
  
  
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

学
位
論
文
概
要
書 

                                                                 

鈴
木 

健
司 

   

本
書
に
収
め
た
諸
論
考
は
、
拙
著
『
宮
沢
賢
治 

幻
想
空
間
の
構
造
』
（
蒼
丘
書
林
、
平
６
・
10
）
、
『
宮

沢
賢
治
と
い
う
現
象
』
（
蒼
丘
書
林
、
平
14
・
５
）
を
も
と
に
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
収
録
に
あ
た

っ
て
の
私
の
意
図
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。 

一
、
修
士
論
文
『
宮
沢
賢
治
研
究
』
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
研
究
科
提
出
、
平
４
・
３
）
以
後
に
執
筆 

し
た
論
考
で
あ
る
こ
と
。 

二
、
本
書
の
副
題
と
し
て
示
し
た
《
文
学
に
お
け
る
宗
教
と
科
学
の
位
相
》
に
添
う
内
容
を
含
む
こ
と
。 

三
、
年
譜
的
研
究
は
副
題
の
主
旨
に
直
接
添
う
も
の
で
は
な
い
が
、
宮
沢
賢
治
の
よ
り
正
確
な
実
像
を 

知
る
資
料
的
価
値
を
考
慮
し
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
第
二
の
基
準
に
合
致
す
る
と
判
断
し
、
収

録
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 

宮
沢
賢
治
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
夥
し
い
数
の
作
家
研
究
・
作
品
研
究
が
世
に
提
出
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
大
海
に
私
の
研
究
が
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
具
え
浮
び
得
て
い
る
の
か
、
心
も
と
な
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

た
だ
、
私
に
は
、
賢
治
研
究
を
始
め
た
当
初
よ
り
ほ
ぼ
一
貫
し
て
抱
き
続
け
て
き
た
課
題
が
あ
る
。
そ
れ

は
宮
沢
賢
治
の
文
学
に
お
け
る
宗
教
・
科
学
の
問
題
で
あ
る
。
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
が
な
ぜ
文
学
で
あ
る

こ
と
を
保
証
す
る
の
か
、
科
学
的
で
あ
る
こ
と
が
な
ぜ
文
学
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
す
る
の
か
。 

 

先
行
研
究
に
お
い
て
、
宗
教
や
科
学
の
問
題
が
論
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
自
身
そ

の
恩
恵
を
多
い
に
受
け
て
い
る
も
の
の
一
人
で
あ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
、
賢
治
や
賢
治
作
品
に
お
け
る

宗
教
や
科
学
の
問
題
が
、
文
学
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
追
究
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
考
え
て

い
る
。
宮
沢
賢
治
の
作
品
に
は
文
学
・
宗
教
・
科
学
の
三
位
一
体
と
で
も
い
う
べ
き
特
徴
が
あ
り
、
そ
の

深
さ
・
複
雑
さ
が
、
多
く
の
読
者
を
魅
了
し
、
か
つ
多
く
の
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
文
学
史
に
お
い
て
宮
沢
賢
治
が
正
統
に
理
解
・
評
価
さ
れ
得
な
か
っ
た
理
由
も
ま

た
こ
の
辺
り
に
あ
る
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
文
学
的
で
あ
る
こ
と
と
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
と
科
学
的
で

あ
る
こ
と
が
、
な
ぜ
互
い
に
矛
盾
を
起
こ
さ
な
い
の
か
。
私
の
研
究
に
多
少
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
問
題
意
識
を
持
ち
続
け
て
き
た
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

本
書
は
、
序
論
、
第
一
部
「
詩
研
究
」
、
第
二
部
「
童
話
研
究
」
、
第
三
部
「
比
較
研
究
」
、
第
四
部

「 

周
辺
研
究
」
と
い
う
構
成
か
ら
な
る
。
収
録
し
た
論
文
数
は
序
論
を
含
め
十
六
本
で
あ
る
。 

 

序
論
と
し
て
置
い
た
「
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
目
的
―
田
中
智
学
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
視

点
か
ら
―
」
は
、
賢
治
の
創
作
理
論
に
関
す
る
論
究
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
第
一
部
か
ら
四
部
に
収
め

た
緒
論
を
基
礎
的
な
部
分
で
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

第
一
部
「
詩
研
究
」
に
は
、
「
青
森
挽
歌
」
（
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
）
に
関
す
る
論
考
二
本
と
、
「
〔
北

い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
（
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
）
に
関
す
る
論
考
二
本
を
収
め
た
。
両
詩
篇
と
も

賢
治
の
思
想
・
体
験
が
複
雑
に
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
、
二
集
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表

す
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
部
で
扱
う
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
成
立
と
も
内
部
で
深
く
関
わ

っ
て
お
り
、
賢
治
文
学
に
お
け
る
詩
と
童
話
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
生
成
に
関
わ
る
根
源
的
な
課
題

も
照
射
す
る
こ
と
に
な
る
。 



  
  
  
   

 
第
二
部
「
童
話
研
究
」
は
、
最
も
難
解
と
さ
れ
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
一
篇
に
研
究
対
象
を
絞
り
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
点
か
ら
書
か
れ
た
四
つ
の
論
考
を
並
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
賢
治
文
学
の
多
面
性
・
多

様
性
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
四
つ
の
視
点
と
は
、
賢
治
の
《
空
間
》
意
識
、
日
蓮
主
義
者

と
し
て
の
賢
治
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
違
和
と
親
和
、
往
く
者
と
残
さ
れ
る
者
、
の
各
課
題
で
あ
る
。 

 

第
三
部
「
比
較
研
究
」
は
、
賢
治
作
品
の
近
代
文
学
と
し
て
の
普
遍
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
、
現
代
作
家
と
の
比
較
研
究
を
試
み
て
い
る
。
対
象
と
し
た
作
家
は
、
坂
口
安
吾
・
遠
藤
周
作
・
大
江

健
三
郎
の
三
人
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
領
域
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
賢
治
文
学
と
の
通
底
性
が
明
ら
か
で
、
あ
る
意
味
、
賢
治
文
学
の
後
継
者
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
作

家
た
ち
で
あ
る
。 

 

第
四
部
「
周
辺
研
究
」
に
は
、
年
譜
的
問
題
を
扱
っ
た
論
考
を
一
本
と
、
受
容
史
的
問
題
を
扱
っ
た
論

考
を
三
本
を
収
め
た
。
新
資
料
と
し
て
の
近
森
善
一
（
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
刊
行
者
）
へ

の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
テ
ー
プ
の
発
掘
は
、
等
身
大
の
賢
治
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

賢
治
受
容
に
関
し
て
は
、
同
時
代
の
詩
人
岡
本
弥
太
の
賢
治
受
容
、
《
宗
教
的
欲
求
の
時
代
》
と
し
て
の

現
代
に
お
け
る
賢
治
受
容
、
《
聖
人
》
賢
治
像
へ
の
反
発
か
ら
生
じ
る
反
動
的
な
賢
治
受
容
を
取
り
上
げ

検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賢
治
受
容
の
複
雑
・
多
様
な
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。 

  

以
下
、
本
書
に
収
め
た
諸
論
考
の
梗
概
を
記
す
。 

 

序
論 

 
 

《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
目
的
―
田
中
智
学
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
視
点
か
ら
― 

 

賢
治
の
作
品
は
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
い
う
独
自
の
創
作
方
法
の
も
と
に
成
立
を
し
て
い
る
。
賢
治
の

考
え
る
《
如
来
の
表
現
》
と
い
う
創
作
目
的
と
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
い
う
創
作
方
法
と
が
、
賢
治
の
な

か
で
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
幻
覚
・
幻
聴
の
所
有
者
で
あ
る
賢
治
が
《
心
象
》
を
《
ス

ケ
ッ
チ
》
す
る
に
至
っ
た
過
程
を
、
国
柱
会
田
中
智
学
の
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』
に
お
け
る
無
意
識

部
の
解
釈
と
、
心
理
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
『
宗
教
的
体
験
の
諸
相
』
に
お
け
る
無
意
識
部

の
解
釈
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。
結
論
と
し
て
、
賢
治
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
学
を
、
田

中
智
学
の
い
う
「
第
九
識
菴
摩
羅
識
」
（
本
仏
の
識
）
の
科
学
的
な
検
証
方
法
と
し
て
採
用
、
そ
の
検
証

材
料
と
し
て
自
己
の
《
心
象
》
を
《
ス
ケ
ッ
チ
》
し
た
、
と
す
る
。 

  第
一
部 

詩
研
究 

第
一
章
「
青
森
挽
歌
」
研
究
・
１ 

 
 

《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
時
と
場
所
―
再
構
成
さ
れ
た
体
験
―  

 

詩
「
青
森
挽
歌
」
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
賢
治
の
心
象
や
車
窓
か
ら
の
風
景
は
、
二
五
〇
行
を
超
え
る
詩

作
品
内
部
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
読
者
に
一
貫
し
た
解
釈
を
許
す
も
の
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
解

釈
の
揺
れ
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
。
本
論
に
お
い
て
は
、
詩
内
部
の
矛
盾
を
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
も
つ
必

然
的
矛
盾
と
す
る
解
釈
の
立
場
か
ら
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
し
て
の
「
青
森
挽
歌
」
の
時
と
場
所
に
関

し
、
「
さ
び
し
い
停
車
場
」
の
時
と
場
所
を
中
心
に
再
構
成
さ
れ
た
体
験
と
し
て
創
出
さ
れ
た
可
能
性
を

追
究
す
る
。
そ
の
論
証
過
程
で
、
汽
車
は
「
さ
び
し
い
駅
」
を
通
過
中
で
あ
っ
た
と
い
う
新
見
解
や
、
乙

供
駅
と
い
う
現
実
の
駅
の
想
定
を
導
入
す
る
。 

 

第
二
章
「
青
森
挽
歌
」
研
究
・
２ 



  
  
  
   

 
 

「
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
」
の
解
釈
を
め
ざ
し
て
―
唯
物
論
と
唯
心
論
と
の
狭
間
で
―     

 
詩
「
青
森
挽
歌
」
に
お
け
る
最
大
の
謎
と
さ
れ
る
「 ((

ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
／
わ
た
く
し
が
そ
の
あ
り
が

た
い
証
明
の
／
任
に
あ
た
つ
て
も
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す))

に
関
し
、
先
行
研
究
と
し
て
の
小
野
隆
祥
の
論

を
再
評
価
す
る
立
場
か
ら
、
恩
田
逸
夫
や
龍
桂
花
、
大
塚
常
樹
の
諸
論
に
対
し
そ
の
問
題
点
を
検
証
・
訂

正
し
、
同
時
に
ヘ
ッ
ケ
ル
の
著
作
の
精
密
な
読
解
を
も
と
に
、
そ
れ
ま
で
解
決
を
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た

霊
魂
死
滅
説
と
霊
魂
不
滅
説
と
の
解
釈
上
の
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
。
最
終
的
に
問
題
の
詩
句
に
関
し
、

《
魔
》
が
賢
治
の
誇
大
化
さ
れ
た
分
身
で
あ
る
ヘ
ッ
ケ
ル
博
士
に
向
っ
て
、
「
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
／
わ
た

く
し
が
、
妹
と
し
子
さ
ん
の
天
界
へ
の
往
生
と
い
う
、
あ
り
が
た
い
証
明
の
任
に
あ
た
つ
て
も
よ
ろ
し
う

ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
っ
た
も
の
、
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る
。 

 

第
三
章
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
研
究
・
１ 

 
 

《
異
の
空
間
》
と
《
銀
河
の
窓
》
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
―
科
学
的
宇
宙
観
と
仏
教
的
宇
宙
観
― 

 

詩
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
は
六
種
類
の
下
書
稿
を
も
つ
複
雑
な
詩
篇
で
あ
り
、
下
書
稿
に

見
出
さ
れ
る
《
異
の
空
間
》
や
《
銀
河
の
窓
》
は
、
童
話
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド

で
も
あ
る
。
本
論
で
は
「
先
駆
形
Ａ
」
「
先
駆
形
Ｂ
」
と
よ
ば
れ
る
下
書
稿
段
階
で
の
用
語
の
書
き
換
え

や
意
味
の
差
異
に
着
目
し
、
「
先
駆
形
Ａ
」
か
ら
「
先
駆
形
Ｂ
」
へ
の
書
き
換
え
は
、
対
象
と
な
る
宇
宙

空
間
の
拡
大
を
伴
う
本
質
的
な
書
き
換
え
で
あ
り
、
科
学
的
空
間
と
し
て
は
《
太
陽
系
》
か
ら
《
銀
河
系
》

へ
、
仏
教
的
空
間
と
し
て
は
《
天
界
》
か
ら
《
仏
界
》
へ
と
拡
大
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
銀
河
＝
宇
宙
説
か
ら

島
宇
宙
説
へ
、
倶
舎
論
か
ら
華
厳
経
へ
と
、
認
識
の
核
と
な
る
思
想
を
移
し
な
が
ら
書
き
換
え
が
な
さ
れ

て
い
っ
た
と
の
解
釈
を
提
示
す
る
。  

 

第
四
章
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
研
究
・
２ 

 
 

《
一
七
九
》
草
稿
群
の
成
立
と
解
体
―
転
生
す
る
《
心
象
》
― 

 

詩
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
に
関
し
、
そ
の
六
種
類
の
下
書
稿
が
新
た
に
三
段
階
に
区
分
で

き
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
書
稿
段
階
が
《
地
上
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
《
天
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》

《
仏
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
と
い
う
三
種
に
該
当
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
三
段
階
の

下
書
稿
は
あ
た
か
も
《
転
生
》
す
る
《
心
象
》
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
必
ず
し
も
時
間
の
経
過
に

そ
っ
た
も
の
で
な
く
、
賢
治
の
内
部
で
は
、
各
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
段
階
で
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
《
心
象
》
が
共

時
的
存
在
と
し
て
響
き
あ
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
と
し
、
賢
治
に
お
け
る
改
稿
の
本
質
的
意
味

に
迫
る
。  

 

第
二
部 

童
話
研
究 

第
一
章
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
１ 

 
 

銀
河
世
界
の
成
り
立
ち
―
神
話
（
宗
教
）
・
科
学
・
心
理
― 

 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
描
き
出
さ
れ
た
銀
河
世
界
は
、
極
め
て
解
釈
の
困
難
な
空
間
と
し
て
存
在
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
は
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
作
家
の
宗
教
性
や
科
学
性
、
さ
ら
に
は
心
理
学
的
特
性
と
い

っ
た
要
素
が
、
原
型
を
と
ど
め
ぬ
ほ
ど
複
雑
に
溶
け
合
っ
て
成
立
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
「
銀
河
鉄
道

の
夜
」
の
難
解
さ
の
一
因
が
銀
河
世
界
の
複
雑
さ
に
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
銀
河
世
界
の
成
り
立
ち

や
構
造
性
を
、
「
神
話
（
宗
教
）
と
し
て
の
銀
河
世
界
」
「
科
学
と
し
て
の
銀
河
世
界
」
「
心
理
と
し
て

の
銀
河
世
界
」
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
分
析
・
検
証
し
て
い
く
。
「
神
話
（
宗
教
）
と
し
て
の
銀
河
世



  
  
  
   

界
」
で
は
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
銀
河
世
界
の
認
識
の
あ
り
よ
う
に
注
目
し
、
そ
れ
が
科
学
者
賢
治
と
し

て
で
は
な
く
宗
教
者
賢
治
と
し
て
の
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
「
科
学
と
し
て
の
銀
河
世
界
」
で
は
銀

河
世
界
を
支
え
る
《
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
》
に
注
目
し
、
当
時
最
新
の
科
学
と
し
て
あ
っ
た
《
原
子
論
》
と
の

関
係
を
精
査
、
賢
治
の
科
学
的
知
識
は
必
ず
し
も
当
時
最
新
の
も
の
で
な
く
、
基
本
的
に
は
盛
岡
高
等
農

林
学
校
時
代
の
『
化
学
本
論
』
（
片
山
正
夫
著
）
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
、
「
心
理
と
し
て
の
銀
河
世
界
」

で
は
賢
治
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
学
的
特
性
に
注
目
し
、
そ
れ
が
銀
河
世
界
の
成
立
と
ど
の
よ
う
に
深
く
関

わ
っ
て
い
た
か
、
な
ど
を
検
証
す
る
。 

 

第
二
章
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
２ 

 
 

《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
》
の
行
方
―
日
蓮
主
義
に
よ
る
世
界
統
一
の
夢
― 

 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
テ
キ
ス
ト
上
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
親
和
的
要
素
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
本
論

で
は
ま
ず
、
作
品
の
底
に
潜
め
ら
れ
た
思
想
が
、
当
時
賢
治
が
傾
倒
し
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
日
蓮
主
義

者
・
田
中
智
学
の
思
想
に
近
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、
本
作
品
も
ま
た
押
野
武
志
（
『
宮
沢
賢

治
の
美
学
』
）
の
い
う
《
美
学
化
》
の
危
険
性
を
内
包
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、

主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
少
年
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
に
よ
り
、
「
銀
河

鉄
道
の
夜
」
の
テ
キ
ス
ト
が
主
張
し
て
い
る
思
想
は
、
結
果
と
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
を
ま
ぬ
が
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。 

 

第
三
章
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
３ 

 
 

「
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
」
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
―
賢
治
と
宣
教
師
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
― 

 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
（
法
華
経
）
と
の
対
立
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
賢
治
は

そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
結
末
を
与
え
た
の
か
。
本
論
で
は
、
ま
ず
賢
治
の
信
じ
た
日
蓮
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト

教
と
の
関
係
を
考
察
し
、
そ
の
上
で
、
キ
リ
ス
ト
者
「
か
ほ
る
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
宣
教
師
ミ
ス
・
ギ
フ

ォ
ー
ド
と
い
う
女
性
の
存
在
を
取
り
上
げ
、
賢
治
と
の
関
わ
り
を
軸
に
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
も
つ
宗

教
的
課
題
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
て
い
く
。
結
論
と
し
て
、
賢
治
は
自
己
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
し
て
信
仰
を

確
立
す
る
以
前
の
年
齢
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
（
か
ほ
る
）
と
の
宗
教
的
対

立
を
回
避
し
た
と
す
る
。  

 

第
四
章
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
４ 

 
 

よ
だ
か
か
ら
ジ
ョ
バ
ン
ニ
へ
―
《
よ
だ
か
》
の
系
譜
― 

  
 

ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
い
う
一
人
の
孤
独
な
少
年
が
銀
河
世
界
を
旅
す
る
と
い
う
作
品
構
造
は
、
そ
の
原
型
を

初
期
作
品
と
し
て
の
「
よ
だ
か
の
星
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
は
、
先
行
研
究
の
天
沢
退
二
郎

の
論
を
受
け
継
ぐ
か
た
ち
で
、
地
上
に
戻
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
か
っ
た
よ
だ
か
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ジ

ョ
バ
ン
ニ
と
し
て
地
上
に
戻
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
根
源
的
な
回
転
を
問
う
。
具
体
的
に
は
、
私
が
《
よ

だ
か
の
系
譜
》
と
呼
ぶ
、
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
「
黄
い
ろ
の
ト
マ
ト
」
「
十
力
の
金
剛
石
」

な
ど
を
比
較
対
象
作
品
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
だ
か
か
ら
ジ
ョ
バ
ン
ニ
へ
の
変
化
を
賢
治

の
最
終
的
に
た
ど
り
つ
い
た
思
想
的
着
地
点
と
し
て
立
証
し
て
い
く
。 

 

第
三
部 

比
較
研
究 

第
一
章 

 

坂
口
安
吾
小
論
―
《
救
い
の
な
さ
》
と
い
う
こ
と
― 



  
  
  
   

 
坂
口
安
吾
は
「
教
祖
の
文
学
」
に
お
い
て
、
小
林
秀
雄
を
批
判
す
る
に
宮
沢
賢
治
の
詩
「
眼
に
て
云
ふ
」

を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
そ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
安
吾
は
、
賢
治
以
外
で
あ
っ
て
は
小
林
批
判
の
企
図

を
果
た
し
得
な
い
と
の
判
断
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
安
吾
が
賢
治
に
見
出
し
た
も
の

は
、
小
林
批
判
に
止
ま
ら
ず
広
く
日
本
近
代
文
学
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
の
何
か
で
あ
っ
た
。
本
論
で

は
、
「
教
祖
の
文
学
」
を
糸
口
に
、
安
吾
と
賢
治
と
い
う
一
見
相
反
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
包
ま
れ
た
二
人
に

通
底
す
る
《
文
学
》
の
問
題
を
、
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
と
「
土
神
と
き
つ
ね
」
を
比
較
・
検
討
作
品

と
し
て
取
り
上
げ
、
追
究
し
て
い
く
。  

 

第
二
章 

 

遠
藤
周
作
小
論
―
神
の
温
も
り
と
神
秘
主
義
― 

 

遠
藤
周
作
に
「
賢
治
の
『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
』
」
と
い
う
作
品
論
が
あ
る
。
遠
藤
は
こ
れ
以
外

に
賢
治
に
関
す
る
評
言
を
残
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
そ
れ
が
賢
治
論
と
し
て
顕
著
な
特
質
を
示
し
て
い
る
わ

け
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
、
遠
藤
周
作
を
賢
治
と
比
較
し
て
論
ず
る
と
い
う
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
論
で
は
ま
ず
、
遠
藤
の
賢
治
論
の
意
義
を
神
秘
主
義
の
視
点
か
ら

再
検
討
し
、
遠
藤
が
賢
治
作
品
に
見
出
し
た
と
こ
ろ
の
神
秘
主
義
が
、
キ
リ
ス
ト
教
文
学
者
と
し
て
の
遠

藤
自
身
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
文
学
的
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
『
沈
黙
』
『
死

海
の
ほ
と
り
』
の
作
品
分
析
を
通
じ
、
遠
藤
の
試
み
た
神
秘
主
義
と
の
固
有
の
格
闘
と
そ
の
文
学
的
成
果

を
照
ら
し
出
す
。 

 

第
三
章 

 

大
江
健
三
郎
小
論
―
反
転
の
思
想
―  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
二
部
第
四
章
で
、
「
よ
だ
か
の
星
」
に
関
し
、
「
落
下
し
草
む
ら
に
そ
の
遺
骸
を
横
た
え
る
よ
だ
か
」

の
存
在
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
。
「
よ
だ
か
の
星
」
執
筆
時
に
お
け
る
賢
治
は
思
想
的
に
未
だ
、
よ
だ

か
の
「
遺
骸
」
を
凝
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
存
在
を
テ
キ
ス
ト
上
に
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
の
解
釈
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
そ
の
こ
と
が
作
者
を
し
て
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
成
立
へ
と
導
か
し
め

る
内
的
動
機
と
な
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
前
半
に
お
い
て
、
大
江
健
三
郎
の
『
万

延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
が
「
よ
だ
か
の
星
」
の
問
題
を
引
き
継
い
だ
作
品
と
し
て
読
み
得
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
比
肩
し
得
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

後
半
で
は
、
大
江
の
作
家
と
し
て
の
到
達
点
と
見
ら
れ
る
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
を
取
り
上
げ
、
そ
こ

に
神
秘
主
義
と
い
う
賢
治
的
課
題
の
存
在
を
確
認
し
、
作
品
に
頻
出
す
る
「
て
ん
か
ん
」
の
病
の
文
学
的

意
義
付
け
の
分
析
を
通
じ
、
大
江
の
現
代
作
家
と
し
て
の
果
敢
な
取
り
組
み
を
検
証
す
る
。  

 

第
四
部 

周
辺
研
究  

第
一
章  

童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
発
刊
を
め
ぐ
っ
て
―
発
行
者･

近
森
善
一
の
談
を
も
と
に
―  

 

高
知
県
野
市
町
出
身
の
近
森
善
一
の
名
は
、
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
発
行
者
と
し
て
知
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
評
伝
研
究
に
お
い
て
は
、
賢
治
と
の
関
係
や
童
話
集
出
版
の
経
緯
に
関
し
多
々
不

明
・
疑
問
な
点
が
残
さ
れ
て
い
た
。
本
論
で
は
、
近
森
に
関
す
る
新
資
料
二
点
、
①
近
森
の
高
知
県
立
農

学
校
時
代
の
教
え
子
小
松
亮
氏
が
記
録
し
て
い
た
聞
き
書
き
（
昭
和
二
六
年
）
、
②
窪
川
町
に
お
住
ま
い

の
長
谷
部
伸
作
氏
（
土
佐
賢
治
の
会
会
長
）
が
録
音
・
保
管
し
て
い
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
テ
ー
プ
（
昭
和
四

一
年
）
を
紹
介
し
、
価
値
あ
る
幾
つ
か
の
新
事
実
を
公
開
す
る
こ
と
を
通
じ
、
評
伝
研
究
発
展
の
一
助
と

な
る
こ
と
を
目
指
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
  
   

第
二
章  

詩
集
『
春
と
修
羅
』
の
同
時
代
的
受
容 

―
土
佐
の
詩
人･

岡
本
弥
太
の
宮
沢
賢
治
理
解
― 

 
本
論
の
目
的
は
、
岡
本
弥
太
と
い
う
宮
沢
賢
治
と
同
時
代
を
生
き
た
土
佐
の
詩
人
が
、
い
か
に
卓
越
し

た
賢
治
文
学
の
理
解
者
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
弥
太
は
生
前
、
賢
治
に
関
す
る
三

種
の
文
章
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
賢
治
研
究
者
に
と
っ
て
未
見
の
も
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
と
は
別
の
一
つ
は
弥
太
研
究
者
に
と
っ
て
未
見
の
も
の
で
あ
る
。
新
資
料
を
含
む
そ
れ
ら
三
点
の

賢
治
論
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
同
時
代
に
お
い
て
弥
太
の
み
が
よ
く
捉
え
得
た
、
「
複
眼
的
宗
教
」

詩
人
と
し
て
の
賢
治
理
解
の
あ
り
よ
う
を
分
析
・
紹
介
し
て
い
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
三
章 

《
宗
教
的
欲
求
の
時
代
》
と
賢
治
受
容 

―
宮
沢
賢
治
生
誕
百
年
の
喧
騒
― 

 

宮
沢
賢
治
生
誕
百
年
に
お
け
る
研
究
界
・
出
版
界
の
動
向
を
ま
と
め
つ
つ
、
そ
こ
に
立
ち
現
れ
て
く
る

現
代
に
お
け
る
賢
治
受
容
の
特
質
を
、
そ
の
危
険
性
を
含
め
問
題
提
起
し
て
い
く
。
ま
ず
、
管
見
の
範
囲

で
最
も
辛
口
の
賢
治
批
判
で
あ
っ
た
吉
田
司
の
「
〈
遊
民
〉
の
バ
ー
チ
ャ
ル
ラ
ン
ド
」
（
「
文
学
界
」
）

に
注
目
、
そ
の
上
で
現
代
を
〈
宗
教
的
欲
求
の
時
代
〉
と
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
り
、
現
代
の
賢
治
論
を
リ

ー
ド
す
る
諸
家
が
、
島
薗
進
（
『
精
神
世
界
の
ゆ
く
え
』
東
京
堂
出
版
）
の
い
う
〈
霊
性
的
知
識
人
〉
と

一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
結
論
と
し
て
、
吉
田
が
賢
治
そ
の
人
に
向
け
た
批
判
は
、
む
し
ろ
研
究
者

を
含
む
現
代
の
賢
治
受
容
者
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
し
て
有
効
な
も
の
で
、
そ
の
陥
り
や
す
い
精
神
類
型

か
ら
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
自
由
で
あ
り
得
る
か
が
、
熟
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
四
章 

「
批
評
空
間
」
に
お
け
る
宮
沢
清
六
氏
批
判
の
言
説
―
宮
沢
賢
治
の
法
華
経
信
仰
と
国
柱
会
― 

「
批
評
空
間
」
（
Ⅱ
‐
14
、
平
９
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
【
共
同
討
議
】
宮
沢
賢
治
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
け

る
宮
沢
賢
治
・
清
六
批
判
を
取
り
上
げ
、
そ
の
主
張
の
根
拠
を
洗
い
直
す
作
業
を
通
じ
、
討
議
者
た
ち
（
柄

谷
行
人
・
関
井
光
男
・
村
井
紀
・
吉
田
司
）
の
衒
学
的
言
説
の
危
う
さ
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
討
議

者
た
ち
は
、
賢
治
〈
聖
者
伝
説
〉
に
対
す
る
批
判
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
学
問
的
根
拠
の
な
い
ま
ま
、
そ
の
矛

先
を
遺
族
に
向
け
る
と
い
う
過
ち
を
犯
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
決
し
て
本
来
の
目
的
で
あ

る
賢
治
〈
聖
者
伝
説
〉
の
突
き
崩
し
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。  

 
 

 

初
出
一
覧 

 

序
論 

《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
目
的
―
田
中
智
学
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
視
点
か
ら
― 

日
本
近
代
文
学
会
一
九
九
四
年
度
秋
期
大
会
の
口
頭
発
表
用
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
。
発
表
原
題
は

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
目
的
」  

 

第
一
部 

詩
研
究 

 

第
一
章 

「
青
森
挽
歌
」
研
究
・
１ 

《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
時
と
場
所
― 

再
構
成
さ
れ
た
体
験 

― 

原
題
は
「
詩
『
青
森
挽
歌
』
に
お
け
る
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
時
と
場
所 

―
再
構
成
さ
れ
た
体
験
― 

」

（
「
高
知
大
国
文
」
第
30
号
（
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
、
平
12
・
３
） 

 



  
  
  
   

  
第
二
章 

「
青
森
挽
歌
」
研
究
・
２ 

「
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
」
の
解
釈
を
め
ざ
し
て
―
唯
物
論
と
唯
心
論
の
狭
間
で
― 

原
題
は
「
詩
『
青
森
挽
歌
』
試
論
―
『
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
』
の
解
釈
を
め
ざ
し
て
―
」(

「
人
文
科
学

研
究
」
第
７
号
、
高
知
大
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学
科
、
平
12
・
７
）  

   

第
三
章 

「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
研
究
・
１ 

 
 

《
異
の
空
間
》
と
《
銀
河
の
窓
》
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
―
科
学
的
宇
宙
観
と
仏
教
的
宇
宙
観
― 

原
題
は
「
『
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
』
試
読
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
第
49
集
、
日
本
近
代

文
学
会
、
平
５
・
10
） 

 
 

第
四
章 

「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
研
究
・
２  

《
一
七
九
》
草
稿
群
の
成
立
と
解
体
―
転
生
す
る
《
心
象
》
― 

「
国
文
学
」
第
41
巻
７
号
（
学
燈
社
、
平
８
・
６
）  

 

第
二
部 

童
話
研
究 

  

第
一
章 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
１ 

銀
河
世
界
の
成
り
立
ち
―
神
話
（
宗
教
）
・
科
学
・
心
理
― 

書
き
下
ろ
し
。 

た
だ
し
そ
の
一
部
に
は
「
宮
沢
賢
治
『
教
材
絵
図
―
分
子
・
原
子
』
の
謎
」
（
「
高

知
大
国
文
」
第
32
号
、
平
13
・
12
）
と
「
『
真
空
溶
媒
』
論 

溶
媒
の
思
想
―
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」

平
成
13
年
８
月
号
、
至
文
堂
）
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。  

   

第
二
章 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
２ 

《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
》
の
行
方
―
日
蓮
主
義
に
よ
る
世
界
統
一
の
夢
― 

『
第
二
回
宮
沢
賢
治
国
際
研
究
大
会
記
録
集
』
（
宮
沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
、
平

14 ・３）  
   

第
三
章 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
３ 

「
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
」
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
―
賢
治
と
宣
教
師
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
― 

書
き
下
ろ
し
。  

  

第
四
章 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究
・
４ 

よ
だ
か
か
ら
ジ
ョ
バ
ン
ニ
へ
―
《
よ
だ
か
》
の
系
譜
― 

「
《
よ
だ
か
》
の
行
方
―
『
南
京
の
基
督
』
・
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
を
視
座
に
― 

」   

（
「
論
攷
宮
沢
賢
治
」
第
２
号
、
中
四
国
宮
沢
賢
治
研
究
会
、
平11

・
３
）
の
第
一
章
「
隠
さ
れ
た

肉
体
」
と
、
「
『
〔
北
上
川
は
気
を
な
が
し
ィ
〕
』
に
お
け
る
兄
妹
の
構
図
―
よ
だ
か
・
か
は
せ
み
・

は
ち
す
ず
め
― 

」
（
『
「
春
と
修
羅
」
第
二
集
研
究
』
宮
沢
賢
治
学
会
編
、
思
潮
社
、
平
10
・
３
）

を
合
体
さ
せ
、
改
稿
・
補
筆
し
た
も
の
。  

 

第
三
部 

比
較
研
究 

 

第
一
章  

坂
口
安
吾
小
論
―
《
救
い
の
な
さ
》
と
い
う
こ
と
― 

原
題
は
「
坂
口
安
吾
小
論
―
宮
沢
賢
治
と
の
通
底
性
に
お
い
て
―
」
（
「
高
知
工
業
高
等
専
門
学
校



  
  
  
   学

術
紀
要
」
第
41
号
、
平
９
・
１
）  

   

第
二
章 
遠
藤
周
作
小
論 

―
神
の
温
も
り
と
神
秘
主
義
― 

 
書
き
下
ろ
し
。 

 
  

第
三
章 

大
江
健
三
郎
小
論 

―
反
転
の
思
想
― 

          

「
《
よ
だ
か
》
の
行
方
―
『
南
京
の
基
督
』
・
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
を
視
座
に
― 

」  

（
「
論
攷
宮
沢
賢
治
」
第
２
号
、
中
四
国
宮
沢
賢
治
研
究
会
、
平
11
・
３
）
の
第
三
章
「
生
か
さ
れ

る
肉
体
」
を
前
半
部
に
用
い
、
後
半
部
は
あ
ら
た
に
書
き
足
し
た
。  

 

第
四
部 

周
辺
研
究 

  

第
一
章  

童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
発
刊
を
め
ぐ
っ
て
―
発
行
者
・
近
森
善
一
の
談
を
も
と 

  
 

 
  

に
― 「

言
語
文
化
」
第
13
号
（
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
、
平
８
・
３
）  

   
  

第
二
章  

詩
集
『
春
と
修
羅
』
の
同
時
代
的
受
容
―
土
佐
の
詩
人
・
岡
本
弥
太
の
宮
沢
賢
治
理
解
― 

原
題
は
「
土
佐
の
詩
人
・
岡
本
弥
太
の
宮
沢
賢
治
理
解
―
測
定
さ
れ
た
一
つ
の
宇
宙
（
新
資
料
を
踏

ま
え
て
）
―
」
（
「
論
攷
宮
沢
賢
治
」
創
刊
号
、
中
四
国
宮
沢
賢
治
研
究
会
、
平
10
・
３
） 

   

第
三
章 

《
宗
教
的
欲
求
の
時
代
》
と
賢
治
受
容
―
宮
沢
賢
治
生
誕
百
年
の
喧
騒
― 

原
題
は
「
平
成
八
年
国
語
国
文
学
会
の
展
望
（
Ⅱ
）
宮
沢
賢
治
」
（
「
文
学
・
語
学
」
第
157
号
、
全

国
大
学
国
語
国
文
学
会
編
、
平
９
・
11
）  

  

第
四
章 

「
批
評
空
間
」
に
お
け
る
宮
沢
清
六
氏
批
判
の
言
説
―
宮
沢
賢
治
の
法
華
経
信
仰
と
国
柱
会 

  

 
 

― 

原
題
は
「
宮
沢
賢
治
の
法
華
経
信
仰
と
国
柱
会
―
宮
沢
清
六
氏
追
悼
に
よ
せ
て
―
」
（
「
注
文
の
多

い
土
佐
料
理
店
」
第
４
号
、
高
知
大
学
宮
沢
賢
治
研
究
会
、
平
13
・
７
）  

   
   


