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小
野
　
諒
巳
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『『
古
事
記
』
倭
建
命
物
語
の
研
究
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
小
野
諒
巳
提
出
の
論
文
「『
古
事
記
』
倭
建
命
物
語
の
研
究
」
は
、『
古
事
記
』
の
倭
建
命

の
西
征
・
東
征
を
考
察
の
対
象
と
し
、
倭
建
命
物
語
に
独
自
の
表
現
が
国
土
平
定
を
語
る
う

え
で
果
た
し
た
役
割
を
解
く
と
い
う
意
図
の
も
と
、
序
論
、
本
論
全
十
章
、
結
論
に
よ
っ
て

構
成
し
、『
古
事
記
』
の
物
語
展
開
に
沿
っ
て
各
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
序
論
で
は
、
西
征
は
上
巻
の
神
話
文
脈
に
強
く
依
拠
し
て
お
り
、
東
征
は
孝
霊
記
の
吉
備

国
言
向
や
崇
神
記
の
東
方
十
二
道
平
定
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
倭
建
命

の
西
東
征
討
は
葦
原
中
国
平
定
や
神
武
東
征
な
ど
に
連
な
り
、
同
じ
国
土
平
定
を
語
る
も
の

で
あ
り
な
が
ら
も
、
登
場
人
物
の
心
情
表
出
を
主
と
す
る
歌
々
を
多
く
含
み
持
つ
点
で
、
独

自
の
抒
情
的
物
語
性
を
獲
得
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
扱
う
「
倭
建
命
」
の
名
は
、
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ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
と
よ
む
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
第
一
章
「
倭
建
命
の
『
建
荒
之
情
』
―
被
派
遣
者
の
資
質
―
」
で
は
、
倭
建
命
の
気
質
を
語

る
「
建
荒
之
情
」
の
表
現
を
考
察
す
る
。
「
建
」
は
言
向
の
担
い
手
た
る
資
質
に
関
わ
る
性
質

で
あ
り
、
「
荒
」
は
荒
ぶ
る
神
と
対
峙
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
尋
常
な
ら
ざ
る
力
の
源
で

あ
る
。「
建
荒
之
情
」
は
倭
建
命
の
被
派
遣
者
と
し
て
の
資
質
を
語
る
表
現
で
あ
り
、
同
時
に
、

他
者
を
害
し
損
な
う
「
荒
」
の
性
質
は
倭
建
命
と
倭
と
を
引
き
離
す
力
で
も
あ
っ
た
と
位
置

づ
け
る
。

　
第
二
章
「
出
雲
称
揚
の
歌
―
『
さ
み
な
し
』
の
解
釈
か
ら
―
」
で
は
、『
古
事
記
』
23
番
歌
（
以

下
『
古
事
記
』
の
歌
番
号
は
「
記
23
」
の
形
で
示
す
）
の
「
さ
み
な
し
」
は
「
錆
無
し
」
と

解
す
べ
き
で
、
「
あ
は
れ
」
は
出
雲
建
の
佩
刀
自
体
に
か
か
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
記
23
は

出
雲
建
嘲
笑
の
歌
で
は
な
く
、
出
雲
建
の
刀
剣
讃
美
の
歌
で
あ
る
と
論
じ
る
。
記
23
の
意
義
は
、

高
天
原
や
王
権
の
国
土
掌
握
に
関
わ
る
要
地
・
出
雲
の
掌
握
と
、
当
地
の
勇
士
の
讃
美
さ
れ

る
べ
き
佩
刀
の
入
手
を
語
り
、
倭
建
命
が
全
国
土
平
定
を
担
う
起
点
に
立
っ
た
こ
と
を
語
る

点
に
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
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第
三
章
「
弟
橘
比
売
命
入
水
条
の
表
現
―
象
徴
化
の
方
法
―
」
で
は
、
『
古
事
記
』
の
弟
橘

比
売
命
入
水
条
に
独
自
の
要
素
（
出
自
不
記
載
・
記
24
収
載
・
陵
墓
造
営
）
を
検
討
し
て
い
る
。

出
自
不
記
載
・
陵
墓
造
営
記
事
は
、
弟
橘
比
売
命
を
土
地
の
女
と
し
て
造
形
す
る
手
法
と
し

て
認
め
ら
れ
る
。「
橘
」
の
名
は
、
倭
建
命
が
通
過
し
た
ア
ヅ
マ
諸
国
と
縁
を
持
ち
、
記
24
「
さ

ね
さ
し
相
武
の
小
野
に
…
」
を
収
載
す
る
こ
と
で
相
武
国
と
も
深
く
結
び
つ
く
。
歌
と
発
話

で
弟
橘
比
売
命
と
倭
建
命
の
愛
情
が
語
ら
れ
る
当
該
条
は
、
〈
ア
ヅ
マ
の
女
〉
と
し
て
象
徴
化

さ
れ
た
弟
橘
比
売
命
と
倭
建
命
の
抒
情
的
物
語
と
し
て
東
征
の
事
績
を
定
着
さ
せ
る
意
義
を

有
し
て
い
た
と
結
論
付
け
る
。

　
第
四
章
「
酒
折
宮
問
答
歌
の
時
間
意
識
―
月
立
問
答
歌
へ
の
展
開
―
」
で
は
、
記
25
・
26

を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
記
25
は
、
倭
建
命
が
美
夜
受
比
売
を
思
慕
す
る
歌
で
あ
り
、
記
26
は
、

尾
張
へ
の
帰
着
が
間
近
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
美
夜
受
比
売
に
対
す

る
思
慕
を
基
底
に
据
え
る
酒
折
宮
問
答
歌
は
、
続
く
月
立
問
答
歌
に
説
得
性
を
与
え
る
も
の

と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
第
五
章
「
月
立
問
答
歌
の
敬
語
表
現
―
男
女
唱
和
の
視
点
か
ら
―
」
で
は
、
倭
建
命
と
美
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夜
受
比
売
と
の
婚
姻
に
際
し
て
歌
わ
れ
る
記
27
・
28
を
考
察
す
る
。
記
27
・
28
に
は
特
徴
的

な
敬
語
表
現
（
記
27
＝
下
位
者
へ
の
敬
語
。
記
28
＝
上
位
者
に
対
す
る
自
敬
表
現
）
が
あ
る
。

そ
れ
ら
は
相
手
と
の
親
密
さ
や
愛
情
の
表
現
と
解
さ
れ
、
そ
の
役
割
は
両
者
の
密
な
愛
情
関

係
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
『
古
事
記
』
は
東
征
全
体
を
美
夜
受
比
売
と
倭
建
命
の
恋
物
語
と
し

て
一
貫
さ
せ
る
。
そ
の
意
義
は
、
事
績
の
抒
情
的
物
語
化
を
通
し
て
享
受
者
の
記
憶
へ
の
定

着
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
。

　
第
六
章
「
白
猪
神
へ
の
「
言
挙
」
―
「
言
向
」
か
ら
逸
脱
す
る
倭
建
命
―
」
で
は
、
倭
建
命

の
伊
服
岐
能
山
登
攀
を
扱
っ
て
い
る
。
五
十
葺
山
の
神
を
「
大
蛇
」
と
す
る
『
日
本
書
紀
』

に
対
し
、
『
古
事
記
』
は
白
猪
と
す
る
。
荒
ぶ
ら
な
い
白
猪
神
は
言
向
の
対
象
で
は
な
く
、
そ

れ
を
討
と
う
と
す
る
倭
建
命
の
行
動
は
、
荒
ぶ
る
神
の
「
言
向
」
を
命
じ
た
天
皇
へ
の
背
反

と
も
い
え
る
。
こ
の
行
動
は
、
伊
勢
で
姨
に
吐
露
し
た
「
天
皇
に
死
を
願
わ
れ
て
い
る
」
と

い
う
認
識
を
強
く
意
識
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。

　
第
七
章
「
『
一
つ
松
』
歌
の
役
割
―
疲
弊
と
思
慕
と
を
語
る
歌
―
」
で
は
、
記
29
を
扱
っ
て

い
る
。
記
29
は
一
つ
松
を
立
派
な
大
夫
に
見
立
て
、
大
夫
に
相
応
し
い
大
刀
と
衣
を
与
え
た
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い
と
願
う
歌
で
あ
る
。
地
名
起
源
を
重
ね
て
倭
建
命
の
疲
弊
を
描
く
『
古
事
記
』
の
構
成
に

よ
れ
ば
、
記
29
は
立
派
な
松
の
長
生
不
変
と
倭
建
命
の
満
身
創
痍
と
を
鮮
明
に
対
比
す
る
も

の
と
い
え
る
。
ま
た
、
一
つ
松
の
許
に
置
き
忘
れ
た
「
御
刀
」
と
美
夜
受
比
売
の
許
へ
置
い

て
き
た
「
御
刀
」
と
の
連
想
か
ら
詠
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
記
33
へ
の
展
開
を
視
野
に
入
れ

た
歌
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
八
章
「
思
国
歌
に
み
る
倭
建
命
の
忠
心
」
で
は
、
思
国
歌
の
記
31
を
考
察
す
る
。
記
31

中
の
「
そ
の
子
」
と
「
髻
華
」
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
記
31
は
、
倭
に
属
す
る
人
々
に
天
皇
へ

の
奉
仕
を
命
じ
る
歌
で
あ
る
と
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
31
を
含
む
思
国
歌

に
は
、
倭
建
命
の
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
心
が
現
れ
て
お
り
、
思
国
歌
は
、
『
古
事
記
』
の
倭
建

命
を
天
皇
に
忠
実
な
被
派
遣
者
と
し
て
描
く
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。

　
第
九
章
「
倭
建
命
辞
世
歌
の
役
割
―
東
征
の
終
焉
を
告
げ
る
歌
―
」
で
は
、
倭
建
命
の
辞

世
で
あ
る
記
33
を
考
察
す
る
。
『
古
事
記
』
の
国
土
平
定
は
下
命
と
「
復
奏
」
と
い
う
形
式
で

語
ら
れ
る
が
、
当
該
条
に
は
「
復
奏
」
が
な
く
、
倭
建
命
の
独
詠
（
記
33
）
と
死
で
と
じ
ら

れ
る
。
記
33
に
は
東
征
の
象
徴
た
る
草
那
芸
剣
・
美
夜
受
比
売
と
倭
建
命
と
の
別
離
が
描
か
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れ
て
お
り
、
東
征
の
象
徴
と
の
死
別
を
語
る
こ
と
で
、
東
征
の
終
焉
を
倭
建
命
の
死
と
重
ね

て
印
象
づ
け
る
役
割
を
有
し
て
い
た
と
説
い
て
い
る
。

　
第
十
章
「
倭
建
命
葬
送
条
に
お
け
る
『
倭
』
と
『
天
』」
で
は
、「
倭
」
の
妻
子
に
よ
る
葬

送
の
意
味
と
、
倭
建
命
が
死
後
に
向
か
う
「
天
」
の
意
味
と
を
考
察
す
る
。
倭
の
妻
子
の
下

向
は
、
倭
建
命
の
魂
を
慰
撫
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
「
倭
」
を
名
に
負
い
な
が
ら
も
倭

と
の
関
係
が
希
薄
に
見
え
る
倭
建
命
と
「
倭
」
と
を
繋
ぐ
役
割
を
有
す
る
。
倭
建
命
が
平
定

し
て
き
た
熊
曾
・
出
雲
・
ア
ヅ
マ
・
ヒ
ム
カ
シ
と
い
う
国
土
平
定
の
各
領
域
を
包
括
す
る
倭

の
先
に
あ
る
も
の
が
、倭
建
命
の
飛
翔
し
た
「
天
」
で
あ
る
。「
天
」
は
高
天
原
と
同
義
で
あ
り
、

倭
建
命
葬
送
条
は
、
神
代
か
ら
続
く
国
土
平
定
の
終
了
を
語
る
役
割
を
有
す
る
と
考
え
る
。

　
本
論
文
で
は
以
上
各
論
の
結
論
を
通
し
て
、
全
国
土
平
定
の
事
業
を
「
倭
建
命
」
と
い
う

一
人
物
に
集
約
し
て
語
る
意
図
に
よ
り
、
倭
建
命
物
語
が
編
ま
れ
た
と
説
い
て
い
る
。
倭
建

命
物
語
は
、
東
征
の
全
体
が
美
夜
受
比
売
や
弟
橘
比
売
命
、
倭
の
后
等
・
御
子
等
と
倭
建
命

と
の
愛
情
描
写
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
、
全
て
が
抒
情
的
表
現
を
通
し
て
倭
建
命
に
集
約
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
抒
情
的
物
語
と
し
て
描
か
れ
た
倭
建
命
物
語
は
、
『
古
事
記
』
序
文
に
記
さ
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れ
る
「
後
葉
に
流
」
え
る
こ
と
を
企
図
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
土
平
定
の

歴
史
叙
述
の
、
享
受
者
へ
の
定
着
を
意
図
し
た
方
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

結
論
付
け
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
小
野
諒
巳
提
出
論
文
「『
古
事
記
』
倭
建
命
物
語
の
研
究
」
は
、『
古
事
記
』
中
巻
景
行
天
皇

条
に
記
載
さ
れ
た
倭
建
命
の
西
征
・
東
征
説
話
の
叙
述
の
方
法
と
そ
の
意
図
・
意
義
に
つ
い
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
全
十
章
よ
り
な
る
が
、基
本
的
に
『
古
事
記
』
の
物
語
展
開
の
順
に
従
っ

て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』の
倭
建
命
物
語
は
多
く
歌
を
伴
う
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、

本
論
文
も
歌
の
解
釈
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
が
全
十
章
中
八
章
に
及
ぶ
。
総
じ
て
、
歌
に
よ
っ

て
倭
建
命
と
、
倭
建
命
を
と
り
ま
く
女
性
の
心
情
描
出
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
に
『
古
事
記
』
の

叙
述
の
特
徴
が
あ
り
、
本
論
文
も
そ
こ
に
着
目
し
て
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

　
第
一
章
に
お
い
て
は
、
物
語
の
発
端
に
当
た
る
兄
殺
し
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
扱
う
。
小



－ 9 － － 8 －

碓
命
（
倭
建
命
）
は
兄
殺
し
に
よ
っ
て
父
景
行
天
皇
か
ら
そ
の
「
建
」
「
荒
」
の
性
質
を
恐
れ

ら
れ
、
西
東
の
征
討
へ
と
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
父
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
た
「
建
」

は
天
皇
と
な
る
た
め
の
資
質
を
有
し
て
い
る
。
一
方
「
荒
」
は
荒
ぶ
る
神
と
対
峙
す
る
た
め

の
尋
常
な
ら
ざ
る
力
の
源
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
王
権
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
性
質

で
も
あ
っ
た
が
故
に
、
倭
建
命
は
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
な
く
滅
び
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
論
じ
る
。
倭
建
命
の
二
つ
の
資
質
で
あ
る
「
建
」
「
荒
」
は
、
共
に
備
え
て
い
な
け
れ
ば

国
土
平
定
が
果
た
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
を
滅
ぼ
す
も
の

で
あ
る
と
い
う
、
倭
建
命
の
宿
命
を
決
定
づ
け
る
要
因
で
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
解
釈
に
は
頷

け
る
も
の
が
あ
る
。

　
第
二
章
は
出
雲
建
討
伐
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
「
や
つ
め
さ
す
出
雲
建
が

佩
け
る
大
刀
…
」
の
歌
の
解
釈
を
中
心
に
し
て
論
じ
て
い
る
。
従
来
、
歌
の
解
釈
が
、
倭
建

命
の
出
雲
建
へ
の
嘲
笑
で
あ
る
か
同
情
で
あ
る
か
、
ま
た
は
刀
剣
讃
美
の
歌
で
あ
る
か
否
か

が
問
題
と
な
っ
て
き
た
歌
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
こ
れ
を
刀
剣
讃
美
の
歌
と
解
し
、
物
語
の

意
義
を
出
雲
讃
美
に
あ
る
と
し
た
。
神
話
か
ら
続
く
出
雲
の
物
語
の
結
末
と
し
て
位
置
づ
け
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る
の
で
あ
る
。
西
征
説
話
に
は
こ
こ
に
し
か
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
本
論
文
で

西
征
を
扱
っ
た
の
も
こ
の
第
二
章
の
み
と
な
っ
て
い
る
が
、
抒
情
に
特
化
さ
れ
て
描
か
れ
た

倭
建
命
物
語
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
本
論
は
や
や
視
点
が
異
な
る
よ
う
に
読
め
る
。
西
征
に

お
け
る
倭
建
命
の
心
情
と
い
う
視
点
か
ら
、
本
論
文
全
体
の
主
旨
に
即
し
て
西
征
を
論
じ
る

余
地
は
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
三
章
は
、
倭
建
命
東
征
の
対
象
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
ア
ヅ
マ
の
征
討
を
描
く

際
の
要
と
し
て
弟
橘
比
売
を
位
置
づ
け
、
〈
ア
ヅ
マ
の
女
〉
で
あ
る
弟
橘
比
売
と
倭
建
命
と
の

抒
情
的
物
語
と
し
て
東
征
の
事
績
を
定
着
さ
せ
る
意
義
を
有
し
て
い
た
と
説
く
。
こ
の
見
解

は
次
の
美
夜
受
比
売
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
に
論
じ
ら
れ
る
。

　
第
四
章
・
第
五
章
・
第
七
章
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
尾
張
の
美
夜
受
比
売
の
存
在
と
東
征
の

物
語
と
の
関
係
を
中
心
に
歌
と
散
文
、
特
に
歌
表
現
の
考
察
を
し
て
い
る
。
中
で
も
第
四
章

に
お
い
て
は
、
甲
斐
の
酒
折
宮
に
お
け
る
御
火
焼
老
人
と
の
歌
問
答
を
、
『
万
葉
集
』
に
見
る

旅
の
歌
の
表
現
の
分
析
を
元
に
、
美
夜
受
比
売
へ
の
思
慕
の
情
を
示
す
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

そ
の
解
釈
は
従
来
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
新
見
に
富
ん
で
い
る
。
五
・
七
・
九
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章
も
含
め
て
、
倭
建
命
の
東
征
が
、
美
夜
受
比
売
と
の
愛
情
物
語
を
軸
に
据
え
て
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
本
論
全
体
の
結
論
と
大
き
く
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
六
章
・
第
八
章
に
お
い
て
は
、
倭
建
命
の
父
天
皇
へ
の
思
い
を
中
心
に
、
歌
と
散
文
の

表
現
の
考
察
を
行
う
。
こ
れ
も
本
論
文
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
倭
建
命
を
、
父

天
皇
の
詔
に
忠
実
な
被
派
遣
者
と
し
て
捉
え
る
点
に
あ
る
。
倭
建
命
は
東
征
を
終
え
て
後
に

伊
服
岐
能
山
の
神
を
素
手
で
取
り
に
行
き
、
そ
の
神
へ
の
敗
北
を
き
っ
か
け
と
し
て
死
に
向

か
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
行
動
は
自
ら
の
死
を
望
む
父
天
皇
の
意
向
を
意
識
し
た
結
果
で

あ
る
と
論
じ
る
。
伊
服
岐
能
山
の
神
討
伐
は
父
天
皇
の
詔
を
逸
脱
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
れ
は
父
の
意
志
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
倭
建
命
が
選
択
し
た
行
為
で
あ
っ
た
と
説

く
。
死
の
直
前
に
詠
ん
だ
思
国
歌
に
も
父
天
皇
へ
の
忠
誠
の
心
が
表
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。

　
第
九
章
で
は
倭
建
命
の
辞
世
の
歌
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
直
接
的
に
は
尾
張

の
美
夜
受
比
売
に
そ
の
意
識
が
向
い
て
い
る
。
倭
建
命
終
焉
の
場
面
に
お
い
て
は
、
美
夜
受

比
売
へ
の
思
い
、
父
天
皇
へ
の
思
い
、
そ
し
て
倭
の
后
・
御
子
へ
の
思
い
が
複
雑
に
絡
み
合
っ

て
い
る
よ
う
に
読
め
る
し
、
本
論
文
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
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れ
る
が
、
亡
く
な
る
直
前
に
詠
ん
だ
歌
が
何
故
尾
張
を
歌
う
歌
で
あ
っ
た
の
か
。
東
征
を
象

徴
す
る
草
那
芸
剣
と
美
夜
受
比
売
へ
の
別
離
を
歌
う
こ
と
で
東
征
の
終
焉
を
印
象
付
け
る
と

い
う
の
は
頷
け
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
交
錯
す
る
ヤ
マ
ト
へ
の
思
い
の
問
題
と
絡
め
て
、

ま
だ
検
討
の
余
地
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
第
十
章
は
本
論
文
が
考
察
し
て
き
た
倭
建
命
物
語
全
体
の
意
義
を
取
り
纏
め
た
論
と
な
っ

て
い
る
。
以
下
、
第
十
章
の
内
容
も
踏
ま
え
つ
つ
、
本
論
文
全
体
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
論

文
で
は
倭
建
命
の
西
征
・
東
征
を
上
巻
の
神
話
世
界
と
の
繋
が
り
を
重
視
し
て
説
く
。
特
に

葦
原
中
国
平
定
か
ら
神
武
東
征
等
を
経
て
、
国
内
最
後
の
国
土
平
定
を
描
く
一
連
の
話
は
、�

『
古
事
記
』
に
お
け
る
国
土
平
定
の
完
成
を
意
図
す
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
と

説
く
。
倭
建
命
が
最
終
的
に
天
＝
高
天
原
へ
と
飛
翔
す
る
と
い
う
結
末
は
、
天
神
の
命
以
に

よ
っ
て
始
ま
っ
た
天
下
平
定
の
終
了
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
に
お
い
て
は
明
示
さ

れ
て
い
な
い
が
、
父
天
皇
に
対
し
て
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
「
覆
奏
」
は
高
天
原
へ
の
回
帰

に
よ
っ
て
天
神
に
対
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
捉
え
方
も
可
能
と
な
る
。

　
ま
た
、
特
に
東
征
に
お
い
て
は
、
倭
建
命
と
女
性
達
と
の
関
わ
り
を
、
歌
に
よ
る
登
場
人
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物
達
の
心
情
描
出
を
中
心
に
描
き
出
す
が
、
ア
ヅ
マ
と
弟
橘
比
売
、
ヒ
ム
カ
シ
と
美
夜
受
比
売
、

ヤ
マ
ト
と
后
達
（
伊
勢
と
倭
比
売
も
加
え
ら
れ
よ
う
か
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空

間
に
お
い
て
対
象
と
な
る
女
性
が
存
在
し
、
そ
し
て
情
を
交
わ
し
合
い
な
が
ら
話
を
展
開
さ

せ
て
い
く
そ
の
方
法
は
、
抒
情
に
特
化
さ
れ
た
描
き
方
で
あ
り
、
独
自
の
抒
情
的
物
語
性
を

獲
得
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
こ
う
し
た
抒
情
化
の
意
図
は
、
享
受
者
の
記
憶
へ
の
定
着
を

は
か
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
が
『
古
事
記
』
序
文
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
後
葉
に
流
へ
」
る
た

め
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
一
貫
し
た
主
張
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
論
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
は
一
貫
性
が
あ
り
、
論
じ
て
い
る

内
容
も
全
体
と
し
て
は
筋
が
通
っ
て
お
り
、
破
綻
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
使
用
さ
れ
て

い
る
用
語
、
説
か
れ
て
い
る
内
容
に
は
や
や
意
義
が
不
明
瞭
な
も
の
や
、
充
分
に
検
討
が
な

さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
特
に
、
「
抒
情
的
物
語
化
に
よ
る
享
受

者
へ
の
定
着
」
と
い
っ
た
内
容
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
何
故
「
抒
情
的
物
語
化
」
が
成
し

得
た
の
か
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
も
の
は
何
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
古
事
記
』
以

前
に
そ
の
萌
芽
が
あ
る
の
か
、
担
い
手
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
歌
の
問
題
も
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含
め
て
発
想
基
盤
・
発
生
基
盤
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
『
古
事
記
』
編
者
が
ど
う
関
与

し
た
の
か
と
い
う
問
題
も
残
る
。
「
享
受
者
へ
の
定
着
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
た

の
か
否
か
、
そ
の
痕
跡
が
あ
る
の
か
否
か
が
提
示
さ
れ
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
『
古

事
記
』
以
前
か
ら
『
古
事
記
』
に
至
る
過
程
と
、
『
古
事
記
』
以
後
の
文
学
史
的
展
開
と
を
視

野
に
入
れ
て
考
察
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
本
論
文
で
は
「
物
語
」
と
い
う
言
葉
を
便
宜
的

に
、「
あ
る
筋
道
を
持
っ
た
散
文
」
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
が
、「
物
語
」
の
定
義
も
含
め
て
、

倭
建
命
の
西
征
・
東
征
を
「
物
語
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
意
義
を
今
後
は
更
に
考
察
し

て
行
く
必
要
は
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
『
古
事
記
』
全
体
の
問
題
に
ど
う
繋
が
っ
て
い
く
の
か

も
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
論
文
は
荒
削
り
の
部
分
も
多
々
見
ら
れ
、
細
部
に
検
証
す
べ
き
問
題
も
残
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
の
散
文
と
歌
に
よ
る
叙
述
の
意
義
を
統
一
的
に
捉

え
、
従
来
の
説
を
越
え
よ
う
と
果
敢
に
論
じ
ら
れ
た
力
作
で
あ
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
本
論

文
の
提
出
者
小
野
諒
巳
は
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と

認
め
る
。



－ 15 － － 14 －

　
　
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

主
　
査

　
　
國
學
院
大
學
准
教
授

　
　
谷

　
口

　
雅

　
博

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
准
教
授

　
　
土

　
佐

　
秀

　
里

　
㊞

　

副
　
査

　
　
立

命

館

大

学

教

授
　
　
藤

　
原

　
享

　
和

　
㊞

　

副
　
査

　
　
聖

学

院

大

学

教

授
　
　
渡

　
辺

　
正

　
人

　
㊞

　



－ 15 － － 14 －

　
　
　
　
　
小
野
　
諒
巳
　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士�

（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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