
　
　
修
士
論
文
要
旨
（
令
和
三
年
度
）

　

令
和
三
年
度
に
提
出
さ
れ
た
修
士
論
文
は
、
文
学
研
究
科
文
化
財
史
料
学
専
攻
十
八
編
、
社
会
学
研
究
科
社
会
学
専
攻
（
臨
床
心
理
学
コ
ー
ス
）
六
編
の
、
合
わ
せ
て

二
十
四
編
で
あ
る
。

　

各
論
文
の
要
旨
を
次
に
掲
載
す
る
。
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南
宋
前
半
期
の
国
家
財
政
に
お
け
る
「
和
糴
」
と
「
賑
糶
」

沖
　
　
本
　
　
将
　
　
晃

　

本
論
文
は
、
宋
代
の
国
家
財
源
確
保
の
一
部
と
し
て
、
政
府
が
民
間
か
ら
穀

物
を
買
い
上
げ
る
「
和
糴
」
と
救
済
措
置
と
し
て
民
間
に
穀
物
を
安
価
で
売
り

出
す
「
賑
糶
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
扱
う
時
代
は
南
宋
前

半
期
に
お
け
る
初
代
の
皇
帝
高
宗
（
一
一
二
七
年
）
か
ら
四
代
目
の
皇
帝
寧
宗

（
一
二
二
四
）
ま
で
の
期
間
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
南
宋
期
に
お
い
て
政
府
が

過
度
な
徴
収
を
行
い
、
民
衆
を
苦
し
め
て
い
た
と
さ
れ
る
和
糴
の
先
行
研
究
を
紹

介
し
、
弊
害
ば
か
り
が
目
立
つ
に
も
関
わ
ら
ず
、
存
続
し
た
意
義
を
探
る
。

　

第
一
章
「
北
宋
期
ま
で
の
和
糴
」
で
は
、
和
糴
制
度
自
体
を
捉
え
直
す
た
め
に
、

和
糴
の
起
源
に
ま
で
遡
り
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
触
れ
、
南
宋
期
に
お
い
て
継
承

さ
れ
た
点
を
考
察
す
る
。
本
章
で
は
唐
代
後
半
か
ら
和
糴
が
軍
糧
確
保
と
救
荒
備

蓄
を
目
的
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
北
宋
に
つ
い
て

は
、
三
、四
代
目
の
真
宗
・
仁
宗
期
か
ら
北
方
に
対
す
る
国
境
守
備
軍
の
軍
糧
確

保
の
需
要
が
高
ま
っ
た
が
、
河
北
や
陝
西
等
の
地
で
は
土
地
が
豊
か
で
な
く
、
生

産
性
が
乏
し
く
生
産
者
で
あ
る
農
民
に
和
糴
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
土

地
が
肥
沃
で
生
産
性
の
あ
る
東
南
地
方
を
和
糴
の
対
象
地
と
し
、
首
都
の
開
封
に

輸
送
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
解
明
し
た
。

　

第
二
章
「
南
宋
前
半
期
に
お
け
る
和
糴
」
で
は
、
南
宋
期
に
お
い
て
和
糴
の
弊

害
が
目
立
っ
た
要
因
を
探
求
す
る
た
め
に
、
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
軍
糧
確
保
と

救
荒
備
蓄
と
を
考
察
し
、
和
糴
に
よ
る
徴
収
方
法
に
関
す
る
問
題
の
有
無
を
検
討

す
る
。
ま
た
本
章
で
は
、
軍
糧
確
保
が
戦
時
中
に
優
先
し
て
行
わ
れ
、
救
荒
備
蓄

が
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
豊
作
時
に
行
わ
れ
、
災
害
時
に
は
和
糴
の
免
除
や

減
額
等
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
た
め
、
和
糴
の
目
的
が
そ
の
時
の
国
際
情
勢
や

豊
凶
の
状
況
な
ど
を
鑑
み
て
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
た
。

　

第
三
章
「
南
宋
前
半
期
に
お
け
る
賑
糶
」
で
は
、
ま
ず
南
宋
期
に
救
済
措
置
と

し
て
行
わ
れ
た
賑
糶
・
賑
濟
の
目
的
や
実
施
方
法
等
を
考
察
し
、
政
府
が
そ
れ
を

民
衆
に
対
し
て
行
っ
た
理
由
を
検
討
す
る
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
、
二
代
目

の
孝
宗
期
に
賑
糶
に
関
す
る
事
例
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
着
眼
し
、

＊
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そ
の
理
由
が
流
民
の
増
加
と
孝
宗
に
よ
る
民
心
収
攬
政
策
と
関
連
す
る
こ
と
を
取

り
上
げ
た
。
ま
た
そ
れ
に
よ
り
、
賑
糶
が
当
時
の
国
際
情
勢
と
政
治
路
線
と
結
び

つ
き
、
民
衆
に
対
し
て
行
う
単
な
る
救
済
措
置
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ

と
を
解
明
し
た
。

　

第
四
章
「
救
済
用
倉
庫
に
つ
い
て
」
で
は
、
従
来
の
研
究
で
南
宋
期
に
救
済
用

倉
庫
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
き
た
常
平
倉
と
義
倉
を
考
察
し
、
そ
れ

ら
が
一
定
以
上
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
ま
た
そ
れ
ら
が
機
能
し
て
い

な
か
っ
た
要
因
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
本
章
で
は
常
平
倉
・
義
倉
、
紹
興
の
末

年
に
新
設
さ
れ
た
豊
儲
倉
を
通
じ
て
、
和
糴
が
賑
糶
用
の
米
を
補
充
す
る
為
の
措

置
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
和
糴
と
賑
糶
と
の
関
係
性
が
強
化
さ
れ
、
和
糴
が
救

済
措
置
と
結
び
つ
く
性
質
が
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
。

　

以
上
の
考
察
の
後
、
和
糴
が
救
済
用
倉
庫
を
通
じ
て
賑
糶
用
の
米
の
補
充
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
救
済
措
置
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
ま

た
、
和
糴
が
救
済
用
倉
庫
や
賑
糶
等
と
結
び
つ
き
、
民
衆
に
対
す
る
救
済
措
置
を

支
援
し
て
い
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
南
宋
期
に
お
い
て
存
続
し
た

意
義
を
見
出
せ
た
。
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そ
の
理
由
が
流
民
の
増
加
と
孝
宗
に
よ
る
民
心
収
攬
政
策
と
関
連
す
る
こ
と
を
取

り
上
げ
た
。
ま
た
そ
れ
に
よ
り
、
賑
糶
が
当
時
の
国
際
情
勢
と
政
治
路
線
と
結
び

つ
き
、
民
衆
に
対
し
て
行
う
単
な
る
救
済
措
置
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ

と
を
解
明
し
た
。

　

第
四
章
「
救
済
用
倉
庫
に
つ
い
て
」
で
は
、
従
来
の
研
究
で
南
宋
期
に
救
済
用

倉
庫
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
き
た
常
平
倉
と
義
倉
を
考
察
し
、
そ
れ

ら
が
一
定
以
上
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
ま
た
そ
れ
ら
が
機
能
し
て
い

な
か
っ
た
要
因
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
本
章
で
は
常
平
倉
・
義
倉
、
紹
興
の
末

年
に
新
設
さ
れ
た
豊
儲
倉
を
通
じ
て
、
和
糴
が
賑
糶
用
の
米
を
補
充
す
る
為
の
措

置
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
和
糴
と
賑
糶
と
の
関
係
性
が
強
化
さ
れ
、
和
糴
が
救

済
措
置
と
結
び
つ
く
性
質
が
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
。

　

以
上
の
考
察
の
後
、
和
糴
が
救
済
用
倉
庫
を
通
じ
て
賑
糶
用
の
米
の
補
充
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
救
済
措
置
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
ま

た
、
和
糴
が
救
済
用
倉
庫
や
賑
糶
等
と
結
び
つ
き
、
民
衆
に
対
す
る
救
済
措
置
を

支
援
し
て
い
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
南
宋
期
に
お
い
て
存
続
し
た

意
義
を
見
出
せ
た
。

100奈良大学大学院研究年報　第28号（2023年）

日
韓
に
伝
存
す
る
半
跏
像
の
比
較
検
討
を
通
じ
た
中
宮
寺
像
の
位
置
づ
け

金
　
　
　
　
　
徳
　
　
和

　

日
韓
に
伝
存
す
る
半
跏
像
の
研
究
史
を
辿
る
と
と
も
に
、
多
く
の
作
品
の
比
較
検

討
を
通
じ
て
半
跏
像
の
様
式
的
な
系
譜
を
把
握
す
る
。
そ
の
上
で
、
現
在
中
宮
寺
に

本
尊
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
木
造
菩
薩
半
跏
像
に
つ
い
て
、
歴
史
、
様
式
、
時
代
性
な

ど
全
般
的
な
把
握
を
行
い
、
と
く
に
同
像
が
韓
国
の
半
跏
像
と
ど
の
よ
う
な
関
連
や

影
響
関
係
を
持
つ
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
同
像
の
位
置
づ
け
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
全
体
は
、
以
下
の
三
章
で
構
成
し
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
日
韓
半
跏
像
の
研
究
史
や
百
済
・
新
羅
時
代
の
半
跏
像
に
つ
い
て

検
証
す
る
。
百
済
の
主
要
な
半
跏
像
に
は
、
六
世
紀
前
半
の
中
国
南
北
朝
様
式
が
現

れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
長
身
か
つ
偏
平
な
体
躯
に
、
厚
手
で
し
か
も
観

念
的
に
表
さ
れ
た
衣
文
と
、
柔
ら
か
み
の
加
わ
っ
た
褶
襞
表
現
に
特
徴
が
あ
る
。
ま

た
、
右
膝
に
裳
裾
が
波
状
に
ま
と
い
つ
く
様
、
左
右
の
腰
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
腰

佩
垂
飾
で
は
、
真
っ
直
ぐ
左
右
対
称
に
垂
下
す
る
腰
帯
の
表
現
が
見
ら
れ
、
膝
下
に

は
「
Ｕ
字
形
」
の
衣
文
表
現
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
特
色
が
挙
げ
ら
れ
る
。
七
世
紀
初

頭
の
百
済
半
跏
像
は
、
中
国
斉
隋
様
式
の
影
響
を
色
濃
く
示
す
。
特
に
、
瑞
山
磨

崖
仏
の
半
跏
像
に
み
ら
れ
る
童
顔
を
思
わ
せ
る
表
現
、
半
跏
し
た
右
膝
下
の
段
層
的

に
大
き
く
折
り
た
た
ん
だ
衣
文
表
現
や
蓮
華
座
の
形
式
な
ど
は
、
百
済
末
期
の
特

色
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
新
羅
の
半
跏
像
は
、
そ
の
源
流
と
思
わ
れ
る
様
式

が
中
国
北
斉
の
作
品
に
求
め
ら
れ
る
。
山
東
省
青
州
出
土
石
造
半
跏
思
惟
像
は
そ

れ
に
当
た
る
作
品
と
し
て
例
示
で
き
る
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
腰
佩
垂
飾
の

表
現
で
、
と
く
に
玉
環
の
表
現
に
お
い
て
、
輪
通
し
繋
ぎ
と
は
違
っ
て
綬
帯
が
上

下
で
分
離
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
宝
八
三
号
像
か
ら
広
隆
寺
像
、
奉
化
北
枝
里
像

と
展
開
す
る
特
色
で
あ
る
。
ま
た
、
腰
佩
垂
飾
の
デ
ザ
イ
ン
が
左
右
で
異
な
っ
て

い
る
の
も
、
新
羅
半
跏
像
で
あ
る
こ
と
を
判
明
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
。

　

二
章
で
は
中
宮
寺
半
跏
像
に
関
す
る
歴
史
、
像
の
概
要
、
中
宮
寺
像
の
研
究
史

な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
。
中
宮
寺
像
の
制
作
年
代
を
考
え
る
上
で
特
に
注
目
し
た

の
は
、
金
子
啓
明
氏
の
様
式
的
視
点
に
よ
る
考
察
で
あ
る
。
氏
は
中
宮
寺
像
に
は

飛
鳥
期
の
仏
像
形
式
と
白
鳳
期
の
そ
れ
と
が
共
存
し
て
お
り
、
制
作
時
期
を
飛
鳥

時
代
に
求
め
る
と
こ
は
難
し
い
と
論
じ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
飛
鳥
・
白
鳳
期
に
み

ら
れ
る
仏
像
の
特
色
を
検
証
し
、
中
宮
寺
像
に
み
ら
れ
る
飛
鳥
的
な
要
素
と
白
鳳

的
な
要
素
の
混
在
を
検
討
し
た
。
中
宮
寺
像
に
は
、
た
し
か
に
表
現
の
穏
や
か
さ

＊
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や
奥
行
き
表
現
に
お
い
て
白
鳳
期
的
な
特
徴
も
認
め
ら
れ
る
が
、
飛
鳥
彫
刻
の
典

型
作
例
で
あ
る
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
に
見
ら
れ
る
造
形
の
特
色
と
い
う
べ
き

神
秘
性
、
抽
象
性
、
非
写
実
性
、
装
飾
性
な
ど
が
重
要
な
要
素
と
し
て
踏
襲
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
が
ま
ず
重
要
な
視
点
と
考
え
る
。

　

韓
国
の
半
跏
像
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
が
飛
鳥
時
代

の
半
跏
像
の
造
像
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
法
隆
寺
献
納
宝
物
や
広
隆
寺
像
な
ど

か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
、
飛
鳥
・
白
鳳
期
の
様
式
を
合

わ
せ
も
つ
中
宮
寺
像
の
特
色
を
、
韓
国
半
跏
像
と
の
関
係
も
加
え
た
様
々
な
面
か

ら
比
較
検
討
す
る
。 

ま
ず
、
中
宮
寺
像
の
双
髻
に
つ
い
て
は
、
中
宮
寺
が
尼
寺

で
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
意
図
的
に
女
性
性
を
強
調
す
る
た
め
の
表
現
の

一
部
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
確
か
で
は
な
い
。
韓
国
の
仏
像
で
は
、
双
髻
を

表
す
仏
像
の
事
例
は
、
朝
鮮
時
代
の
文
殊
菩
薩
像
な
ど
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
も
、
双
髻
は
七
世
紀
後
半
か
ら
末
の
仏
像
な
ど
に
見
ら

れ
特
徴
で
、
飛
鳥
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
形
と
い
え
、
主
要
な
遺
品
と
し
て
は
中

宮
寺
像
の
ほ
か
法
隆
寺
金
堂
天
蓋
の
奏
楽
飛
天
な
ど
に
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
日

本
に
お
い
て
双
髻
は
、
菩
薩
像
を
表
す
一
つ
の
形
式
で
あ
る
と
は
い
え
る
が
、
そ

れ
は
韓
半
島
の
影
響
よ
り
、
中
国
の
影
響
と
考
え
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
。
大

阪
市
立
美
術
館
蔵
の
菩
薩
交
脚
龕
像
が
好
例
で
あ
る
。
次
に
注
目
す
る
の
は
、
中

宮
寺
像
の
頭
部
に
残
存
し
て
い
る
釘
穴
で
あ
る
。
こ
の
痕
跡
か
ら
み
る
と
、
当
初

宝
冠
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
宝
冠
の
形
態
や
大
き
さ
に
し
て
は
想

定
し
難
い
。
た
だ
宝
冠
の
形
態
が
国
宝
八
三
号
像
や
広
隆
寺
像
の
よ
う
な
シ
ン
プ

ル
な
三
山
冠
ま
た
は
、
慶
尚
南
道
梁
山
で
出
土
さ
れ
た
金
銅
菩
薩
半
跏
像
の
よ
う

に
、
化
仏
が
宝
冠
に
現
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
新
羅
の
系
譜
に
属
す
る
像
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
行
わ
れ
た
中
宮
寺
像
に
つ
い
て
の
研
究
成

果
な
ど
か
ら
み
る
と
、
中
宮
寺
像
の
宝
冠
は
、
百
済
観
音
像
や
夢
殿
救
世
観
音
像

と
類
似
の
宝
冠
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
光
背
の
表
現
は
、
百
済
の

制
作
で
あ
る
瑞
山
磨
崖
仏
の
本
尊
に
見
え
る
光
背
と
、
全
羅
北
道
益
山
蓮
洞
里
の

石
造
如
来
坐
像
の
光
背
と
は
、
完
全
な
一
致
と
は
い
え
な
い
が
、
中
宮
寺
像
に
見

ら
れ
る
光
背
の
中
心
部
表
現
や
全
体
的
な
構
成
を
考
え
る
と
、
百
済
系
と
は
無
関

係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
中
宮
寺
像
に
百
済
半
跏
像
ま
た
は
、
七
世

紀
の
百
済
仏
像
の
様
式
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
七
世
紀
の
百

済
仏
に
は
中
国
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
か
ら
、
中
宮
寺
像
に
現
れ
る
上
記
の
よ

う
な
独
特
な
表
現
は
、
韓
半
島
の
み
な
ら
ず
中
国
の
間
接
的
な
影
響
を
も
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
も
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
中
宮
寺
像
は
時
代
的
に
は
飛
鳥
・
白
鳳
期
の
間
に
造

像
さ
れ
た
が
、
野
中
寺
像
や
法
隆
寺
献
納
宝
物
一
五
六
よ
り
は
後
に
造
像
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
七
世
紀
初
頭
に
造
像
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
瑞
山
磨

崖
仏
の
斉
隋
様
式
が
、
七
世
紀
半
ば
の
日
本
半
跏
像
の
造
像
に
大
き
な
影
響
を
与

え
、
百
済
が
滅
亡
し
た
六
六
〇
年
以
後
、
日
本
に
渡
来
し
た
百
済
の
工
人
（
仏
師
）

が
広
隆
寺
像
等
の
様
式
を
参
考
に
し
て
制
作
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
中
宮
寺
像
は

時
代
的
な
情
報
や
様
式
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
、
様
々
な
議
論
が
起
き
る
要
素
が
あ

る
。
た
ん
に
韓
国
の
半
跏
像
研
究
の
み
な
ら
ず
、
広
く
韓
国
仏
像
研
究
に
も
重
要

な
資
料
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
今
後
は
さ
ら
に
研
究
を
深
め
、
日
韓
両
国

の
学
術
的
交
流
を
通
じ
て
、
研
究
を
推
進
さ
せ
て
い
き
た
い
。
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伊
勢
神
宮
祭
主
の
研
究
〜
平
安
時
代
中
・
後
期
の
祭
主
と
神
祇
官
・
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
〜

丸
　
　
山
　
　
　
　
　
亮

　

祭
主
と
は
、
古
代
以
来
、
朝
廷
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
に
対
し
て
設
置
さ
れ
た

官
職
で
あ
る
。
神
祇
官
の
内
、
五
位
以
上
の
中
臣
氏
か
ら
選
ば
れ
、
四
時
祭
（
神

宮
で
行
わ
れ
る
四
種
の
神
事
）
に
、
朝
廷
よ
り
の
祭
使
（
奉
幣
使
）
と
し
て
、
伊

勢
神
宮
に
参
向
す
る
の
が
主
な
職
掌
で
あ
っ
た
。

　

祭
主
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
ま
ず
、
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
も
の
が
挙

げ
ら
れ
、
大
き
く
二
つ
の
見
解
に
分
か
れ
る
。
令
制
以
前
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
と

す
る
も
の（

１
）と
、
平
安
時
代
初
頭
に
成
立
し
た
と
す
る
も
の（
２
）で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
祭
主
の
職
掌
と
い
う
視
点
よ
り
、
再
検
討
を
試
み
た
。
次
に
、
十
世
紀

末
よ
り
祭
主
の
権
限
が
拡
大
す
る
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
、
勝
山
清
次
氏（
３
）

の
研
究
が
あ
る
。
勝
山
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
祭
主
の
権
限
拡
大
の
背
景
に
つ

い
て
、
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、『
延
喜
式
』
の
規
定
よ
り
、
特
に
そ
の
職
掌
に
注
目
し
、
祭
主

の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
『
延
喜
式
』
の
規
定
に
よ
る
と
、
祭
主
の
職
掌
は
、
①
伊
勢
神
宮
に
関
わ
る
も

の
（
神
宮
四
時
祭
の
祭
使
・
遷
宮
）、
②
朝
廷
に
お
け
る
神
祇
祭
祀
に
関
わ
る
も

の
（
祭
主
祈
祷
）
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
に
中

臣
氏
が
祭
使
と
し
て
発
遣
さ
れ
る
事
例
が
、
奈
良
時
代
よ
り
見
ら
れ
る
事
か
ら
、

奈
良
時
代
に
ま
で
遡
り
得
る
職
掌
で
あ
り
、
祭
主
の
本
質
的
な
職
掌
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
後
者
は
、
平
安
時
代
初
期
に
至
り
、
新
た
に
創
出
さ
れ
た
職
掌
で
あ

り
、
こ
の
頃
に
、
朝
廷
に
お
け
る
祭
主
の
地
位
に
変
化
が
あ
っ
た
事
を
示
す
と
思

わ
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
平
安
時
代
以
降
、
祭
主
が
神
祇
官
に
代
わ
り
、
伊
勢
神
宮
の
人

事
や
行
財
政
に
関
与
し
、
神
宮
長
官
と
し
て
の
地
位
を
成
立
さ
せ
る
過
程
に
つ
い

て
考
察
し
た
。

　

伊
勢
神
宮
は
、
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
〜
十
二
年
頃
か
ら
、「
神
祇
官
―
大
神

宮
司
―
祢
宜
」
の
指
揮
命
令
系
統
に
よ
り
、
管
理
・
運
営
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

十
世
紀
末
に
至
り
、「
祭
主
―
大
神
宮
司
―
祢
宜
」
に
変
容
し
、
神
宮
長
官
と
し

て
の
地
位
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
支
配
体
制
の
成
立

は
、
勝
山
氏
が
指
摘
し
た
、
十
一
世
紀
末
で
は
な
く
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
か

ら
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
に
か
け
て
祭
主
職
を
務
め
た
、
大
中
臣
永
頼
の
頃
で

＊
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あ
る
事
を
指
摘
し
た
。

　

第
三
章
で
は
、
十
世
紀
末
に
、
祭
主
が
神
宮
長
官
と
し
て
の
地
位
を
成
立
さ
せ

る
こ
と
の
背
景
に
つ
い
て
、
当
該
期
の
神
祇
官
・
伊
勢
神
宮
の
変
容
よ
り
考
察
し

た
。

　

神
祇
官
で
は
、
十
世
紀
以
降
、
神
祇
伯
に
諸
王
が
任
命
さ
れ
、
中
臣
氏
は
次
官

に
任
命
さ
れ
る
事
が
慣
例
化
し
て
お
り
、
残
存
史
料
か
ら
も
、
神
宮
に
対
す
る
神

祇
官
の
関
与
は
、
薄
弱
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
神
宮
で
は
、
九
世
紀
以
降
、
神

宮
の
経
済
基
盤
で
あ
る
神
郡
が
拡
大
し
、
神
宮
の
現
地
責
任
者
で
あ
る
大
神
宮
司

の
役
割
が
増
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同
時
期
に
大
神
宮
司
が
増
員
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
職
を
め
ぐ
り
身
内
で
対
立
し
、
そ
の
権
威
が
動
揺
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
祢
宜
に
お
い
て
も
、
十
世
紀
以
降
、
そ
の
員
数
を
増
加
さ
せ
、
伊
勢
国
内

外
に
独
自
の
経
済
基
盤
で
あ
る
御
厨
・
御
園
を
形
成
す
る
な
ど
、
勢
力
を
伸
長
し

て
い
る
事
が
見
て
取
れ
る
と
指
摘
し
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
十
世
紀
末
の
神
宮
長
官
と
し
て
の
祭
主
は
、
神
祇
官
に

よ
る
神
宮
の
支
配
が
薄
弱
と
な
る
中
、
朝
廷
の
神
祇
行
政
を
運
営
し
、
さ
ら
に
、

伊
勢
国
現
地
に
お
い
て
変
容
し
つ
つ
あ
る
、
大
神
宮
司
と
祢
宜
を
再
編
し
て
い
た

事
を
指
摘
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
殆
ど
言
及
さ
れ
る
事
の
無
か
っ
た
、
平
安
時

代
以
降
の
神
祇
官
・
伊
勢
神
宮
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察

し
た
こ
と
に
、
先
行
研
究
と
の
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
の
課
題

と
し
て
は
、
平
安
時
代
中
・
後
期
の
神
祇
官
・
祭
主
の
財
政
面
の
解
明
を
挙
げ
た
。

注（
１
）   

上
田
正
昭
「
祭
官
の
成
立
〜
中
臣
と
日
祀
と
日
置
と
〜
」『
日
本
古
代
国
家
論
究
』

塙
書
房
、
一
九
六
八
年
（
初
出
一
九
六
四
年
）。
春
名
宏
昭
「
神
祇
少
副
に
つ
い
て
」

『
律
令
国
家
官
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。

（
２
）   

藤
森
馨
「
平
安
時
代
前
期
の
大
中
臣
氏
と
神
宮
祭
主
〜
祭
主
制
度
成
立
に
関
す
る
一

試
論
〜
」『
平
安
時
代
の
宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』
大
明
堂
、
二
〇
〇
〇
年
（
初
出

一
九
八
六
年
）

（
３
）   

勝
山
清
次
「
北
伊
勢
と
伊
勢
神
宮
」『
四
日
市
市
史
』
通
史
篇
古
代
・
中
世
、
四
日

市
市
、
一
九
九
五
年
。
同
「
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
祭
主
支
配
の
成
立
と
展
開
」『
中

世
伊
勢
神
宮
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
（
初
出
一
九
九
九
年
）
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南
北
朝
時
代
に
お
け
る
挙
状
の
機
能
と
効
力
に
つ
い
て

真
　
　
下
　
　
卓
　
　
也

　

本
稿
は
、
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
挙
状
の
機
能
と
効
力
に
つ
い
て
論
ず
る
も
の

で
あ
る
。

　

相
田
二
郎
氏
は
著
書
『
日
本
の
古
文
書
上
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
）
の
な

か
で
、
挙
状
を
「
下
位
の
者
か
ら
申
出
た
こ
と
を
、
上
位
の
者
に
取
次
い
で
吹
挙

す
る
為
め
に
出
す
文
書
、
又
下
位
の
者
か
ら
上
位
の
者
に
奉
る
文
書
を
取
次
ぐ
時

に
出
す
文
書
」
と
定
義
し
て
い
る
。
挙
状
の
推
薦
状
と
し
て
の
役
割
を
端
的
に
示

し
た
定
義
で
あ
る
。

　

南
北
朝
時
代
、
と
り
わ
け
南
北
朝
初
期
（
観
応
の
擾
乱
以
前
）
に
お
け
る
挙
状

の
分
析
を
行
っ
た
の
が
、
漆
原
徹
氏
で
あ
る
（「
守
護
挙
状
の
機
能
と
特
徴
」（
同

『
中
世
軍
忠
状
と
そ
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
、
初
出
一
九
九
七
））。

漆
原
氏
は
挙
状
の
吹
挙
内
容
が
大
き
く
軍
忠
・
恩
賞
・
安
堵
・
訴
訟
の
四
種
類

に
分
類
で
き
、
そ
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
将
軍
の
執
事
た
る
高
師
直
が
一
括
受
理

し
、
関
係
機
関
へ
配
布
し
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
。
そ
し
て
、
挙
状
を
幕
府
の

所
領
安
堵
・
恩
賞
給
付
制
度
上
必
要
不
可
欠
な
文
書
で
あ
る
と
評
価
し
、
幕
府
は

挙
状
の
発
給
権
（
戦
功
注
進
権
）
を
足
利
一
門
の
守
護
・
大
将
に
集
中
さ
せ
、
国

人
掌
握
強
化
を
図
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
近
年
は
軍
事
関
係
文
書
を
検
討
す
る
際
、
発
給
者
側
の
権
限
や
制

度
だ
け
で
は
な
く
、
文
書
を
入
手
・
利
用
す
る
受
給
者
側
の
視
点
を
重
要
視
す
べ

き
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
堀
川
康
史
「
北
陸
道
「
両
大
将
」
と
守
護
・
国

人
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
一
四
、二
〇
一
四
））。
個
々
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
従
来
の
制
度
史
的
な
理
解
で
は
な
く
、
内
乱
の
実
態
に
則
し
た
軍

事
関
係
文
書
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
（
永
山
愛
「
元
弘
・
建
武
内
乱
期
に
お

け
る
軍
事
編
成
―
南
北
朝
最
初
期
の
軍
勢
催
促
状
の
検
討
―
」（『
歴
史
学
研
究
』

九
八
六
、二
〇
一
九
））。

　

以
上
の
よ
う
な
研
究
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
申
状
等
の
国
人
側
の
史

料
を
踏
ま
え
て
、
南
北
朝
時
代
の
挙
状
に
再
検
討
を
加
え
、
受
給
者
側
か
ら
見
た

挙
状
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
相
馬
岡
田
氏
・
播
州
清

水
寺
・
安
積
氏
に
残
さ
れ
た
挙
状
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
相
馬
岡
田
氏
の
挙
状
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
同
氏
は
積
極
的
な
挙

状
の
獲
得
に
よ
り
所
領
の
拡
大
を
目
指
し
た
。
結
局
拡
大
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
け

＊
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れ
ど
も
、
挙
状
自
体
は
存
亡
の
危
機
に
ま
で
陥
っ
た
際
の
軍
忠
の
証
明
と
し
て
の

効
力
を
保
ち
、
相
馬
岡
田
氏
に
保
管
さ
れ
、
恩
賞
申
請
の
際
に
利
用
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

第
二
章
で
は
播
州
清
水
寺
の
挙
状
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
播
州
清
水
寺
は
、
幕

府
の
支
援
を
取
り
付
け
る
た
め
挙
状
獲
得
に
奔
走
し
た
。
播
磨
の
守
護
で
あ
る
赤

松
氏
の
み
な
ら
ず
、
経
済
・
信
仰
両
面
で
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
丹
波
国
の
守
護

で
あ
る
仁
木
頼
章
に
も
挙
状
発
給
を
求
め
た
。
し
か
も
、
自
ら
の
訴
え
が
有
利
に

進
む
よ
う
事
実
の
改
変
ま
で
行
い
、
赤
松
氏
・
仁
木
氏
双
方
に
も
矛
盾
が
無
い
よ

う
に
挙
状
を
発
給
し
て
も
ら
う
よ
う
に
依
頼
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
挙
状
と
言
う

の
は
多
分
に
受
給
者
側
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
章
で
は
安
積
氏
の
挙
状
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
安
積
氏
の
事
例
か
ら
は
、

手
続
き
を
終
え
本
来
の
効
力
を
終
え
た
挙
状
が
、「
幕
府
へ
請
求
し
た
」
あ
る
い

は
「
守
護
・
大
将
が
推
薦
し
た
」
と
い
う
副
次
的
効
力
を
持
ち
え
た
と
い
う
こ
と

が
判
明
し
た
。
国
人
は
、
幕
府
に
対
し
て
の
請
求
証
拠
・
地
域
権
力
に
対
し
て
は

保
証
証
拠
と
い
う
副
次
的
効
力
を
挙
状
に
見
出
し
、
取
り
戻
さ
れ
、
保
管
さ
れ
、

公
験
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

受
給
者
側
の
意
向
を
受
け
な
が
ら
発
給
さ
れ
た
挙
状
は
、
手
続
き
を
終
え
本
来

的
な
効
力
を
失
っ
た
の
ち
も
、
軍
忠
や
恩
賞
請
求
の
際
の
公
験
文
書
と
し
て
、
知

行
保
証
の
公
験
文
書
と
し
て
の
効
力
を
保
ち
な
が
ら
、
保
管
・
利
用
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
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