
者
た
ち
の
著
作
に
関
わ
る
社
会
的
文
脈
に
つ
い
て
も
視

線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
著
作
に
関
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
行
動
が
実
際
に
展
開
さ
れ
た
か
と

い
う
こ
と
へ
の
注
目
が
あ
り
、
そ
れ
を
具
体
的
に
追
う
こ
と
で
、
地
域
社
会
や
国
家
と
の
関

わ
り
に
お
い
て
国
学
と
い
う
学
問
が
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
地

域
に
関
し
て
、
遠
江
の
国
学
が
地
域
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
の
包
括
的
言
及
は
こ
れ

ま
で
に
も
あ
っ
た
も
の
の
、
真
龍
に
は
自
ら
の
地
域
に
関
わ
る
学
問
に
つ
い
て
の
自
負
や
自

信
が
あ
っ
た
こ
と
や
彼
の
学
問
的
営
為
の
動
機
に
地
域
社
会
の
秩
序
に
つ
い
て
の
関
心
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
著
作
の
具
体
的
検
討
を
通
じ
て
指
摘
し
た
こ
と
は
本
論
文
の
成
果
と
考

え
ら
れ
る
。
他
方
、
今
後
、
国
学
と
い
う
学
問
の
在
地
性
を
め
ぐ
っ
て
、
真
龍
に
よ
る
門
弟

教
育
や
地
域
で
の
教
化
活
動
に
つ
い
て
の
具
体
的
解
明
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
論
は
よ
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り
充
実
し
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
真
龍
が
白
川
家

を
通
し
て
朝
廷
へ
接
近
す
る
と
い
う
動
き
の
実
態
を
史
料
に
も
と
づ
き
明
ら
か
に
し
、
ま
た

甕
麿
の
国
体
論
を
分
析
し
て
、
家
柄
の
重
視
か
ら
君
臣
関
係
を
論
じ
る
な
ど
、
彼
の
関
心
が

対
外
関
係
で
は
な
く
国
内
の
統
治
に
向
い
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
遠
江
の
国
学
が
持
っ
た
こ
の
よ
う
な
二
方
向
の
社
会
性
の
う
ち
、
本
論
文
で
は
特
に
そ
れ

が
地
域
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
遠
江
の
在

地
の
名
主
層
ら
が
国
学
に
向
か
う
と
い
う
行
動
に
は
、
全
国
的
な
学
問
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参

加
す
る
こ
と
で
即
自
的
な
在
地
性
を
克
服
す
る
、
あ
る
い
は
国
学
と
い
う
学
知
が
地
域
か
ら

離
脱
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
も
認
め
ら
れ
る
。
本
論
文
の
到
達
点
の
先
に
は
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
の
研
究
の
展
開
も
期
待
し
た
い
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
本
論
文
が
、
遠
江
の
国
学

に
つ
い
て
、
内
山
真
龍
と
そ
の
門
人
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
著
述
内
容
を
丹
念
に
読
解
す
る

と
と
も
に
、
著
述
の
社
会
的
位
相
を
検
討
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
の
地
域
社
会
に
お
け

る
古
典
研
究
の
実
態
解
明
と
そ
の
宗
教
史
的
な
理
解
に
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
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明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
鈴
木
健
多
郎
は
、
博
士
（
宗
教
学
）
の
学
位

を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
。
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