
本
書
は
、
既
に
『
職
原
抄
の
基
礎
的
研
究
』
（
神
道
史
学
会
・
昭
和
五
十
五

年
）
を
出
版
さ
れ
、
北
畠
親
房
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
白
山
芳
太
郎
氏
の

新
著
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
『
日
本
思
想
史
学
』
『
神
道
史

研
究
』
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
十
一
の
論
文
を
も
と
に
、
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
が
、
単
に
既
発
表
論
文
を
集
め
て
一
書
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

本
書
は
、
白
山
氏
自
身
が
「
ま
え
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
北
畠
親

房
の
思
想
の
基
盤
を
考
察
す
る
と
い
う
統
一
的
観
点
か
ら
編
ま
れ
、
彼
の
前
半

生
の
基
礎
的
教
養
が
儒
教
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
思
想
基
盤
が
結
局
の
と
こ

ろ
神
道
に
あ
る
こ
と
と
、
中
世
神
道
史
に
お
け
る
彼
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
研
究
者
に
当
然
の
如
く
求
め

ら
れ
て
い
な
が
ら
実
際
に
は
な
か
な
か
困
難
な
課
題
、
一
貫
し
て
立
て
ら
れ
た

テ
ー
マ
に
従
っ
て
継
続
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
、
氏
が
堅
実
に
続
け
て
こ
ら
れ

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
一
貫
し
た
白
山
氏
の
研
究
テ
ー
マ
と
は
、
親
房
の
神
道
観
の
究
明
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。
氏
は
、
「
北
畠
親
房
の
神
道
観
の
特
色
は
、
自
然
崇
拝
の
神

八
書
評
Ｖ

白
山
芳
太
郎
著
『
北
畠
親
房
の
研
究
』
（
・
ヘ
リ
か
ん
社
・
平
成
一
一
一
年
）

祇
信
仰
を
つ
き
つ
め
て
考
え
て
、
水
を
飲
み
稲
の
た
れ
を
食
べ
る
の
も
皇
恩
だ

と
し
、
窮
極
の
と
こ
ろ
、
神
道
に
も
と
づ
い
た
天
皇
の
政
治
を
理
想
と
す
る
一

つ
の
国
家
構
想
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
そ

う
で
あ
れ
ば
「
北
畠
親
房
の
描
い
た
具
体
的
な
国
家
構
想
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
と
不
離
一
体
の
も
の
と
し
て
の
北
畠
親
房
の
神
道
思
想
の
分
析
へ
と
、
解

き
開
い
て
い
く
研
究
過
程
が
予
想
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い

る
（
『
職
原
抄
の
基
礎
的
研
究
」
は
し
が
き
）
。

そ
し
て
、
「
職
原
抄
の
基
礎
的
研
究
』
が
白
山
氏
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
上
記

第
一
段
階
の
解
明
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
『
北
畠
親
房
の
研
究
』
は
そ
れ
に
続
く
親
房
の
神
道

思
想
分
析
へ
の
手
続
き
と
し
て
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
親
房
の
思
想
の
基

盤
が
神
道
に
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
ん
と
し
た
著
作
と
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
の
着
実
な
一
貫
し
た
研
究
の
進
展
過
程
に
、
研
究
者
と
し
て
の
誠

実
な
白
山
氏
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
た
本
書
は
、
四
章
と
補
論
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
各
章
ご
と
に
本
書
の
論
考
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

新

川
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本
書
を
通
読
し
て
感
じ
ら
れ
る
第
一
の
こ
と
は
、
白
山
氏
の
論
考
の
ど
れ
も

が
、
広
範
囲
に
わ
た
る
関
係
史
料
に
丹
念
に
目
を
通
さ
れ
、
厳
密
な
テ
キ
ス
ト

ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
も
と
に
手
堅
い
解
釈
を
積
み
重
ね
て
、
そ
こ
か
ら
論
旨
を
導

き
結
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
提
示
さ
れ
た
結
論
は
い
づ
れ

も
確
固
と
し
て
我
々
の
前
に
据
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
も
氏

の
正
統
な
研
究
態
度
か
ら
お
の
づ
と
導
か
れ
た
得
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
本
書
の
第
一
章
「
北
畠
親
房
の
思
想
的
基
盤
」
を
見
て
も
端

的
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
第
一
節
は
親
房
の
和
歌
に
関
す
る
思
想
を
問
題
に
し
て
い
る
。
初
め
に
、

親
房
が
和
歌
に
つ
い
て
「
コ
レ
ヲ
ョ
ク
セ
バ
僻
ヲ
ヤ
メ
邪
ヲ
フ
セ
グ
ヲ
シ
ヘ
ナ

ル
ベ
シ
。
カ
カ
レ
バ
、
イ
ヅ
レ
カ
心
ノ
源
ヲ
ア
キ
ラ
メ
正
ニ
カ
ヘ
ル
術
ナ
カ
ラ

ム
」
（
『
神
皇
正
統
記
』
嵯
峨
天
皇
条
）
と
説
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
も
っ

て
後
村
上
天
皇
や
親
王
に
対
し
詩
歌
の
学
の
重
要
性
を
説
い
て
奨
励
せ
ん
と
し

た
も
の
と
い
う
。
和
歌
の
学
び
を
政
道
の
助
け
に
せ
ん
と
す
る
意
図
が
、
親
房

の
和
歌
に
対
す
る
態
度
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。
次
い
で
、
親
房
作
の
和

歌
を
主
と
し
て
『
李
花
集
』
か
ら
紹
介
し
、
そ
の
作
品
に
は
自
然
愛
好
の
思
想

と
と
も
に
尊
皇
思
想
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
古
今
集
註
』
を
取

り
上
げ
、
こ
こ
で
は
深
津
睦
夫
氏
の
論
文
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
和
歌
を
後
村
上

天
皇
や
親
王
の
政
治
学
上
の
重
要
修
得
科
目
と
す
る
親
房
の
主
張
の
意
図
が
、

そ
の
治
政
に
和
歌
の
道
を
活
か
す
よ
う
に
と
の
進
言
で
あ
っ
た
と
す
る
。

第
二
節
は
、
本
誌
『
日
本
思
想
史
学
』
十
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
で
筆
者

も
興
味
深
く
読
ま
せ
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
内
容
に
つ
い
て
は
改

め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
う
が
、
こ
の
論
考
で
氏
が
指
摘
さ
れ
た
点
は

い
づ
れ
も
示
唆
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
そ
の
著
作
『
二
十
一
社
記
』
と
『
神
皇
正
統
記
』
を
ふ
ま
え
て
「
親

房
に
お
け
る
神
道
信
仰
は
神
の
恩
と
い
う
こ
と
を
、
中
心
に
お
い
た
信
仰
で
あ

る
」
と
す
る
点
で
あ
る
。
即
ち
「
カ
シ
ハ
井
ノ
水
ヲ
飲
モ
、
稲
穂
ヲ
食
モ
神
体

一
天
非
ズ
ャ
、
神
恩
一
天
非
ズ
ャ
」
（
『
二
十
一
社
記
』
）
と
し
て
神
恩
に
感
謝

し
て
生
き
る
こ
と
が
人
の
道
と
説
く
こ
と
が
、
親
房
の
神
道
信
仰
の
核
で
あ
る

と
す
る
指
摘
は
興
味
深
い
。
白
山
氏
は
「
親
房
に
お
け
る
神
道
信
仰
は
、
根
源

を
神
話
に
も
と
め
、
神
話
に
よ
っ
て
知
っ
た
神
徳
・
神
恩
に
対
し
て
感
謝
し
よ

う
と
す
る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
親
房
が
神
話
に
立
脚
し
て
彼

の
神
道
信
仰
の
核
心
に
触
れ
た
時
、
彼
が
神
祇
信
仰
の
基
層
に
潜
ん
で
い
る
自

然
崇
拝
に
根
ざ
す
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
神
観
に
ま
で
触
れ
込
ん
で
い
た
こ
と
へ
の

重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
が
、
だ
か
ら
こ
そ
一
層
、
氏
が
先
の
引
用
文
に
続
け

て
「
朝
夕
一
一
長
田
狭
田
ノ
稲
ノ
タ
ネ
ヲ
ク
フ
モ
皇
恩
也
。
昼
夜
二
生
井
栄
井
ノ

水
ノ
ナ
ガ
レ
ヲ
飲
モ
神
徳
也
」
（
『
神
皇
正
統
記
』
）
と
引
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
で
「
神
恩
」
の
語
を
「
皇
恩
」
の
語
に
言
い
換
え
て
い
る
親
房
の
独
自
の

立
場
、
即
ち
天
孫
降
臨
神
話
に
立
脚
し
て
天
皇
の
神
孫
た
る
こ
と
を
直
ち
に
承

認
す
る
立
場
に
つ
い
て
明
確
に
指
摘
し
た
上
で
、
改
め
て
断
る
意
識
も
な
く
神

恩
と
皇
恩
を
自
明
の
よ
う
に
同
意
に
見
倣
さ
ん
と
す
る
親
房
の
独
自
な
政
治
的

立
場
を
、
明
確
に
し
て
欲
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
勿
論
、
氏
は
同
箇
所
よ
り

少
し
後
で
、
そ
こ
に
あ
る
「
皇
恩
」
は
「
天
皇
の
恩
の
意
味
で
あ
る
が
、
事
実

上
は
皇
祖
神
の
恩
、
即
ち
天
照
大
神
の
恩
と
い
う
こ
と
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

が
、
正
に
そ
う
説
く
と
こ
ろ
に
親
房
の
独
自
な
政
治
的
立
場
が
あ
る
と
筆
者
は

考
え
る
の
で
あ
る
。

一
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第
二
章
「
北
畠
親
房
に
お
け
る
歴
史
研
究
と
官
職
研
究
」
に
お
い
て
、
白
山

氏
は
親
房
の
主
要
著
作
か
ら
主
と
し
て
『
神
皇
正
統
記
』
と
『
職
原
抄
』
を
取

り
上
げ
検
討
を
加
え
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
節
は
『
神
皇
正
統
記
』
の
歴
史
思

想
に
つ
い
て
、
第
二
節
は
『
職
原
抄
』
の
内
容
と
書
名
に
つ
い
て
、
第
三
節
は

両
書
に
も
と
づ
い
て
親
房
の
摂
政
関
白
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
で
あ
る
。

こ
の
時
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
る
白
山
氏
の
研
究
の
立
場
は
、
例
え
ば
「
『
正

統
記
』
の
歴
史
思
想
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
『
正
統
記
』
の
象
で
な
く
、
著

作
の
総
体
、
少
な
く
と
も
官
職
研
究
・
神
道
研
究
の
著
作
に
お
け
る
関
連
発
言

に
も
留
意
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
」
（
本
書
、
三
十
八
頁
）
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
房
の
著
作
全
体
と
の
関
連
か
ら
一
文
・
一
句
を
解
釈
し

立
論
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
正
当
で
手
堅
い
し
か
も
手
間
の
掛
る
仕
事
を
、
め

ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
ら
れ
る
の
も
、
親
房
の

主
要
著
作
が
密
接
な
関
連
の
も
と
に
著
述
さ
れ
た
、
即
ち
『
神
皇
正
統
記
』
は

現
実
の
政
務
へ
の
参
考
と
し
て
、
『
職
原
抄
」
は
現
実
の
官
職
補
任
へ
の
参
考

と
し
て
、
『
二
十
一
社
記
』
は
神
社
の
事
を
尋
ね
ら
れ
た
際
の
答
え
と
し
て
、

い
づ
れ
も
後
村
上
天
皇
を
著
述
対
象
と
し
て
執
筆
し
献
上
し
た
も
の
（
第
一
章

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
親
房
の
神
観
に
は
、
白
山
氏
の
重
要
な
指
摘
の
よ
う
に
「
惣

テ
ハ
ー
塵
一
物
モ
神
ナ
ラ
ズ
ト
云
事
無
キ
也
。
手
足
ニ
モ
触
レ
耳
目
ニ
モ
当
ラ

ム
時
ハ
、
是
神
也
ト
知
テ
可
レ
敬
し
之
」
（
『
二
十
一
社
記
』
）
と
い
う
面
が
あ
る

こ
と
を
、
彼
の
神
道
信
仰
に
お
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
言
わ
ば
、
親

房
は
日
本
の
神
祇
信
仰
の
核
心
を
そ
の
言
葉
で
正
確
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
白
山
氏
の
こ
の
論
考
は
、
そ
の
点
を
明
確
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

第
一
節
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
特
に
前
二
者
は
「
姉
妹
関
係
に
あ
る
著
作
」

（
第
二
章
第
一
節
）
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
白
山
氏
が
『
神
皇
正
統
記
』
の
歴
史
思
想
の
検
討
に
際
し
、
同
書

が
用
い
る
上
古
・
中
古
・
近
代
と
い
う
時
代
区
分
に
基
づ
き
親
房
の
歴
史
認
識

を
分
析
し
よ
う
と
す
る
時
、
「
現
実
の
政
務
へ
の
参
考
意
見
を
、
『
正
統
記
』
と

『
職
原
抄
』
を
通
じ
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
親
房
理
解
の
上
に
立
っ
て
、

上
古
・
中
古
・
近
代
の
時
代
区
分
に
お
け
る
個
々
の
論
点
を
見
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で
論
点
を
『
正
統
記
』

か
ら
取
上
げ
『
職
原
抄
』
の
記
述
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
し
、
氏
が
得
ら
れ
た

結
論
は
、
従
来
説
か
れ
て
い
た
、
摂
関
政
治
の
中
古
の
み
を
理
想
時
代
と
考
え

る
懐
古
趣
味
な
歴
史
思
想
が
親
房
に
見
ら
れ
る
と
い
う
説
が
、
「
親
房
の
著
作

の
総
体
よ
り
み
て
い
く
時
、
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
、
現
世
を
肯
定

的
に
見
る
前
向
き
な
積
極
的
姿
勢
が
親
房
の
歴
史
思
想
の
特
色
」
（
本
書
、
五

十
頁
）
と
い
う
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
正
統
記
』
に
つ
い
て
も
、

全
体
の
六
割
に
も
及
ぶ
近
代
の
記
載
に
親
房
の
主
張
の
重
要
な
力
点
が
置
か
れ

て
い
る
と
し
、
近
代
に
お
い
て
朝
廷
は
、
藤
原
氏
は
、
村
上
源
氏
は
、
そ
し
て

武
士
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
等
を
説
く
の
が
同
書
に
お
け
る
中
心
課
題
で
あ
っ

た
（
同
、
五
十
一
頁
）
と
、
十
分
に
首
肯
し
う
る
見
解
を
記
し
て
い
る
。

続
く
第
二
節
で
は
『
職
原
抄
』
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
た
上
で
、
多
く
を

書
名
を
め
ぐ
る
考
察
に
あ
て
て
い
る
。
同
書
は
、
摂
関
政
治
を
否
定
し
武
家
政

治
を
も
否
定
し
、
終
始
、
各
官
職
の
初
例
・
任
官
来
歴
・
職
分
を
述
べ
て
各
官

職
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
材
料
を
提
供
し
、
も
っ
て
百
官
す
べ
て
天
皇
か
ら
与

え
ら
れ
る
官
職
だ
と
明
か
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
同
書
に
親
房
の
国

家
構
想
、
こ
と
に
政
務
機
構
面
で
の
具
体
的
構
想
が
集
約
さ
れ
て
い
る
（
同
、

一
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六
十
頁
）
と
、
氏
の
基
本
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

書
名
に
関
し
て
も
簡
潔
に
「
本
来
特
定
の
書
名
が
な
く
、
『
親
房
卿
記
』
、
も

し
く
は
、
書
き
出
し
の
見
出
し
を
採
っ
て
『
百
官
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で

あ
り
、
「
職
原
抄
」
（
ま
た
は
「
職
原
抄
」
）
は
後
人
の
命
名
と
推
定
」
（
同
、
七

十
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
白
山
氏
は
同
書
の
現

存
諸
本
に
つ
い
て
そ
の
書
題
を
検
討
し
た
上
で
、
さ
ら
に
後
世
に
他
の
著
作
の

中
で
引
用
さ
れ
た
書
名
の
表
記
に
注
目
し
て
書
名
表
記
の
不
一
致
を
指
摘
さ

れ
、
上
記
の
推
定
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
が
ど
の
よ

う
な
経
過
で
『
職
原
抄
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
か
に
つ
い
て
も
、
丹
念
な

考
証
を
な
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
は
一
見
、
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
末
梢
的
部
分
の
よ
う
に

思
わ
れ
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
ど
の
思
想
家
に
つ
い
て
も
厳
密
な

基
礎
的
研
究
の
上
に
思
想
内
容
の
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
氏

の
研
究
を
拝
見
し
な
が
ら
改
め
て
教
え
ら
れ
た
思
い
で
あ
る
。
白
山
氏
は
「
職

原
抄
の
基
礎
的
研
究
』
に
お
い
て
詳
細
な
同
書
の
諸
写
本
と
版
本
の
系
統
と
そ

の
原
型
の
検
討
を
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
ら
れ
た
書
名
を
め
ぐ
る

検
討
に
氏
の
正
統
な
研
究
方
法
を
見
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
は
、
両
書
を
も
と
に
親
房
の
摂
関
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
を
検

討
し
た
も
の
で
あ
る
。
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
と
対
比
し
な
が
ら
、
延
喜
・
天
暦

に
お
け
る
醍
醐
・
村
上
天
皇
の
治
政
を
親
房
が
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
さ

ら
に
宇
多
天
皇
の
治
政
を
両
代
を
導
い
た
基
盤
と
し
て
評
価
し
、
同
天
皇
か
ら

中
古
と
し
て
区
分
す
る
彼
独
自
の
立
場
を
紹
介
し
て
い
る
。
親
房
は
こ
の
三
代

の
再
現
と
し
て
、
後
宇
多
・
後
醍
醐
・
後
村
上
天
皇
の
三
代
を
考
え
て
後
村
上

天
皇
の
治
政
に
期
待
し
た
の
だ
と
説
く
（
同
、
八
十
七
頁
）
。
そ
の
主
張
か
ら
、

当
然
の
如
く
首
肯
さ
れ
る
親
房
の
摂
政
関
白
観
、
即
ち
摂
関
の
存
在
は
認
め
る

が
、
ど
こ
ま
で
も
天
皇
の
補
佐
の
臣
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
摂
関
家
の
行
き
す

ぎ
た
専
権
に
は
批
判
的
な
見
方
を
指
摘
し
て
、
本
節
を
終
え
て
い
る
。

四

第
三
章
「
北
畠
親
房
の
神
社
研
究
」
、
特
に
第
二
節
と
第
三
節
の
『
二
十
一

社
記
』
に
関
す
る
検
討
は
、
本
書
の
中
で
最
も
優
れ
た
論
考
で
あ
る
と
思
う
。

ま
ず
第
一
節
で
親
房
の
伊
勢
・
熱
田
・
三
輪
に
お
け
る
敬
神
の
特
徴
を
「
敬

神
勤
王
」
（
本
書
、
百
二
頁
）
と
要
約
し
た
上
で
、
第
二
節
は
『
二
十
一
社
記
』

成
立
の
意
義
、
第
三
節
は
『
二
十
一
社
記
』
に
お
け
る
伊
勢
神
道
の
影
響
を
論

じ
て
い
る
。
い
づ
れ
も
白
山
氏
の
堅
実
な
研
究
態
度
の
成
果
と
し
て
、
今
後
の

親
房
研
究
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
。

第
二
節
で
は
、
冒
頭
に
従
来
の
『
二
十
一
社
記
』
研
究
を
紹
介
し
、
そ
の
成

立
を
め
ぐ
る
問
題
が
「
二
十
二
社
本
縁
』
と
の
関
係
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
明
か
し
て
、
論
考
の
課
題
を
、
第
一
に
諸
書
と
の
前
後
関
係
の
考
察
、
第

二
に
同
書
の
果
た
し
た
役
割
か
ら
成
立
の
意
義
を
把
握
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
「
二
十
一
社
記
』
が
『
二
十
二
社
本
縁
』
に
先
立
ち
、

後
者
が
親
房
の
著
作
で
は
な
い
こ
と
、
両
者
を
初
稿
本
・
再
稿
本
の
関
係
で
考

え
ら
れ
ぬ
こ
と
だ
と
結
論
す
る
（
本
書
、
百
十
二
頁
）
。
小
気
味
よ
い
推
論
で

あ
り
、
十
分
に
納
得
し
う
る
史
料
考
証
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
の
点
に

つ
い
て
は
、
複
数
の
神
社
群
に
関
す
る
最
初
の
研
究
文
献
で
あ
り
、
朝
廷
の
実

務
に
お
い
て
頻
出
す
る
神
社
関
係
行
政
の
参
考
文
献
と
し
て
成
立
の
意
義
を
も

っ
た
と
明
快
に
述
べ
る
（
同
、
百
十
九
頁
）
。

第
三
節
に
、
『
二
十
一
社
記
』
の
検
討
を
通
じ
て
第
一
に
親
房
と
伊
勢
神
道
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と
の
関
係
へ
の
再
検
討
、
第
二
に
後
世
へ
の
影
響
と
い
う
側
面
か
ら
伊
勢
神
道

の
本
質
を
問
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
親
房
が
学
ん
だ
伊
勢
神
道
害
の
持
つ
外
宮

祭
神
と
同
格
に
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
親
房
が
批
判
的
で
あ
っ
た
事
実
を
指
摘
し

（
同
、
百
二
十
一
頁
）
、
そ
れ
を
『
二
十
一
社
記
』
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
論
ず

る
の
で
あ
る
。
当
然
こ
の
問
題
は
、
直
ち
に
『
宝
基
本
記
』
や
『
倭
姫
命
世
記
』

を
は
じ
め
と
す
る
所
謂
神
道
五
部
書
の
成
立
、
即
ち
成
立
年
代
や
作
者
を
め
ぐ

る
困
難
な
問
題
に
関
係
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
白
山
氏
は
『
宝
基
本
記
』
の
内
宮

祠
官
荒
木
田
氏
良
奥
書
を
信
じ
る
立
場
か
ら
同
書
の
奥
書
を
慎
重
な
手
続
き
で

検
討
し
、
そ
れ
が
度
会
氏
の
手
に
渡
っ
た
過
程
を
推
論
し
て
見
せ
（
同
、
百
二

十
六
～
七
頁
）
、
「
伊
勢
神
道
は
永
仁
の
皇
字
争
訟
直
前
や
、
文
永
の
内
宮
遷
宮

時
や
、
弘
安
文
永
の
蒙
古
襲
来
の
祈
祷
の
過
程
の
、
い
ず
れ
と
い
う
の
で
は
な

く
、
い
ず
れ
の
時
期
に
も
加
上
さ
れ
つ
つ
、
現
伝
本
に
見
ら
れ
る
思
想
的
内
容

が
形
成
さ
れ
た
」
と
い
う
示
唆
深
い
指
摘
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
伊
勢

神
道
書
に
見
ら
れ
る
神
道
思
想
の
特
色
を
清
浄
・
正
直
・
元
元
本
本
の
三
つ
と

捉
え
、
そ
れ
が
表
現
を
変
え
つ
つ
最
も
多
く
広
く
強
調
さ
れ
て
い
る
と
説
き
、

そ
れ
が
皆
親
房
の
思
想
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
『
神
皇
正
統
記
」
の
記
述

を
挙
げ
て
論
証
し
て
い
る
（
同
、
百
二
十
九
～
三
十
一
頁
）
。

第
二
点
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
神
道
説
か
ら
の
親
房
の
新
し
い
展
開
と
し
て
、

既
に
第
一
章
第
二
節
で
論
じ
ら
れ
た
『
二
十
一
社
記
』
に
み
え
る
神
観
、
即
ち

日
月
の
光
や
雨
も
り
に
も
神
が
存
し
、
米
も
水
も
全
て
神
恩
と
み
る
『
伊
勢
神

道
』
に
な
か
っ
た
思
想
が
親
房
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
同
、

百
三
十
三
頁
）
。
白
山
氏
が
こ
こ
で
『
伊
勢
神
道
』
と
表
記
し
て
い
る
の
は
神

道
五
部
書
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
特
徴
的
な
神
観
を
踏
ま
え
て
人
の
道
が
説

五

第
四
章
「
中
世
神
道
史
に
お
け
る
北
畠
親
房
の
位
置
」
も
三
節
か
ら
な
る
。

第
一
節
は
親
房
の
天
照
大
神
観
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
神
道
史
に

彼
を
位
置
付
け
ん
と
す
る
論
考
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
章
第
三
節
で
指
摘
し
た
、

外
宮
祭
神
を
内
宮
祭
神
と
同
格
に
せ
ん
と
す
る
外
宮
側
の
説
に
批
判
的
な
親
房

の
態
度
を
挙
げ
、
彼
の
著
作
に
お
け
る
両
祭
神
に
対
す
る
表
記
は
非
常
に
注
意

深
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
皇
の
字
は
内
宮
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
こ
の
点
か
ら
、
伊
勢
神
道
に
お
け
る
『
宝
基
本
記
』
『
倭
姫
命
世
記
』
『
神

祇
譜
伝
図
記
』
の
成
立
の
問
題
に
触
れ
込
承
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
書
の
祖
型
に

は
外
宮
祭
神
に
い
づ
れ
も
皇
の
字
が
な
か
っ
た
と
い
う
推
定
を
導
か
れ
、
そ
れ

が
外
宮
側
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
て
い
く
動
向
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
白
山
氏
は
、
上
述
の
伊
勢
神
道
の
動
向
か
ら
し
て
親
房
を
不
用
意

に
伊
勢
神
道
を
伝
え
た
人
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
（
同
、
百
五
十
四
頁
）
、

親
房
が
外
宮
祭
神
を
尊
貴
た
ら
し
め
ん
と
す
る
伊
勢
神
道
の
枝
葉
説
を
否
定
し

つ
つ
、
そ
の
根
幹
を
継
承
し
て
天
照
大
神
観
を
樹
立
す
る
こ
と
を
『
神
皇
正
統

記
』
を
ふ
ま
え
て
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
伊
勢
神
道
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た

新
段
階
の
親
房
の
天
照
大
神
観
と
は
、
我
々
は
天
照
大
神
の
御
田
の
稲
種
と
与

え
ら
れ
た
水
と
に
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
我
国
は
神

国
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
神
道
に
違
い
て
は
一
日
も
日
月
を
頂
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
し
て
、
天
照
大
神
を
祭
る
こ
と
の
意
義
を
皇
室
だ
け
で
な
く
全
国
民
に
応

用
で
き
る
神
学
思
想
の
段
階
へ
と
進
め
、
「
天
照
大
神
奉
仕
の
精
神
こ
そ
が
諸

か
れ
る
と
こ
ろ
に
、
親
房
の
神
道
思
想
の
特
色
が
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘

で
あ
る
。
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事
に
通
じ
る
精
神
だ
と
す
る
神
学
思
想
を
樹
立
」
し
た
も
の
だ
と
、
白
山
氏
は

論
じ
て
い
る
（
同
、
百
六
十
頁
）
。
こ
れ
は
親
房
の
思
想
の
核
心
が
敬
神
尊
王

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
節
は
前
節
同
様
、
親
房
の
神
道
思
想
と
伊
勢
神
道
と
の
関
わ
り
、
と
く

に
神
国
思
想
・
天
壌
無
窮
の
神
勅
に
よ
る
国
家
観
・
仏
教
に
対
す
る
態
度
を
問

題
に
し
て
い
る
。
い
づ
れ
も
『
倭
姫
命
世
記
』
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
前
二

者
は
、
直
接
の
影
響
か
ど
う
か
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
親
房
に
伊
勢
神
道
同

様
の
考
え
が
認
め
ら
れ
、
仏
教
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
神
宮
奉

仕
の
伝
統
的
禁
忌
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
親
房
と
伊
勢
神
道
と
の
間
に
差

異
が
あ
り
、
彼
は
排
仏
の
立
場
を
取
ら
ず
仏
教
に
限
ら
ず
興
し
用
い
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
先
に
ふ
れ
た
外
宮
の
皇
字
問
題
に
批
判
的
な
こ
と

か
ら
、
親
房
が
伊
勢
神
道
書
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
全
て
を
盲
目
的
に
受
容
し

た
の
で
は
な
い
（
同
、
百
六
十
六
頁
）
が
、
同
時
に
前
章
第
三
節
で
既
に
論
じ

ら
れ
た
伊
勢
神
道
説
の
核
心
、
正
直
・
清
浄
・
元
元
本
本
を
親
房
が
受
容
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
神
道
説
を
彼
が
正
し
く
受
容
し
「
現
実
の
度
会
家
行
ら

外
宮
祠
官
と
の
世
俗
的
関
係
に
よ
っ
て
筆
が
左
右
さ
れ
て
い
な
い
」
（
同
、
百

七
十
頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。
即
ち
、
伊
勢
神
道
の
根
幹
的
思
想
を
継
承
し
発

展
さ
せ
た
も
の
が
親
房
の
思
想
と
す
る
の
が
、
白
山
氏
の
結
論
で
あ
る
。
以
下

に
伊
勢
神
道
と
は
異
な
る
親
房
独
自
の
展
開
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
迄
の
論

の
再
論
で
あ
る
。
既
論
文
の
再
編
集
で
あ
れ
ば
当
然
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
問
題

に
す
べ
き
点
で
は
な
い
が
、
こ
の
親
房
独
自
の
神
道
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
白
山
氏
は
そ
の
課
題
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
は
中
世
神
道
史
に
お
け
る
北
畠
親
房
の
位
置
に
つ
い
て
、
両
部
神
道

・
山
王
神
道
・
伊
勢
神
道
及
び
吉
田
神
道
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
論
考
で
、

『
神
皇
正
統
記
』
の
流
布
が
中
世
思
想
へ
の
伊
勢
神
道
説
の
根
幹
的
部
分
の
二

次
的
な
影
響
の
媒
体
と
な
っ
た
こ
と
を
、
前
節
同
様
そ
の
神
国
思
想
・
天
壌
無

窮
の
神
勅
に
よ
る
国
家
観
・
仏
教
に
対
す
る
態
度
の
検
討
か
ら
指
摘
す
る
も
の

で
あ
る
。

そ
れ
に
続
く
補
論
は
「
中
世
宗
教
運
動
と
伊
勢
神
道
発
生
」
と
題
し
、
伊
勢

神
道
と
鎌
倉
新
旧
の
仏
教
と
の
対
比
か
ら
中
世
に
お
け
る
宗
教
運
動
の
創
始
者

に
つ
い
て
検
討
し
つ
つ
、
伊
勢
神
道
成
立
の
過
程
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
成
立
の
契
機
を
、
蒙
古
襲
来
に
よ
り
昴
揚
し
た
神
国
思
想
の
流
行
で
あ

る
と
し
、
神
国
思
想
の
経
緯
に
触
れ
、
当
時
の
中
央
の
宗
教
人
と
伊
勢
と
の
接

触
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
ハ

以
上
、
各
章
毎
に
白
山
氏
の
論
考
を
見
て
き
た
が
、
本
書
は
示
唆
的
な
新
見

を
多
く
も
ち
、
今
後
の
北
畠
研
究
に
と
っ
て
参
照
す
べ
き
論
考
で
あ
る
こ
と
に

間
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
今
後
も
白
山
氏
か
ら
我
々
に
是
非
ご
教
示
頂
き
た

い
点
を
挙
げ
て
結
び
と
し
た
い
。

そ
れ
は
北
畠
親
房
の
思
想
を
全
体
と
し
て
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
例
え
ば
彼
の
仏
教
思
想
と
神
道
思
想
が
ど
の
よ
う
な

関
わ
り
を
持
つ
の
か
、
『
神
皇
正
統
記
』
を
貫
く
親
房
の
仏
教
理
解
、
あ
る
い

は
そ
の
著
作
『
真
言
内
證
義
』
の
内
容
と
、
彼
の
敬
神
尊
王
思
想
と
が
ど
う
結

び
つ
く
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
本
書
の
論
考
同
様
明
快
に
お
教
え
頂
き
た
い

と
願
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
当
然
の
如
く
中
世
神
道
思
想
史
へ
の
親
房
の
位
置
付

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
氏
が
補
論
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
日
本
中
世
思
想
史
さ
ら

一
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
多
く
の
新
見
に
満
ち
た
白
山
氏
の
優
れ
た
北
畠
親
房
研

究
は
、
今
後
の
研
究
を
導
く
基
本
文
献
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
学
習
院
大
学
教
授
）

に
は
日
本
思
想
史
全
体
へ
の
位
置
付
け
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
通
じ
て
い

く
で
あ
ろ
う
。
我
々
日
本
思
想
史
研
究
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
問
題
に
つ
い
て

白
山
氏
の
お
考
え
を
伺
え
る
時
を
待
ち
た
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
ば
、
新
し
い

世
紀
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
、
何
故
北
畠
研
究
な
の
か
こ
そ
が
、
最
も
問

わ
ね
ば
な
ら
な
い
問
で
あ
り
、
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
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