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櫻
井
準
也
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

論
文
題
名
�
遺
跡
・
遺
物
の
社
会
史

―
わ
が
国
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
の
認
識
と
利
用
の
問
題

を
中
心
に
―

論
文
要
旨

櫻
井
準
也
君
に
よ
る
「
遺
跡
・
遺
物
の
社
会
史
―
わ
が
国
に
お
け
る
遺

跡
・
遺
物
の
認
識
と
利
用
の
問
題
を
中
心
に
―
」
は
、
遺
跡
や
遺
物
を
そ

れ
ら
が
構
築
・
使
用
さ
れ
た
時
代
を
語
る
資
料
と
し
て
扱
う
だ
け
で
は
な

く
、
遺
跡
や
遺
物
が
本
来
の
目
的
で
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
後
の
時
代
の

人
々
に
、
過
去
の
モ
ノ
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
た
か
、

す
な
わ
ち
、
遺
跡
・
遺
物
が
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
常
に
社
会
的
存
在
で

あ
っ
た
と
い
う
問
題
を
考
古
学
的
研
究
と
し
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

論
文
は
二
部
構
成
で
、
総
ペ
ー
ジ
数
二
〇
五
の
合
計
七
章
か
ら
成
る
。

目
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序

章

研
究
の
目
的
と
方
法

第
一
節

考
古
学
史
か
ら
遺
跡
・
遺
物
認
識
論
へ

第
二
節

研
究
の
方
法

第
三
節

先
行
研
究

第
一
部

わ
が
国
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
認
識
の
系
譜

第
一
章

先
史
時
代

第
一
節
「
過
去
」
の
遺
跡
の
認
識
と
忌
避

第
二
節
「
過
去
」
の
遺
物
の
認
識
と
転
用

第
二
章

古

代

第
一
節

記
録
さ
れ
た
「
過
去
」
の
遺
跡

第
二
節

古
墳
の
破
壊
・
忌
避
・
再
利
用

第
三
節

記
録
さ
れ
た
「
過
去
」
の
遺
物

第
四
節
「
過
去
」
の
遺
物
の
採
集
・
転
用

第
三
章

古
代
末
〜
中
世

第
一
節

記
録
さ
れ
た
「
過
去
」
の
遺
跡

第
二
節

古
墳
の
盗
掘
・
破
壊

第
三
節

古
墳
・「
や
ぐ
ら
」
の
再
利
用
・
転
用

第
四
節
「
過
去
」
の
遺
物
の
転
用

第
四
章

近

世

第
一
節

記
録
さ
れ
た
「
過
去
」
の
遺
跡

第
二
節

古
墳
の
学
術
発
掘

第
三
節

遺
跡
の
転
用

第
四
節

記
録
さ
れ
た
「
過
去
」
の
遺
物

第
五
節

遺
物
の
転
用

第
五
章

遺
跡
・
遺
物
認
識
の
系
譜

第
一
節

先
史
時
代
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
認
識

第
二
節

古
代
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
認
識

第
三
節

古
代
末
〜
中
世
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
認
識

第
四
節

近
世
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
認
識

第
二
部

遺
跡
・
遺
物
の
諸
相

彙

報彙

報

一
五
三
（
二
五
一
）



第
六
章

伝
説
に
か
か
わ
る
遺
跡
・
遺
物

第
一
節
「
記
憶
装
置
」
と
し
て
の
遺
跡
・
遺
物

第
二
節

伝
説
と
結
び
つ
く
遺
跡
・
遺
物

第
三
節

歴
史
と
結
び
つ
く
遺
跡
・
遺
物

第
四
節

証
拠
品
と
し
て
の
遺
物

第
七
章

遺
跡
・
遺
物
利
用
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス

第
一
節

古
墳
再
利
用
の
意
味

第
二
節

地
域
史
に
組
み
込
ま
れ
た
古
墳

第
三
節

年
号
の
捏
造
・
改
ざ
ん
と
村
お
こ
し

第
四
節

流
行
神
に
な
っ
た
横
穴
墓

第
五
節

遺
跡
ま
つ
り
と
地
域
お
こ
し

終

章

遺
跡
・
遺
物
認
識
論
か
ら
遺
跡
・
遺
物
の
社
会
史
へ

第
一
節

社
会
的
存
在
と
し
て
の
遺
跡
・
遺
物

第
二
節

遺
跡
・
遺
物
の
社
会
史
へ
向
け
て

序
章
で
は
、
大
森
貝
塚
の
調
査
を
嚆
矢
と
す
る
わ
が
国
の
近
代
考
古
学

が
、
戦
後
発
掘
件
数
の
急
増
、
専
門
分
野
の
細
分
化
、
ハ
イ
テ
ク
・
自
然

科
学
的
分
析
の
導
入
な
ど
、
研
究
を
め
ぐ
る
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
な

か
で
、
学
史
的
研
究
が
低
調
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
こ
れ
に
対
し

て
は
過
去
の
遺
跡
・
遺
物
に
関
す
る
後
世
の
人
々
の
「
認
識
」
と
い
う
新

た
な
視
点
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
点
か
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
発
掘
資
料
を
用
い
た
遺
跡
・
遺
物
の
再

利
用
・
転
用
な
ど
と
い
っ
た
問
題
へ
の
考
古
学
的
分
析
と
同
時
に
文
献
史

料
に
表
れ
て
く
る
後
世
の
人
々
の
過
去
の
モ
ノ
の
扱
い
方
も
注
意
深
く
読

み
解
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。

そ
う
し
た
目
的
と
方
法
を
示
し
た
う
え
で
、
以
後
の
第
一
部
で
は
、
わ

が
国
の
歴
史
上
の
時
期
を
、
遺
跡
・
遺
物
に
関
す
る
後
世
の
人
々
の
認
識

と
い
う
問
題
設
定
に
照
ら
し
て
、
先
史
時
代
、
古
代
、
古
代
末
〜
中
世
、

近
世
と
四
つ
に
区
分
し
て
そ
の
流
れ
を
詳
細
に
紐
解
い
て
い
く
。

ま
ず
、
先
史
時
代
に
お
い
て
は
文
字
通
り
、
史
す
な
わ
ち
文
字
に
よ
る

記
録
が
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
検
討
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
遺
跡
に
残

さ
れ
た
僅
か
な
痕
跡
か
ら
も
さ
ら
に
古
い
時
期
の
モ
ノ
に
対
す
る
認
識
を

探
求
し
得
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
縄
文
時
代
の
配
石
墓
の
石
材
が
の

ち
の
時
代
に
別
の
遺
構
へ
と
転
用
さ
れ
た
り
、
墓
と
し
て
意
識
さ
れ
た
部

分
を
避
け
て
後
の
遺
構
が
造
ら
れ
て
い
る
事
例
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

遺
物
に
お
い
て
も
縄
文
時
代
の
土
器
の
特
殊
な
部
位
や
石
鏃
を
は
じ
め
と

す
る
様
々
な
遺
物
が
、
出
土
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
後
世
に
お
い
て
装
飾

品
や
祭
祀
用
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

古
代
で
は
、
先
史
時
代
と
同
様
に
過
去
の
モ
ノ
の
転
用
や
忌
避
が
認
め

ら
れ
る
と
同
時
に
、
多
く
の
文
献
に
縄
文
時
代
の
貝
塚
の
存
在
を
推
定
し

う
る
記
載
や
古
墳
を
表
現
し
た
も
の
が
登
場
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
の
都
城
造
営
に
伴
う
古
墳
の
破
壊
・
忌
避
・
再
利
用
の

記
載
が
多
出
し
、
実
際
近
年
の
平
城
京
跡
な
ど
の
調
査
結
果
に
お
い
て
も

古
墳
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
事
例
の
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
縄
文

時
代
の
石
鏃
が
雷
雨
な
ど
と
共
に
空
か
ら
降
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
当
時

の
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
興
味
深
い
記
載
や
、
同
じ
く
縄
文
時

代
の
遺
物
で
も
石
刀
な
ど
は
数
千
年
後
の
古
代
人
に
採
集
さ
れ
、
当
時
の

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

一
五
四
（
二
五
二
）



人
々
の
住
居
内
へ
搬
入
さ
れ
て
い
る
例
な
ど
が
考
古
学
的
事
実
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

次
の
古
代
末
か
ら
中
世
の
時
期
に
も
、
記
録
さ
れ
た
「
過
去
」
の
遺

跡
・
遺
物
が
多
く
存
在
し
、
誤
っ
て
古
墳
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
事
例
に

加
え
て
、
副
葬
品
を
あ
さ
る
、
い
わ
ゆ
る
盗
掘
が
各
地
で
横
行
す
る
時
期

と
し
て
把
握
さ
れ
、
か
の
『
徒
然
草
』
に
も
こ
れ
を
嘆
く
記
載
ま
で
も
生

じ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
時
代
性
を
反
映
し
た
例
と
し
て
は
、
古
墳
石
室

の
材
や
石
仏
ま
で
が
城
郭
の
石
垣
に
多
用
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
、
過
去

の
遺
跡
・
遺
物
へ
の
忌
避
意
識
の
低
い
新
興
武
士
勢
力
の
行
為
が
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。

近
世
に
お
い
て
は
、
中
世
以
前
に
増
し
て
記
録
さ
れ
た
「
過
去
」
が
多

い
が
、
こ
と
に
新
田
な
ど
の
開
発
行
為
に
よ
っ
て
、
先
史
時
代
の
遺
跡
・

遺
物
や
墳
丘
の
あ
ま
り
目
立
た
な
い
古
墳
が
新
た
に
発
見
さ
れ
て
い
る
時

期
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
江
戸
初
期
に
は
徳
川
光
圀

に
よ
る
学
術
的
な
目
的
に
よ
る
下
野
国
の
二
つ
の
古
墳
の
発
掘
調
査
例
、

そ
の
後
の
時
期
に
は
偶
然
見
つ
か
っ
た
桑
山
古
墳
（
山
口
県
）
の
人
骨
や

副
葬
品
お
よ
び
そ
れ
ら
の
出
土
状
況
の
詳
述
な
ど
も
残
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
事
例
が
紹
介
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
は
縄
文
時
代
の
土

器
・
石
器
類
の
出
土
・
発
見
が
急
増
し
、
そ
れ
ら
の
詳
細
な
絵
画
的
記
録

や
記
載
も
増
え
、
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
は
新
井
白
石
を
は

じ
め
と
す
る
一
部
の
知
識
人
の
間
で
は
、
石
鏃
や
石
刀
が
空
か
ら
降
っ
て

き
た
も
の
で
は
な
く
「
石
器
人
工
説
」
が
定
着
し
た
時
期
と
し
て
い
る
。

第
一
部
の
ま
と
め
に
当
た
る
「
遺
跡
・
遺
物
の
認
識
の
系
譜
」
に
お
い

て
は
、
先
史
時
代
か
ら
近
世
に
至
る
各
時
期
に
お
け
る
人
々
の
過
去
の
遺

跡
や
モ
ノ
に
関
す
る
対
応
や
認
識
が
、
再
利
用
・
転
用
・
忌
避
な
ど
か
ら

は
じ
ま
り
、
忌
避
意
識
の
な
い
支
配
者
の
行
為
へ
、
さ
ら
に
は
近
世
で
は
、

遺
跡
遺
物
の
発
見
増
に
よ
っ
て
記
載
例
が
急
増
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人

工
物
と
し
て
観
察
お
よ
び
研
究
的
な
動
き
へ
と
の
び
て
い
っ
た
と
す
る
。

日
本
の
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
情
勢
や
人
々
の
心
性
を

表
す
も
の
、
す
な
わ
ち
「
遺
跡
・
遺
物
の
社
会
史
」
と
し
て
把
握
で
き
る

と
し
て
い
る
。

第
二
部
の
諸
論
考
で
は
、
遺
跡
の
一
部
が
そ
の
土
地
の
伝
説
と
結
び
つ

き
、
そ
の
内
容
を
後
世
へ
伝
え
て
い
く
際
に
補
強
す
る
役
割
を
演
ず
る
こ

と
が
あ
っ
た
こ
と
を
詳
述
す
る
。
例
え
ば
、
厚
手
の
縄
文
土
器
片
が
後
世

の
館
の
古
瓦
と
誤
認
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
長
者
伝
説
が
各
地
で
生
成
さ
れ

た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
弥
生
時
代
の
渡
来
人
の
集
団
墓
地

と
さ
れ
て
い
る
山
口
県
土
井
ヶ
浜
遺
跡
に
関
し
て
は
、
こ
の
遺
跡
周
辺
に

は
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
に
博
多
を
襲
っ
た
蒙
古
軍
の
一
部
が
漂
着
し

日
本
側
が
こ
れ
を
破
っ
た
と
い
う
蒙
古
襲
来
伝
説
が
あ
る
た
め
、
数
百
年

後
の
近
世
の
文
献
に
あ
る
「
石
の
か
ろ
う
と
（
屍
櫃
）」
が
土
井
ヶ
浜
遺

跡
の
石
棺
、「
蒙
古
人
」
と
さ
れ
た
人
骨
が
弥
生
人
骨
で
あ
る
と
推
測
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
上
の
人
物
と
結
び
つ
い
た
遺
跡
と
し
て
は
、
縄

文
土
器
片
を
源
義
家
が
奥
州
征
伐
の
際
に
酒
宴
で
使
用
し
た
土
器
（
か
わ

ら
け
）
と
誤
認
さ
れ
た
東
京
都
目
黒
区
の
土
器
塚
（
大
橋
北
遺
跡
・
縄
文

時
代
中
期
）
の
事
例
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
遺
跡
・

遺
物
が
、
伝
説
の
「
真
実
」
を
裏
付
け
る
証
拠
の
品
と
し
て
の
役
割
を
担

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
単
な
る
学
術
研
究
の
面
を
持
つ
だ
け
で
は

彙

報

一
五
五
（
二
五
三
）



な
い
こ
と
を
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
の
横
浜
市
岩
瀬
山
横
穴
群
の

発
掘
調
査
の
事
例
を
も
と
に
分
析
し
、
そ
れ
が
「
村
お
こ
し
」
の
イ
ベ
ン

ト
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
論
ず
る
。
さ
ら
に
は
現
代
の
遺
跡
ま
つ
り
と
し
て

栃
木
県
佐
野
市
の
「
く
ず
う
原
人
ま
つ
り
」
を
取
り
上
げ
、
考
古
学
者
・

形
質
人
類
学
者
の
求
め
る
証
拠
は
否
定
さ
れ
て
も
、
ロ
マ
ン
の
存
在
を
核

に
「
町
お
こ
し
」
が
成
功
し
た
例
で
あ
り
、
遺
跡
は
民
衆
に
と
っ
て
「
ま

つ
り
」
の
素
材
と
し
て
消
費
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

終
章
で
は
、
近
代
考
古
学
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、

神
武
陵
が
国
家
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
遺
跡
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は

遺
跡
・
遺
物
が
民
族
や
国
家
の
古
さ
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
族
意
識
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
の
た
め
に
利
用
さ
れ
や
す
い
こ
と

を
指
摘
す
る
。
最
後
に
、
本
研
究
の
ま
と
め
と
し
て
、「
遺
跡
・
遺
物
の

社
会
史
」
が
従
来
の
考
古
学
史
を
再
構
成
す
る
と
と
も
に
、
隣
接
分
野
に

対
し
て
考
古
学
の
新
た
な
可
能
性
を
示
し
得
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

審
査
要
旨

櫻
井
準
也
君
に
よ
る
本
論
文
は
、
現
代
か
ら
見
た
「
過
去
」
の
遺
跡
・

遺
物
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
察
か
ら
、
そ
の
後
の
人
々
の
認
識
へ
と
視
野

を
広
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
画
期
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
。
ま
ず
、
そ
の
手
法
は
前
段
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
歴
史
を

政
治
・
経
済
・
文
化
・
社
会
な
ど
に
よ
る
基
準
の
時
間
枠
を
超
え
て
、
先

史
、
古
代
、
古
代
末
か
ら
中
世
、
近
世
と
、
独
自
に
区
分
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
人
々
の
過
去
の
モ
ノ
に
対
す
る
認
識
を
探
る

と
い
う
、
客
観
的
な
考
察
が
極
め
て
斬
新
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
段
に
お
い

て
は
、
遺
跡
・
遺
物
に
関
す
る
「
伝
説
」
と
「
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
と
い

う
観
点
か
ら
数
多
く
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
詳
細
な
分
析
に
よ
り
、

遺
跡
・
遺
物
に
対
す
る
当
時
の
人
々
の
認
識
と
そ
の
利
用
に
つ
い
て
多
面

的
か
つ
実
証
的
に
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
膨
大
な
新
聞
記
事

を
用
い
て
論
考
し
た
近
代
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
の
民
衆
意
識
研
究
や
、

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
通
し
て
検
証
し
た
現
代
社
会
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物

利
用
の
分
析
な
ど
は
極
め
て
優
れ
た
論
考
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

今
後
の
考
古
学
と
社
会
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
い
く
上
で
示
唆
に
富
ん
だ

研
究
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
本
研
究
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
考
古
学
的
資
料
が
歴
史
学
・
民
俗

学
・
各
種
人
類
学
・
社
会
学
な
ど
周
辺
諸
分
野
に
も
活
用
で
き
る
こ
と
を

具
体
的
に
提
示
し
た
点
や
、
扱
わ
れ
て
い
る
資
料
・
史
料
も
先
史
時
代
か

ら
現
代
に
及
び
、
文
献
史
料
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
も
の
が
多
い
点
な
ど
も
、
従
来
の
考
古
学
研
究
と
は
一
線

を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
資
料
・
史
料
の
分
析
法

か
ら
み
て
も
、
二
部
か
ら
な
る
構
成
の
組
み
立
て
方
法
か
ら
み
て
も
説
得

力
あ
る
論
文
と
し
て
高
い
評
価
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
若
干
の
問
題
点
も
存
す
る
よ
う
に
思
う
。
例
え

ば
、
古
墳
の
転
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
古
墳
は
造
営
当
初
、
墳
丘
面
を
葺

石
が
覆
っ
て
い
た
が
、
七
世
紀
後
半
に
な
っ
て
墳
丘
に
樹
木
が
植
え
ら
れ

た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
古
墳
の
景
観
が
大
き
く
変
わ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
考
古
学
の
立
場
か
ら
も
か
か
る
問
題
に
つ
い

て
の
論
及
が
な
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
古
墳
と
樹
木
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
近
世
の
陵
墓
に
植
え
ら
れ
て
い
た
樹
木
が
近
代
に
陵
墓
整
備
の
た
め

史

学
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丹
村

義

に
大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
指
摘
も
参
考
に
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
、
史
料

解
釈
上
の
問
題
と
し
て
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
玉
丘
伝
承
に
関
し
、
細

部
に
お
よ
ぶ
問
題
で
は
あ
る
が
、
朝
日
夕
日
に
「
玉
」（
葺
石
）
が
光
り

輝
く
の
で
「
玉
丘
」
と
命
名
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
朝
日

長
者
伝
説
と
は
無
縁
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
櫻
井
君
の
研
究
に
対
す
る
批
判
点
と
し

て
過
大
に
取
り
上
げ
る
必
要
は
全
く
あ
る
ま
い
。
同
君
が
挑
ん
だ
「
遺

跡
・
遺
物
の
社
会
史
」
の
研
究
対
象
は
あ
ま
り
に
も
広
く
、
一
個
人
の
力

で
す
べ
て
の
時
期
の
す
べ
て
の
資
料
・
史
料
を
博
捜
し
、
完
璧
に
説
明
し

て
い
く
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
境
地
に
鋭
く
深
く

踏
み
込
ん
だ
本
論
文
の
意
義
は
、
い
さ
さ
か
も
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
な
い
と

信
じ
る
。
そ
し
て
、
本
研
究
の
成
果
が
考
古
学
界
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学

や
民
俗
学
、
さ
ら
に
は
文
化
財
政
策
学
な
ど
他
の
多
く
の
学
問
分
野
に
も

新
た
な
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
た
い
。
以

上
に
よ
り
審
査
員
一
同
は
、
本
論
文
の
著
者
、
櫻
井
準
也
君
が
博
士
（
史

学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
に
相
応
し
い
と
判
断
す
る
。

論
文
審
査
担
当
者

主
査

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
・
教
授

阿
部
祥
人

副
査

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
・
教
授

三
宅
和
朗

副
査

法
政
大
学
大
学
院
人
間
社
会
研
究
科
・
教
授

馬
場
憲
一

学
識
確
認

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
・
教
授

阿
部
祥
人

二
〇
〇
九
年
度
修
士
論
文
要
旨

〔
日
本
史
学
専
攻
〕

鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
裁
許
文
言
に
関
す
る
若
干
の
考
察

本
稿
は
、
笠
松
宏
至
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
中
世
法
や
裁
判
の
特
異

性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
に
多
用
さ
れ
て
い
る
裁
許
文

言
や
用
語
を
切
り
口
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
の
あ
り
方
を
考
察
し
た

も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
枝
葉
と
悪
口
、
狼
藉
、
無
証
拠
、
胸
臆
と
い
う
用
語
の

使
用
例
を
基
に
具
体
的
な
意
味
を
明
確
化
す
る
と
共
に
、
裁
許
状
に
お
け

る
位
置
付
け
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
当
該
訴
件

を
排
斥
す
る
不
及
沙
汰
裁
許
に
主
と
し
て
採
用
さ
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ

り
、
そ
の
根
拠
を
端
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ

ら
の
用
語
は
、
用
語
の
一
般
的
意
味
を
越
え
る
法
律
用
語
と
し
て
使
用
さ

れ
、
政
治
性
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
で
は
、
不
及
沙
汰
裁
許
の
成
立
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、

不
及
沙
汰
裁
許
の
時
期
に
よ
る
数
量
的
変
化
と
政
治
的
施
策
と
の
関
係
を

通
じ
て
幕
府
裁
判
の
あ
り
方
の
一
面
を
考
察
し
た
。
不
及
沙
汰
裁
許
の
成

立
要
件
に
は
、﹇
Ａ
﹈
訴
訟
管
轄
外
、﹇
Ｂ
﹈
準
則
違
反
、﹇
Ｃ
﹈
審
理
不

可
、﹇
Ｄ
﹈
勝
敗
明
確
、﹇
Ｅ
﹈
合
意
成
立
、﹇
Ｆ
﹈
慣
習
に
立
脚
の
六
類

彙

報

一
五
七
（
二
五
五
）


