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博
士
学
位
論
文
概
要 

滝
澤
み
か 

本
論
文
は
、
軍
記
物
語
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
諸
本
の
中
で
も
、「
流
布

本
」
と
呼
ば
れ
る
、
物
語
の
改
作
の
最
終
段
階
に
位
置
す
る
諸
本
に
焦
点
を
当
て
、
ど
の
よ
う
に
先
に
存
在

し
た
物
語
の
内
容
を
取
り
込
み
、
流
布
本
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
後
世
に
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
、
流
布

本
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
の
成
立
と
物
語
の
変
遷
・
展
開
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ

を
通
し
、
十
五
・
十
六
世
紀
と
い
う
室
町
末
期
・
戦
国
期
の
文
学
と
社
会
の
関
係
や
当
時
の
文
学
の
在
り
方

を
把
握
し
、
軍
記
物
語
が
改
変
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
な
お
、
構
成

は
既
発
表
の
論
文
十
三
編
の
内
容
に
加
筆
・
修
正
を
し
た
も
の
と
新
稿
三
編
に
、
序
章
・
終
章
を
加
え
た
も

の
か
ら
成
る
。 

『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
保
元
の
乱
・
平
治
の
乱
を
主
材
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
乱
に
対
し
て
は
、
早
く
か
ら
、
慈
円
（
一
一
五
五
～
一
二
二
五
）
に
よ
る
『
愚
管
抄
』
に
「
保
元
以

後
ノ
コ
ト
ハ
ミ
ナ
乱
世
ニ
テ
侍
レ
バ
」
、「
日
本
国
ノ
乱
逆
ト
云
コ
ト
ハ
ヲ
コ
リ
テ
後
武
者
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ

ケ
ル
ナ
リ
」
、「
連
々
乱
世
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
歴
史
書
の
中
で
、
保
元
の

乱
・
平
治
の
乱
以
降
、
動
乱
の
時
代
が
訪
れ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
両
物
語
は
、

動
乱
の
顛
末
を
書
い
た
物
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
両
物
語
と
も
流
布
本
段
階
の
テ

キ
ス
ト
は
、
先
行
研
究
と
近
年
の
論
者
に
よ
る
成
果
か
ら
、
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
前
半
頃
と
い
う

時
代
に
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
流
布
本
が
成
立
し
た
の
は
、
応
仁
の
乱
（
一
四
六
八
）

や
明
応
の
政
変
（
一
四
九
二
）
が
起
き
た
、
社
会
の
動
乱
期
に
該
当
す
る
。
動
乱
の
顛
末
を
書
い
た
物
語
が
、

実
際
に
社
会
の
動
乱
期
に
享
受
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
改
作
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

社
会
に
お
け
る
軍
記
物
語
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
〈
戦
争
を
書
く
文
学
〉
の
存
在
意
義
や
、
人
々
が
戦
い
を

ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
戦
い
を
表
現
す
る
と
き
に
人
は
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
つ

の
か
と
い
っ
た
問
題
を
解
く
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。 

そ
の
た
め
に
、
流
布
本
両
物
語
の
成
立
と
そ
の
背
景
に
あ
る
、
諸
本
の
流
れ
や
時
代
状
況
な
ど
を
検
証
し
、

後
世
へ
の
展
開
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
①
物
語
性
と
い
う
観

点
以
外
か
ら
見
る
作
品
の
価
値
、
②
流
布
本
（
後
出
本
）
の
成
立
・
受
容
か
ら
捉
え
直
し
た
物
語
の
変
遷
や

展
開
、
③
十
五
・
十
六
世
紀
と
い
う
室
町
末
期
か
ら
戦
国
期
の
社
会
に
お
け
る
軍
記
物
語
や
文
学
の
在
り
方
、

を
研
究
成
果
と
し
て
示
し
た
。 

結
論
と
し
て
は
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
は
強
い
教
訓
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
特
性
を

持
ち
、
そ
の
改
作
の
背
景
と
し
て
、
当
時
の
教
訓
書
の
隆
盛
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
教

訓
書
の
中
に
軍
記
物
語
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
軍
記
物
語
自
体

も
当
時
の
教
訓
書
の
隆
盛
を
受
け
て
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
見
出
し
た
点
が
本
論
文

に
お
い
て
は
最
も
重
要
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
軸
と
も
な
る
結
論
で
あ
る
。
以
下
、
目
次
に
沿
っ
て
結
論

に
至
る
ま
で
の
論
の
展
開
を
説
明
す
る
。 

 

序
章 
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序
章
で
は
、
ま
ず
研
究
史
を
概
括
し
つ
つ
、
問
題
点
を
挙
げ
た
。『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
は
、『
平

家
物
語
』
を
始
め
と
す
る
他
の
軍
記
物
語
の
作
品
と
同
様
、
改
作
さ
れ
つ
つ
人
々
に
享
受
さ
れ
て
き
た
歴
史

を
持
つ
。
そ
の
た
め
、
内
容
の
大
き
く
異
な
る
諸
本
が
複
数
存
在
す
る
。『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
場

合
、
戦
後
の
研
究
史
を
顧
み
る
と
、
諸
本
の
中
で
も
比
較
的
古
態
に
近
い
と
さ
れ
る
一
類
本
で
あ
る
半
井
本

や
陽
明
文
庫
本
・
学
習
院
大
学
図
書
館
本
、
そ
の
後
物
語
性
を
高
め
て
改
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
四
類
本
に
位

置
す
る
金
刀
比
羅
本
の
研
究
が
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
戦
後
、
研
究
が
再
出
発
す
る
中
で
着
目

さ
れ
た
の
が
、
ど
の
本
が
最
も
原
作
に
近
い
か
と
い
う
、
古
態
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

そ
し
て
そ
の
研
究
対
象
は
一
類
本
と
四
類
本
に
絞
ら
れ
た
。『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
も
『
平
治
物
語
』
に

お
い
て
も
一
類
本
の
方
が
四
類
本
よ
り
も
比
較
的
古
い
形
を
残
し
た
本
文
で
あ
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
に

よ
っ
て
ほ
ぼ
決
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
古
態
を
追
究
す
る
研
究
に
は
、
一
類
本
・
四
類
本
の
内

容
面
か
ら
の
分
析
も
不
可
欠
で
あ
り
、
物
語
に
対
す
る
考
察
は
深
め
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
一
類
本
・
四

類
本
の
研
究
動
向
に
お
い
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
状
況
で
あ
り
、
他
の
諸
本
に
関
し
て
は
研
究
す
べ
き
事
柄

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。 

と
り
わ
け
流
布
本
は
、
物
語
の
改
作
の
最
終
段
階
に
位
置
し
、
歴
史
上
人
々
に
最
も
多
く
読
ま
れ
た
本
文

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
正
面
か
ら
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
近
年
の
研
究
動
向
を
見
て
も
、
一
類
本
・

四
類
本
を
主
立
っ
て
重
視
・
対
象
に
す
る
研
究
の
流
れ
は
『
保
元
物
語
』
も
『
平
治
物
語
』
も
未
だ
続
い
て

お
り
、
流
布
本
を
軽
視
す
る
姿
勢
は
根
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
物
語
の
比

較
的
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
成
立
過
程
の
大
筋
が
掴
ま
れ
て
い
る
今
、
そ
の
段
階
を
経
て
、
更
に
ど
の

よ
う
に
物
語
が
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
広
い
視
野
を
も
っ
て
作
品
を
捉
え
な
く
て
は
、『
保
元
物

語
』『
平
治
物
語
』
の
研
究
、
ひ
い
て
は
軍
記
物
語
研
究
は
発
展
し
て
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
従
来
の
流
布
本
研
究
の
多
く
に
お
い
て
、
『
保
元
物
語
』
と
『
平
治
物
語
』
が
そ
れ
ぞ
れ
別

個
に
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
こ
の
二
つ
の
物
語
を
分
け
て
考
え
て

い
く
こ
と
は
、『
保
元
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
の
研
究
の
上
で
必
要
な
観
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
流
布

本
両
物
語
が
共
に
享
受
さ
れ
て
き
た
以
上
、
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
、
両
物
語
を
今
一
度
共
に
比
較
・
分
析
す

る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
研
究
史
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治

物
語
』
を
取
り
扱
う
意
義
を
示
し
た
。 

 第
一
部 

流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
成
立 

第
一
章 

流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
誕
生 

第
一
節 

成
立
期
の
下
限
―
『
榻
鴫
暁
筆
』
と
の
関
係
か
ら
― 

第
一
部
で
は
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
特
性
の

解
明
、
そ
し
て
物
語
の
本
質
と
い
う
問
題
を
中
心
に
三
章
を
立
て
、
検
討
を
加
え
た
。
こ
れ
ま
で
、
流
布
本

が
先
出
諸
本
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
比
較
材
料
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
ず
、
そ
の
価
値
が
看
過
さ

れ
て
き
た
原
因
と
し
て
、
成
立
に
関
す
る
研
究
の
不
充
分
さ
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
章

は
、
そ
の
成
立
に
関
す
る
基
礎
的
な
問
題
を
検
討
す
る
二
節
か
ら
成
る
。
第
一
節
は
、
従
来
未
詳
で
あ
っ
た
、

流
布
本
の
成
立
期
の
下
限
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
問
題
点
を
検
討
し
た
上
で
、
流
布
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本
と
『
榻
鴫
暁
筆
』
と
の
関
係
を
検
証
し
、
下
限
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
江
戸
時
代
付
近
で
は
な
く
、
一

五
五
〇
年
～
一
五
六
〇
年
前
後
と
い
う
十
六
世
紀
半
ば
の
戦
国
期
ま
で
遡
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
流
布
本
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
は
、
社
会
の
動
乱
期
に
お
け
る
軍
記
物
語
の
在
り
方
の
問
題
へ

と
繋
が
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
二
節 

流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
相
互
の
影
響
関
係
―
言
葉
の
交
錯
の
吟
味
か
ら
― 

第
二
節
は
、
流
布
本
段
階
に
お
い
て
も
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
が
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
成
立
し

て
い
る
こ
と
を
、
言
葉
の
交
錯
の
面
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
物
語
は
作
品
内
の
文
脈
の
整
合

性
を
越
え
、
各
物
語
に
特
有
の
表
現
を
共
通
し
て
用
い
て
物
語
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
、
両
物
語
を

併
せ
て
論
じ
る
必
要
性
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
話
の
整
合
性
だ
け
で
は
評
価
し
切
れ
な
い
文
学

の
世
界
が
あ
っ
た
こ
と
の
解
明
に
も
繋
が
り
、
物
語
同
士
の
横
の
繋
が
り
に
よ
り
作
品
の
世
界
が
拡
大
し

て
い
る
と
い
う
、
流
布
本
が
成
立
し
た
十
五
・
十
六
世
紀
当
時
の
自
由
な
文
学
の
在
り
方
を
指
摘
し
た
。 

 

第
二
章 

流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
特
性 

第
一
節 

全
体
志
向
の
個
別
性 

第
二
章
で
は
四
節
に
わ
た
り
、
流
布
本
の
内
面
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
特
性
を
検
証
し
た
。
第
一
節
で
は

流
布
本
『
保
元
物
語
』
と
流
布
本
『
平
治
物
語
』
が
影
響
関
係
を
持
っ
て
成
立
し
つ
つ
も
、
異
な
る
志
向
を

持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
各
物
語
の
敗
者
の
扱
い
、
批
評
記
事
、
反
復
さ
れ
る
言
葉
な
ど
を
検
証
す
る

と
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
は
〈
秩
序
〉
を
価
値
基
準
と
し
、
〈
世
を
乱
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
い
う
こ
と

を
説
き
、
流
布
本
『
平
治
物
語
』
は
〈
武
士
の
振
舞
い
方
〉
を
価
値
基
準
と
し
、〈
世
の
統
治
に
何
が
必
要

か
〉
を
説
い
て
お
り
、
別
の
視
座
に
基
づ
き
物
語
が
成
立
し
て
い
る
。
一
方
そ
れ
は
、
十
五
・
十
六
世
紀
当

時
の
文
学
の
在
り
方
や
物
語
の
本
質
の
違
い
の
問
題
に
も
繋
が
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
二
節 

人
物
造
型
に
つ
い
て
―
為
義
・
義
朝
像
の
拡
大
を
通
し
て
― 

第
二
節
で
は
流
布
本
両
物
語
に
お
い
て
、
人
物
造
型
が
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
の
か
を
論
じ
た
。
流
布

本
『
保
元
物
語
』
で
は
源
為
義
を
、
流
布
本
『
平
治
物
語
』
で
は
源
義
朝
を
重
視
し
て
お
り
、
物
語
そ
れ
ぞ

れ
が
重
視
し
て
い
る
価
値
観
が
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
人
物
造
型
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
手
法
と
し
て
、

「
朝
敵
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
、
〈
父
親
〉
を
重
視
す
る
と
い
う
共
通
の
姿
勢
が
見
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。 

 

第
三
節 

女
性
哀
話
の
改
作
意
図
―
母
の
側
面
の
後
退
― 

第
三
節
で
は
流
布
本
段
階
に
お
け
る
女
性
哀
話
の
改
変
に
焦
点
を
当
て
、
流
布
本
は
為
義
北
の
方
の
哀

話
や
常
葉
の
哀
話
に
お
い
て
、
子
ど
も
と
関
わ
る
部
分
を
比
較
的
省
筆
し
、
先
出
諸
本
と
は
異
な
る
部
分
に

比
重
を
置
い
て
改
作
を
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
作
品
内
部
に
お
け
る
父
親
重
視
の
姿

勢
を
支
え
、
さ
ら
に
は
外
部
の
世
界
と
の
連
動
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
四
節 

子
ど
も
の
哀
話
の
改
作
方
法
―
涙
の
削
除
を
中
心
に
― 

第
四
節
で
は
子
ど
も
の
哀
話
の
特
性
を
検
証
し
、
流
布
本
両
物
語
に
お
い
て
涙
の
表
現
が
意
図
的
に
削

除
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
各
作
品
の
重
視
す
る
価
値
観
や
作
品
世
界
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
子
ど
も
の
哀
話
を
通
し
て
教
訓
を
示
す
と
い
う
改
作
の
流
れ
は
御
伽
草
子
の
世
界
な
ど
に
も
見
え
る
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が
、
涙
を
徹
底
し
て
削
除
す
る
流
布
本
両
物
語
か
ら
は
、
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
、
当
時
の
子
ど
も
へ
の
理

想
の
一
側
面
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
三
章 
流
布
本
か
ら
見
た
〈
保
元
物
語
〉〈
平
治
物
語
〉
の
変
遷
と
本
質
―
先
出
諸
本
の
享
受
― 

第
一
節 

金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
〈
武
〉
の
行
方 

第
三
章
は
二
節
か
ら
成
り
、
流
布
本
が
先
出
諸
本
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
そ
し
て
新
た
に
物
語
の
世
界

を
構
築
し
て
い
っ
た
の
か
、
歴
史
認
識
の
問
題
な
ど
も
併
せ
て
検
証
し
た
。
第
一
節
は
金
刀
比
羅
本
の
〈
武
〉

に
関
わ
る
表
現
に
焦
点
を
当
て
、
流
布
本
両
物
語
と
も
に
、
金
刀
比
羅
本
の
内
容
を
肯
定
・
否
定
す
る
い
ず

れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
流
布
本
独
自
の
表
現
を
も
っ
て
武
士
の
逸
話
を
再
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
物
語
の
変
遷
を
追
っ
た
。 

他
の
諸
本
に
つ
い
て
も
流
布
本
と
の
関
連
性
の
検
証
は
進
め
て
お
り
、
引
き
続
き
研
究
は
ま
と
め
て
い

く
予
定
で
あ
る
。
一
例
を
示
せ
ば
、
京
図
本
段
階
に
お
け
る
改
変
を
流
布
本
が
引
き
継
い
で
い
る
面
も
あ
り
、

さ
ら
に
書
陵
部
蔵
『
保
元
記
』
と
の
関
わ
り
も
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
流
布
本
か
ら
先
出
諸
本
を
遡
り
、
あ

る
い
は
後
出
諸
本
と
の
交
錯
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
新
た
に
諸
本
の
流
れ
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
節 

流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
物
語
の
本
質
と
歴
史
認
識
―
先
出
諸
本
に
対

す
る
読
み
か
ら
― 

第
二
節
で
は
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
が
影
響
関
係
を
持
ち
つ
つ
、
な
ぜ
別
の
価
値
観
を

説
く
物
語
へ
と
終
着
し
た
の
か
、
流
布
本
の
改
変
か
ら
先
出
諸
本
に
対
す
る
「
読
み
」
を
捉
え
る
こ
と
で
検

証
し
た
。
流
布
本
『
保
元
物
語
』
が
戦
い
を
抑
制
し
、
一
方
で
流
布
本
『
平
治
物
語
』
が
乱
を
武
士
の
振
舞

い
を
説
く
格
好
の
材
料
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
乱
の
認
識
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
作
品
の
本
質
の
見
方

の
違
い
に
繋
が
る
こ
と
を
指
摘
し
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
は
〈
動
乱
の
始
ま
り
〉
を
、
流
布
本
『
平
治
物

語
』
は
〈
安
定
の
始
ま
り
〉
を
書
い
た
物
語
と
し
て
作
品
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
。
そ
し
て
流
布

本
は
各
乱
を
単
な
る
物
語
の
題
材
と
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
流
布
本
の
改
変
が
、
従
来
の
諸
本
の
改
変

と
は
全
く
異
な
る
性
質
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
部
に
お
い
て
は
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
成
立
期
の
下
限
を
定
め
、

そ
し
て
そ
の
成
立
期
と
特
性
の
連
動
、
さ
ら
に
は
流
布
本
が
物
語
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
小
括
で
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
を

作
り
上
げ
た
作
者
に
関
す
る
見
通
し
と
し
て
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
の
場
合
、
作
品
生
成
の
周
辺
に
、
寺

院
周
辺
の
知
識
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

第
二
部 

流
布
本
成
立
以
降
の
〈
保
元
物
語
〉〈
平
治
物
語
〉
の
展
開 

第
一
章 

近
世
に
お
け
る
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
受
容
―
絵
画
と
写
本
の
世
界
か
ら
― 

第
一
節 

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
平
治
物
語
絵
巻 

六
波
羅
合
戦
巻
』
か
ら
見
る
模
本
の
世
界 

第
二
部
で
は
、
流
布
本
の
本
文
や
内
容
、
そ
の
受
容
の
状
況
自
体
を
基
軸
と
し
て
、
近
世
・
近
代
と
い
っ
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た
各
時
代
で
ど
の
よ
う
に
物
語
が
発
信
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
章
は
近
世
に
お

け
る
受
容
に
焦
点
を
当
て
た
三
節
か
ら
成
る
。
第
一
節
は
、
流
布
本
が
活
用
さ
れ
た
一
例
で
あ
る
早
大
本
の

検
証
か
ら
、
江
戸
時
代
に
発
展
し
た
模
本
の
世
界
を
捉
え
る
と
と
も
に
、
早
大
本
が
『
平
治
物
語
絵
巻
』
の

世
界
と
テ
キ
ス
ト
の
世
界
と
の
新
た
な
交
渉
が
見
え
る
資
料
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
他
本
に
は
見
え
な

い
第
一
段
詞
書
に
は
乱
の
説
明
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
後
半
部
は
頼
朝
の
説
明
か
ら
平
家
の
滅
亡
に
も

触
れ
つ
つ
、
「
源
氏
の
代
」
に
な
っ
た
記
述
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
平
治
の
乱
が
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
早
大
本
の
解
釈
・
当
時
の
歴
史
認
識
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。 

 

第
二
節 

セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
蔵
（
斯
道
文
庫
寄
託
）
奈
良
絵
本
改
装
絵
巻
『
平
治
物
語
』
と
諸

本
の
交
渉 

続
く
第
二
節
で
は
、
第
一
節
と
同
じ
く
近
世
に
お
け
る
絵
画
資
料
の
う
ち
、
奈
良
絵
本
の
セ
本
を
対
象
と

し
て
、
こ
の
本
が
他
の
奈
良
絵
本
同
様
に
版
本
の
内
容
を
基
に
す
る
の
で
は
な
く
、
金
刀
比
羅
本
系
統
の
本

を
用
い
な
が
ら
杉
原
本
と
呼
ば
れ
る
諸
本
と
も
交
渉
関
係
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
杉
原
本
か
ら
派
生
し
た

『
絵
詞
平
治
』
と
も
密
接
に
関
わ
る
可
能
性
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
セ
本
を
通
し
て
流
布
本
以
外
の
諸
本

の
享
受
の
在
り
方
を
検
証
し
つ
つ
、
当
該
本
が
、
近
世
に
お
い
て
は
流
布
本
が
享
受
の
主
流
で
あ
り
、
奈
良

絵
本
に
採
用
さ
れ
る
本
文
も
流
布
本
が
多
い
と
い
う
状
況
を
相
対
化
す
る
こ
と
の
出
来
得
る
本
で
あ
る
こ

と
が
確
認
出
来
た
。 

第
三
節 

近
世
に
お
け
る
〈
武
〉
の
物
語
の
役
割
の
一
例
―
津
田
葛
根
と
書
物
と
の
邂
逅
か
ら
― 

さ
ら
に
第
三
節
で
は
、
第
二
節
同
様
、
流
布
本
以
外
の
本
文
を
持
つ
諸
本
が
、
流
布
本
が
最
も
享
受
さ
れ

た
近
世
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

る
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
の
識
語
を
書
い
た
「
津
田
葛
根
」
と
い
う
人
物
の
素
性
を
追
う
こ
と
で
明

ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
軍
記
物
語
を
始
め
と
す
る
〈
武
〉
の
書
物
が
文
学
と
し
て
の
役
割
を
越
え
、
過

去
の
歴
史
を
捉
え
る
た
め
の
一
つ
の
窓
口
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
、
こ
う
し
た
軍
記
物
語
の
享
受
の
実

態
の
解
明
が
、
近
世
の
知
の
形
成
と
い
う
大
き
な
問
題
に
も
繋
が
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
二
章 

近
代
に
お
け
る
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
変
様 

第
一
節 

近
代
日
本
に
お
け
る
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
発
信
―
流
布
本
を
基
軸
と
し
て
― 

第
二
章
は
近
代
の
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
の
変
様
を
論
じ
た
。
第
一
節
で
は
、
近
代
に
お
い
て
物

語
が
ど
の
よ
う
に
発
信
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
物
語
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に

変
化
し
社
会
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
流
布
本
の
志
向
と
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
を
生
み

出
し
て
い
た
の
か
を
、
流
布
本
の
特
性
を
基
軸
に
す
る
こ
と
で
捉
え
た
。
物
語
は
明
治
・
大
正
・
昭
和
期
に

お
い
て
時
代
ご
と
に
異
な
る
観
点
で
解
釈
・
発
信
さ
れ
て
い
く
が
、
『
平
治
物
語
』
の
義
平
よ
り
も
『
保
元

物
語
』
の
為
朝
の
享
受
に
お
い
て
変
動
の
大
き
さ
が
確
認
出
来
る
。
そ
れ
は
各
物
語
で
異
な
る
読
み
の
役
割

が
期
待
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
児
童
書
に
お
い
て
は
、
為
朝
の
勇
猛
さ
や
孝
行
が
伝
わ

る
よ
う
に
内
容
が
作
り
上
げ
ら
れ
、
児
童
の
訓
育
を
意
識
し
て
物
語
が
発
信
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。 
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以
上
の
よ
う
に
流
布
本
は
、
江
戸
期
は
勿
論
、
明
治
や
大
正
、
昭
和
期
に
も
広
く
人
々
に
発
信
さ
れ
読
ま

れ
続
け
、
そ
の
時
代
ご
と
の
歴
史
認
識
や
教
育
の
形
成
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
流

布
本
と
い
う
存
在
が
、
幅
広
く
日
本
の
文
学
・
文
化
・
社
会
を
捉
え
る
軸
と
な
る
可
能
性
が
見
出
せ
る
の
で

あ
る
。 

 

第
三
部 

室
町
・
戦
国
期
の
文
学
と
社
会
―
流
布
本
生
成
に
至
る
土
壌
― 

第
一
章 

室
町
・
戦
国
期
の
文
学
の
表
現
世
界 

第
一
節 

流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
言
葉
の
世
界
―
他
作
品
と
併
せ
て 

第
三
部
で
は
、
軍
記
物
語
を
取
り
巻
く
作
品
や
意
識
の
連
関
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
流
布
本

『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
が
ど
の
よ
う
な
作
品
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
流
布
本
が
成

立
し
た
室
町
末
期
・
戦
国
期
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
の
か
文
学
側
の
世
界
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
目
指

し
、
文
学
の
生
成
に
社
会
が
ど
う
関
わ
り
、
そ
れ
ら
の
文
学
が
後
世
へ
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
か
も
含
め
て

検
証
し
た
。
第
一
章
は
第
一
節
か
ら
成
り
、
流
布
本
の
言
葉
の
用
例
を
見
る
と
、
影
響
関
係
は
両
物
語
間
だ

け
で
な
く
、
十
五
・
十
六
世
紀
の
他
作
品
に
も
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物

語
』
を
中
心
に
、
十
五
・
十
六
世
紀
当
時
の
文
学
作
品
同
士
の
繋
が
り
を
捉
え
た
。 

 

第
二
章 

室
町
・
戦
国
期
の
文
学
と
社
会
の
連
動
―
乱
世
意
識
・
教
訓
と
の
関
連
― 

第
一
節 

『
榻
鴫
暁
筆
』
の
諸
本
に
関
す
る
一
考
察 

第
二
章
は
二
節
か
ら
成
る
。
第
一
節
は
第
一
部
・
第
一
章
・
第
一
節
を
支
え
る
論
で
も
あ
り
、
流
布
本
両

物
語
の
明
確
な
享
受
が
分
か
る
『
榻
鴫
暁
筆
』
の
基
礎
的
研
究
と
な
る
、
諸
本
の
把
握
や
後
世
の
展
開
を
明

ら
か
に
し
た
。
同
時
に
、
筆
者
が
当
時
の
世
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
、
す
な
わ
ち
流
布
本
が
ど
う
い
う
思
考

の
人
間
に
読
ま
れ
て
い
た
か
を
把
握
す
る
た
め
に
、
作
中
に
見
え
る
当
時
の
世
の
中
に
対
す
る
認
識
を
検

証
し
た
。『
榻
鴫
暁
筆
』
の
作
者
は
当
時
を
乱
世
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
人
物
に
教
訓
性
を
帯
び
た

流
布
本
両
物
語
が
読
ま
れ
て
い
た
意
義
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。 

第
二
節 

「
血
気
の
勇
者
」
に
み
る
室
町
期
以
降
の
価
値
観
と
文
学
・
社
会
の
交
わ
り 

第
二
節
は
流
布
本
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
に
見
え
る
「
血
気
の
勇
者
」
と
い
う
語
句
表
現
が
、
十

五
・
十
六
世
紀
や
そ
れ
以
降
の
時
代
に
、
文
学
世
界
や
社
会
に
ど
の
よ
う
に
波
及
し
て
い
た
の
か
を
探
っ
た

論
で
あ
る
。
「
血
気
の
勇
者
」
は
も
と
も
と
軍
記
物
語
の
一
つ
で
あ
る
『
太
平
記
』
に
現
れ
た
独
自
表
現
で

あ
る
が
、
十
五
・
十
六
世
紀
頃
に
は
武
家
の
故
実
書
な
ど
で
重
視
さ
れ
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物

語
』
を
含
む
多
数
の
軍
記
物
語
に
新
た
に
教
訓
的
な
言
葉
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
を
指
摘

し
、
そ
れ
が
近
世
以
降
も
日
本
人
の
価
値
観
形
成
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
分
析
し
た
。
す
な
わ
ち
、

室
町
・
戦
国
期
の
軍
記
物
語
と
教
訓
書
は
複
雑
に
影
響
し
合
い
、
以
降
の
社
会
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
軍
記
物
語
と
教
訓
書
の
関
連
性
の
研
究
が
、
中
世
日
本
、
そ
し
て
近
世

以
降
の
日
本
を
も
捉
え
る
の
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
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以
上
の
よ
う
に
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
と
そ
れ
ら
に
関
わ
る
作
品
を
検
証
し
て
い
く
こ

と
で
、
流
布
本
両
物
語
の
成
立
当
時
、
ど
の
よ
う
に
文
学
同
士
の
交
流
や
世
の
中
へ
の
認
識
、
さ
ら
に
は
教

訓
意
識
が
あ
っ
た
の
か
を
探
り
、
そ
れ
が
軍
記
物
語
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
を
検
証
し
て
き
た
。
特
に
乱
世

へ
の
意
識
や
教
訓
の
世
界
は
流
布
本
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
の
み
で
は
な
く
、
多
く
の
文
学
作
品
に

も
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
広
く
中
世
以
降
の
日
本
を
捉
え
る
基
軸
と
成
り
得
る
こ
と
を
示
し
た
。 

 

終
章 

以
上
を
考
え
る
と
、
流
布
本
が
物
語
性
を
主
な
目
的
と
し
て
改
作
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明

白
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
日
本
文
学
の
観
点
か
ら
研
究
す
る
価
値
が
な
い
と
は
み
な
す
こ
と
は
出
来
な

い
、
多
様
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
文
学
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
流
布
本
を

主
軸
と
し
て
、
物
語
が
ど
う
改
作
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
の
一
例
を
示
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
中
世
に

限
ら
ず
、
文
学
が
社
会
に
合
わ
せ
て
存
在
し
て
い
る
実
態
が
見
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
日
本
文
学
と
社
会
の

問
題
は
、
歴
史
、
特
に
戦
争
を
扱
っ
た
軍
記
物
語
で
あ
る
か
ら
こ
そ
よ
り
具
体
的
に
見
え
て
く
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

さ
ら
に
、
流
布
本
両
物
語
が
敢
え
て
改
作
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
の
は
、
改
作
す
る
こ
と
に
こ
そ
意

義
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
流
布
本
は
、
先
行
す
る
イ
メ

ー
ジ
や
文
章
表
現
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
自
ら
の
主
張
を
発
信
す
る
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
し
て
そ
の
改
作
の
背
景
と
し
て
、
教
訓
書
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
十
六
世
紀
頃
に

成
立
し
た
教
訓
書
に
お
い
て
は
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
に
限
ら
ず
、
他
の
軍
記
物
語
の
内
容
も
、
過

去
の
歴
史
か
ら
得
た
鑑
戒
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』

の
研
究
を
通
し
て
得
て
き
た
成
果
は
、
中
世
に
お
け
る
軍
記
物
語
と
教
訓
書
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
さ
ら

に
広
い
視
野
の
も
と
に
位
置
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 


