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新
木
直
安 

提
出 

学
位
申
請
論
文

　
　
『
元
禄
七
年
御
蔭
祭
・
賀
茂
祭
再
興

　
　
　
　
　
～
鴨
社
祭
祀
組
織
の
動
向
を
中
心
に
し
て
～
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　

京
都
府
の
賀
茂
別
雷
神
社
と
賀
茂
御
祖
神
社
の
五
月
の
祭
り
は
現
在
祇
園
祭
・
時
代
祭
と

と
も
に
京
都
三
大
祭
り
と
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
こ
の
「
か
も
の
ま

つ
り
」
は
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
貴
族
に
と
っ
て
は
「
ま
つ
り
」
と
言
え

ば
こ
の
賀
茂
祭
を
さ
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
既
に
奈
良
時
代
に
は
多
く
の
人
々
が
群
集
す
る
祭

り
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
延
暦
三
年
長
岡
京
遷
都
、
延
暦
十
三
年
の
平
安
京
遷
都
で
は
、

奉
幣
と
神
階
奉
授
が
行
な
わ
れ
平
安
京
鎮
護
の
神
と
し
て
、
国
家
的
祭
祀
を
受
け
る
よ
う
に



─ 2 ─

な
っ
た
。
特
に
旧
暦
四
月
上
賀
茂
社
の
御
阿
礼
祭
、
下
鴨
社
の
御
蔭
祭
を
受
け
て
行
な
わ
れ

る
賀
茂
祭
は
山
城
国
司
や
近
衛
使
な
ど
官
人
も
多
く
加
わ
り
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

中
世
の
戦
乱
の
時
代
中
絶
し
て
し
ま
う
。
江
戸
時
代
世
の
中
が
安
定
し
て
朝
儀
の
復
興
を
願

う
朝
廷
と
、
旧
儀
を
再
興
し
よ
う
と
す
る
神
社
側
の
動
き
は
幕
府
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
り

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
四
月
、
百
数
十
年
ぶ
り
に
祭
り
が
行
な
わ
れ
た
。

　
「
か
も
の
ま
つ
り
」
の
研
究
は
奈
良
平
安
時
代
つ
ま
り
古
代
の
ま
つ
り
の
研
究
が
多
い
が

現
代
の
ま
つ
り
に
直
接
的
に
関
係
す
る
近
世
元
禄
七
年
の
再
興
に
つ
い
て
は
研
究
が
少
な

い
。
史
料
は
少
な
く
は
な
い
が
、
的
確
な
も
の
を
閲
覧
す
る
こ
と
の
難
し
さ
か
ら
遅
れ
た
分

野
で
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
賀
茂
下
上
社
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
古
く
か
ら
二
社
に
別
れ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
こ
と

か
ら
、
祭
祀
集
団
が
各
々
別
個
に
発
展
し
て
来
て
お
り
、
祭
り
も
別
々
に
展
開
し
て
複
雑
さ

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
下
鴨
社
の
御
蔭
祭
と
賀
茂
祭
を
中
心
に
社
家
組
織
の
確
認
を
し

な
が
ら
論
を
進
め
て
い
る
。
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第
一
章
で
は
再
興
さ
れ
た
元
禄
頃
の
祭
祀
組
織
を
鴨
社
（
下
鴨
神
社
）
と
賀
茂
社
（
上
賀

茂
神
社
）
を
比
較
検
討
し
、
賀
茂
社
は
神
主
を
頂
点
に
祝
と
禰
宜
の
下
に
社
家
が
あ
っ
た
。

こ
の
下
に
氏
人
と
神
人
が
あ
る
が
、
こ
の
氏
人
の
中
か
ら
賀
茂
氏
以
外
の
人
で
も
昇
進
し
て

新
社
司
と
な
り
社
家
の
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
賀
茂
社
の
氏
人
の
特
徴
が
あ
る

と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
鴨
社
で
は
祝
、
禰
宜
の
下
に
社
家
が
あ
る
が
、
下
部
の
氏
人
神
人
と

の
間
に
は
昇
進
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
線
が
あ
り
、
ま
た
氏
人
は
鴨
県
主
一
族
で
あ
り
、

他
氏
を
ま
ぜ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
社
家
、
氏
人
、
神
人
は
祝
系
と
禰
宜
系
に

別
れ
て
い
た
。
頂
点
の
神
主
職
の
な
い
こ
と
を
含
め
て
、
こ
の
組
織
の
異
な
り
が
元
禄
再
興

へ
向
け
て
の
行
動
に
、
下
上
社
で
違
い
が
表
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
一
章
を
受
け
て
再
興
に
向
け
た
交
渉
の
あ
り
方
が
両
社
に
よ
っ
て
異
な
る
こ

と
を
幕
府
京
都
所
司
代
小
笠
原
長
重
・
京
都
西
町
奉
行
小
出
守
秀
側
の
史
料
と
み
ら
れ
る

『
元
禄
七
年
御
再
興
葵
祭
雑
事
記
』
な
ど
か
ら
請
願
、
祭
料
の
申
請
、
下
行
米
の
決
定
に
経

過
を
追
求
し
た
。
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ま
た
こ
の
再
興
願
の
出
さ
れ
て
い
る
折
、
そ
の
障
害
と
も
な
る
事
件
が
出
来
し
た
。
そ
の

一
つ
は
葵
祭
を
は
じ
め
る
に
当
り
、
そ
の
月
の
朔
日
に
下
鴨
社
入
口
に
掲
げ
ら
れ
た
高
札
に

僧
侶
重
服
汚
穢
不
浄
之
輩
、
一
条
以
北
に
入
来
る
べ
か
ら
ず
と
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
経
衣

（
袈
裟
）
を
脱
ぐ
と
か
頭
巾
を
被
る
、
あ
る
い
は
立
ち
入
り
を
禁
ず
る
な
ど
厳
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
寺
側
か
ら
関
白
基
熈
へ
願
い
出
、
基
熈
は
梨
木
祐
之
を
尋
問
す
る

な
ど
の
動
き
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
二
と
し
て
鴨
社
本
宮
正
祝
・
惟
貞
が
そ
の
年
元
禄
七
年
正
月
に
閉
門
蟄
居
を
命
ぜ
ら

れ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
鴨
社
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
だ
け
に
問
題
を
生
じ
た
。

　

そ
の
三
と
し
て
元
禄
七
年
三
月
末
に
両
社
に
寛
文
五
年
の
神
社
条
目
が
届
け
ら
れ
た
。
こ

の
内
に
は
葵
祭
に
お
け
る
氏
人
の
装
束
に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
対
応

は
下
上
両
社
で
は
異
な
っ
て
い
た
。
賀
茂
社
で
は
以
前
氏
人
が
束
帯
衣
冠
を
着
用
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
云
々
と
、
神
主
は
じ
め
連
名
で
窺
い
を
立
て
て
い
る
の
に
対
し
、
鴨

社
で
は
氏
人
は
浄
衣
着
用
を
あ
っ
さ
り
と
認
め
た
。
こ
の
こ
と
は
後
の
葵
祭
行
粧
に
も
現
れ
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て
い
る
。

　

と
も
か
く
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
元
禄
七
年
三
月
七
日
に
は
二
条
御
蔵
宛
に
老
中
連
書
の

葵
祭
礼
御
再
興
下
行
米
七
百
九
拾
石
の
手
形
が
発
給
さ
れ
た
。

　

第
三
章
と
し
て
、
四
月
十
五
日
の
御
蔭
祭
、
同
十
八
日
に
行
な
わ
れ
た
賀
茂
祭
に
つ
い
て

神
事
の
実
態
を
経
過
に
従
っ
て
諸
資
料
か
ら
詳
細
に
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
行
粧
も
装
束
等
の

問
題
な
ど
が
あ
り
、
や
や
繁
雑
で
は
あ
る
が
ふ
れ
、
再
興
に
際
し
て
の
宣
命
の
文
章
に
つ
い

て
も
ふ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
葵
祭
が
再
興
さ
れ
執
行
さ
れ
た
結
果
、
洛
中
洛
外
の
人
々
の
反
響
は
大
き
く

ま
た
再
興
に
向
け
て
の
故
実
研
究
も
多
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
後
の
記
録
、
関
係

書
物
の
成
果
も
多
く
残
さ
れ
た
こ
と
を
結
び
と
し
て
い
る
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
京
都
府
下
、
賀
茂
神
社
で
行
わ
れ
る
賀
茂
祭
（
葵
祭
）
の
元
禄
七
年
再
興
に

つ
い
て
史
料
を
元
に
復
原
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
下
鴨
社
の
御
蔭
祭
、
賀
茂
祭
を
中

心
に
論
及
し
て
い
る
。

　

賀
茂
社
は
奈
良
時
代
以
前
か
ら
存
在
し
た
山
城
国
の
古
社
で
あ
る
が
、特
に
長
岡
京
遷
都
、

平
安
京
遷
都
以
降
は
王
都
鎮
護
の
顕
神
と
し
て
栄
え
、「
か
も
の
ま
つ
り
」
は
平
安
期
の
京

の
ま
つ
り
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
ま
つ
り
が
中
世
の
争
乱
期
に
廃
絶
さ
れ
る
。

江
戸
時
代
、
元
禄
期
の
幕
藩
体
制
の
安
定
期
に
、
朝
儀
復
興
の
機
運
に
の
り
、
再
興
さ
れ
る
。

　

賀
茂
社
は
早
く
か
ら
上
賀
茂
社
と
下
鴨
社
に
分
か
れ
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
社
内
外
の
組

織
も
別
々
に
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
祭
り
も
各
々
独
自
性
を
維
持
し
て
来
た
。
論
者
は
下
鴨

社
に
関
係
あ
る
社
家
の
出
身
で
あ
り
、
こ
の
下
上
社
の
組
織
の
異
な
り
が
、
元
禄
再
興
時
の

人
の
動
き
に
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
ま
づ
第
一
章
で
、
こ
の
下
上
社
の
祭
祀
集
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団
の
あ
り
方
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
両
者
の
祭
祀
集
団
が
古
代
あ
る
い
は
中
世
の
組

織
を
引
き
な
が
ら
、
近
世
化
し
て
い
く
内
に
、
上
社
の
神
主
を
頂
点
と
す
る
組
織
、
ま
た

一
四
〇
人
か
ら
三
〇
〇
人
に
及
ぶ
氏
人
の
あ
り
方
と
、
下
社
の
祝
、
禰
宜
二
者
系
列
に
わ
か

れ
、
さ
ら
に
社
家
と
氏
人
・
神
人
層
の
隔
離
の
明
ら
か
さ
な
ど
、
そ
の
特
徴
を
把
え
、
概
念

化
を
試
み
て
い
る
。

　

第
二
章
以
下
が
本
論
文
の
主
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
た
社

家
組
織
の
異
な
り
が
、
再
興
願
い
に
お
け
る
朝
廷
へ
の
働
き
か
け
な
ど
の
際
の
、
人
の
動
き

に
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
賀
茂
祭
り
は
元
禄
七
年
三
月
七
日
に
幕
府
か
ら

の
新
規
下
行
米
の
支
給
を
う
け
て
、
四
月
に
再
興
執
行
さ
れ
る
。
こ
の
間
、
下
社
の
梨
木
祐

之
の
行
動
な
ど
社
家
側
の
史
料
を
元
に
、
関
白
近
衛
基
熈
あ
る
い
は
賀
茂
伝
奏
な
ど
堂
上
方

の
動
き
を
、
陽
明
文
庫
な
ど
に
も
通
い
、
直
接
史
料
を
実
見
し
、
検
討
す
る
と
と
も
に
、
も

う
一
方
の
京
都
所
司
代
、
西
町
奉
行
な
ど
、
武
家
方
の
動
き
を
京
都
大
学
所
蔵
の
『
元
禄
七

年
御
再
興
葵
祭
雑
事
記
』
な
ど
の
史
料
を
利
用
し
て
、
神
社
、
朝
廷
、
幕
府
の
対
応
を
合
せ
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追
及
し
て
い
る
。

　

本
来
、
近
世
を
対
象
と
す
る
以
上
、
文
書
が
読
め
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
読
み
に
く

い
史
料
の
存
在
す
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
実
史
料
を
解
読
し
、
本
論
を
な

し
た
こ
と
は
随
所
に
、
そ
の
片
鱗
が
窺
え
る
。

　

そ
し
て
再
興
さ
れ
て
行
わ
れ
た
実
際
の
祭
り
の
行
粧
の
実
名
、
装
束
、
式
次
第
、
神
饌
な

ど
、
考
察
で
き
る
か
ぎ
り
の
記
述
を
あ
げ
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
元
禄
再
興
時
祭
礼
復
原
と
し

て
は
最
も
詳
細
な
史
料
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
史
料
の
確
認
を
中
心
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
論
が
少
々
少
な
い
と
言
え

る
。
第
一
章
の
上
賀
茂
社
と
下
鴨
社
の
祭
祀
組
織
の
あ
り
方
に
し
て
も
元
禄
七
年
段
階
を
中

心
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
至
る
経
緯
の
判
明
す
る
よ
う
に
、
前
段
階
、
つ
ま
り
江
戸
初
期

等
の
状
況
も
触
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
江
戸
初
期
、
元
和
、
寛
永
頃
の
文
献
史
料
は

全
国
的
に
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
内
で
も
、
一
級
の
史
料
を
保
持
す
る
社
だ
か
ら
こ
そ
求
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
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第
二
章
で
は
、
こ
の
葵
祭
再
興
が
、
一
連
の
朝
儀
復
興
の
朝
廷
側
か
ら
幕
府
へ
の
働
き
か

け
の
内
で
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
で
き
る
か
、
朝
廷
側
と
し
て
得
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た

か
、幕
府
は
何
を
得
た
か
ま
で
論
を
進
め
て
欲
し
い
と
願
う
の
は
要
求
し
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
復
原
さ
れ
た
祭
り
が
平
安
時
代
前
期
、つ
ま
り
延
喜
式
の
時
代
の
ま
つ
り
で
あ
る
か
、

平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
頃
の
ま
つ
り
で
あ
る
か
、
復
原
に
あ
た
っ
て
の
朝
廷
内
で
の
議

論
に
つ
い
て
も
、
今
少
し
論
及
が
必
要
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
未
完
の
部
分
が

あ
る
が
、
論
者
は
こ
れ
か
ら
も
研
究
を
継
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
含
め
、
今
回
の
論

文
を
も
っ
て
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
あ
り
と
認
め
る
。
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