
�
國
文
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
古
代
詩
歌
に
お
け
る
美
の
理
念
―
季
節
と
風
物
を
通
し
た
詩
歌
の
成
立
―
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

�
國
文
提
出
の
本
論
文
「
古
代
日
本
詩
歌
に
お
け
る
美
の
理
念
―
季
節
と
風
物
を
通
し
た
詩

歌
の
成
立
―
」
は
、
古
代
日
本
に
定
着
し
た
中
国
渡
来
の
植
物
を
通
し
て
成
立
す
る
詩
歌
の
形

成
と
、
そ
こ
か
ら
認
め
ら
れ
る
美
的
理
念
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
美
的
理
念
と
は
、本
論
文
に
お
い
て
季
節
感
を
示
す
季
節
の
風
物
を
取
り
出
し
、

そ
れ
が
特
別
な
好
ま
し
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
一
定
の
価
値
が
認

め
ら
れ
、
表
現
の
様
式
性
を
は
か
る
こ
と
で
成
立
し
て
く
る
理
想
的
な
風
物
・
風
景
に
よ
り
捉

え
ら
れ
る
詩
歌
の
表
現
様
式
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
し
た
古
代
日
本
（
上
代
・
中
古
）
の
詩
歌

─ １ ─



を
考
え
る
上
で
、
本
論
は
中
国
と
日
本
の
古
代
詩
歌
に
見
ら
れ
る
春
と
秋
の
代
表
的
な
季
節
植

物
で
あ
る
梅
と
菊
を
対
象
と
し
て
、
外
来
の
植
物
で
あ
る
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
て
古
代
日
本
詩

歌
の
中
で
ど
の
よ
う
に
美
的
理
念
の
形
成
を
果
た
し
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と

い
う
。

本
論
文
の
構
成
は
、「
序
論
」
に
続
い
て
第
一
篇
で
は
「『
万
葉
集
』
に
現
れ
た
梅
の
イ
メ
ー

ジ
」
の
題
の
も
と
に
「
第
一
章

『
万
葉
集
』
の
梅
と
そ
の
取
り
合
わ
せ
の
成
立
」
、「
第
二
章

『
万

葉
集
』
の
宴
と
詩
歌
の
対
応
」、「
第
三
章
『
万
葉
集
』
巻
五
に
お
け
る
漢
文
序
の
問
題
」
を

考
察
し
、
第
二
篇
で
は
「
古
代
日
本
詩
歌
に
お
け
る
梅
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
題
の
も
と
に
「
第
一

章

「
梅
花
落
」
に
お
け
る
日
本
と
中
国
」
、「
第
二
章

平
安
文
学
に
お
け
る
梅
の
香
と
暗
香
」
、

「
第
三
章

平
安
文
学
に
お
け
る
紅
梅
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
考
察
し
、
第
三
篇
で
は
「
古
代
文
学

に
お
け
る
菊
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
題
の
も
と
に
「
第
一
章
『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
菊
と
神
仙
世

界
」
、「
第
二
章

平
安
朝
漢
文
学
に
お
け
る
白
菊
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
考
察
し
、
最
後
に
「
結
論
」

を
置
く
。
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「
序
論
」
の
第
一
節
「
万
葉
集
と
比
較
文
学
」
で
は
、『
万
葉
集
』
と
比
較
文
学
の
研
究
史
の

概
観
を
述
べ
る
。
明
治
以
降
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
比
較
文
学
の
中
心
は
、
東
西
文
学
の
比
較
に

中
心
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
戦
後
に
お
い
て
は
日
本
古
代
を
直
接
対
象
と
し
た
比
較
文
学
論
が

現
れ
、
そ
の
直
接
的
な
対
象
は
文
字
文
献
に
よ
る
中
国
文
学
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
研

究
方
法
は
一
様
で
は
な
く
、
小
島
憲
之
氏
に
み
る
よ
う
な
源
泉
研
究
が
あ
り
、
中
西
進
氏
に
よ

る
よ
う
な
作
品
の
読
み
の
方
法
と
し
て
の
比
較
論
が
あ
る
。
特
に
中
西
進
氏
の
方
法
は
、
文
学

史
の
構
築
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
本
論
に
お
い
て
も
戦
後
の

新
し
い
比
較
文
学
を
基
本
的
に
継
承
し
、
古
代
詩
歌
の
上
で
重
要
な
作
家
・
作
品
お
よ
び
そ
の

理
念
を
史
的
に
叙
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
節
「
本
論
文

の
概
要
」
で
は
、
本
研
究
の
目
的
、
研
究
課
題
お
よ
び
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
、
古
代

詩
歌
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
、
舶
来
植
物
を
通
し
た
美
の
理
念
の
考
察
に
つ
い
て
の
研
究
方
法

に
触
れ
、
外
来
の
植
物
が
古
代
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
文
学
表
現
と
し
て
定
着
す

る
史
的
状
況
の
概
要
を
各
章
に
沿
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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第
一
篇
「『
万
葉
集
』
に
現
れ
た
梅
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
第
一
章
「『
万
葉
集
』
の
梅
と
そ
の
取

り
合
わ
せ
の
成
立
」
で
は
、
日
本
の
最
初
の
歌
集
で
あ
る
『
万
葉
集
』
が
捉
え
た
「
梅
花
」
に

つ
い
て
の
美
的
理
念
を
論
じ
る
。
梅
は
、
日
本
古
代
を
代
表
す
る
史
書
文
献
で
あ
る
『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』、
あ
る
い
は
風
土
・
物
産
の
書
で
あ
る
各
国
の
『
風
土
記
』
に
登
場
し
な
い

植
物
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
梅
は
外
来
の
新
し

い
植
物
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
平
城
京
の
街
路
や
貴
族
の
庭
園
に
植
え
ら
れ
、
梅
花

を
賞
美
す
る
と
い
う
習
慣
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
「
梅
の
花
」
と
い
う
語
が
貴
族
社
会

に
お
い
て
は
「
歌
こ
と
ば
」
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
梅
花
は
多
く
の
木
々
の
花
に
先

駆
け
て
、
寒
中
に
咲
く
早
春
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
愛
で
ら
れ
、
し
か
も
、
梅
が
雪
、

柳
、
鶯
と
取
り
合
わ
さ
れ
る
重
ね
の
表
現
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
梅
花
へ
の
関
心
は
、

中
国
古
代
の
『
詩
経
』
に
梅
の
実
を
詠
む
こ
と
か
ら
始
ま
る
が
、
梅
花
そ
の
も
の
を
鑑
賞
す
る

と
い
う
態
度
は
、
漢
魏
六
朝
か
ら
初
唐
に
お
よ
ぶ
多
数
の
詩
文
の
中
か
ら
指
摘
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
梅
と
い
う
素
材
を
通
し
て
、『
万
葉
集
』
と
中
国
文
学
と
の
文
学
上
の
受
容
・
影
響
関

─ ４ ─



係
を
明
ら
か
に
し
、
古
代
日
本
人
の
美
意
識
が
成
立
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

第
一
篇
の
第
二
章
「『
万
葉
集
』
の
宴
と
詩
歌
の
対
応
」
で
は
、
日
本
古
代
の
宴
の
あ
り
方

と
『
万
葉
集
』
巻
五
の
「
梅
花
の
宴
の
歌
三
十
二
首
」
と
の
関
連
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

「
梅
花
の
宴
の
歌
」
に
は
漢
文
の
序
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
漢
文
の
序
が
ど
の
よ
う
に
宴

と
関
係
を
持
つ
の
か
、
そ
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
天
平
二
（
七
三
〇
）
年
正

月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
「
梅
花
の
宴
」
は
、
大
宰
帥
で
あ
る
大
伴
旅
人
が
九
州
大
宰
府
管
轄
の

役
人
三
十
二
人
を
招
い
て
行
わ
れ
た
宴
会
で
あ
る
が
、
こ
の
大
宰
府
と
い
う
辺
境
に
あ
っ
て
な

ぜ
「
梅
花
の
宴
」
が
開
催
さ
れ
た
の
か
に
注
目
す
る
。
こ
の
宴
会
は
正
月
の
廻
り
来
た
こ
と
、

懐
か
し
い
都
が
思
わ
れ
る
こ
と
を
共
有
し
て
、
三
十
二
人
の
参
加
者
が
心
を
一
つ
に
し
て
歌
を

詠
む
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
中
国
の
「
梅
花
落
」
が
存
在
す
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
研
究
史
の
上
で
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
れ
は
中
国
漢
詩
の
影
響
と
い

う
問
題
で
は
な
く
、
中
国
楽
府
詩
で
あ
る
「
梅
花
落
」
の
詩
を
示
唆
し
な
が
ら
、
梅
花
を
テ
ー

マ
と
し
て
歌
の
場
が
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
漢
詩
と
歌
と
の
融
和
が
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認
め
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
主
催
者
の
大
伴
旅
人
の
趣
向
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
一
篇
の
第
三
章
「『
万
葉
集
』
巻
五
に
お
け
る
漢
文
序
の
問
題
」
で
は
、『
万
葉
集
』
が
歌

の
集
で
あ
り
な
が
ら
も
、こ
の
作
品
に
は
漢
文
の
序
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。

歌
に
漢
文
序
を
つ
け
て
い
る
例
は
巻
五
と
巻
十
七
に
集
中
し
、
こ
れ
は
大
伴
旅
人
を
中
心
と
す

る
文
学
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
大
宰
府
歌
壇
と
、
大
伴
家
持
を
中
心
と
す
る
文
学
サ
ー
ク
ル
で
あ
る

越
中
歌
壇
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
求
め
る
漢
文
の
序
と
は

何
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
の
に
、
大
宰
府
の
「
梅
花
の
歌
」
の
序
文
が
重
要
な
位
置

に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
『
万
葉
集
』
最
大
の
宴
席
歌
で
あ
る
「
梅
花
歌
三
十
二

首
」
に
は
、
四
六
駢
儷
体
の
華
麗
な
漢
文
序
を
持
つ
こ
と
に
注
目
す
る
。
四
六
駢
儷
体
は
中
国

六
朝
時
代
に
流
行
し
た
美
文
で
あ
り
、古
代
日
本
で
は
こ
の
文
体
を
知
識
人
が
好
ん
で
用
い
た
。

中
国
の
流
行
か
ら
見
れ
ば
二
百
年
ほ
ど
遅
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
漢
文
の
基
本
を
学
ぶ

の
に
有
効
な
文
体
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
伝
統
が
こ
の
時
代
に
残
っ
て
い
た
も
の
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と
想
定
す
る
。
そ
の
梅
花
の
歌
序
の
「
詩
紀
落
梅
之
篇
」
と
い
う
句
に
は
問
題
が
あ
り
、
「
詩
」

か
「
請
」
か
従
来
か
ら
論
争
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
序
の
構
成
の
分
析
や
漢
語
の
文
法

に
基
づ
く
な
ら
ば
、
こ
こ
は
「
詩
」
と
な
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
篇
「
古
代
日
本
詩
歌
に
お
け
る
梅
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
第
一
章
「『
梅
花
落
』
に
お
け
る

日
本
と
中
国
」
で
は
、『
楽
府
詩
集
』
や
『
全
唐
詩
』
に
見
ら
れ
る
梅
花
詩
を
特
徴
づ
け
て
い

る
「
梅
花
落
」
の
十
首
と
「
梅
花
詩
」
の
十
五
首
を
対
象
と
し
て
、
中
国
に
お
い
て
「
梅
花
落
」

と
は
ど
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
続
い
て
「
梅
花
落
」
の
詩
が
日
本
古
代
に
ど
の

よ
う
に
受
容
さ
れ
、
何
を
描
く
こ
と
と
な
っ
た
の
か
を
論
じ
る
。
中
国
の
「
梅
花
落
」
と
い
う

の
は
、
楽
府
詩
と
し
て
広
く
歌
わ
れ
て
い
た
歌
謡
で
あ
り
、
故
郷
を
遠
く
離
れ
た
官
人
や
兵
士

た
ち
が
、
梅
の
花
が
咲
き
始
め
た
正
月
に
故
郷
を
懐
か
し
む
こ
と
を
歌
う
笛
の
曲
で
あ
る
。
朱

乾
は
、「
梅
花
落
、
為
二

春
和
之
候
一

、
軍
士
感
レ

物
懷
レ

歸
、
故
以
為
レ

歌
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
梅
花
落
」
の
歌
は
正
月
・
故
郷
・
妻
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
歌
で
あ
っ
た
こ
と
、「
梅
花
落
」

に
情
詩
（
恋
愛
詩
）
と
も
思
わ
れ
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
理
由
は
、
故
郷
に
待
つ
妻
の
立
場
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か
ら
そ
の
姿
を
詠
み
、
彼
等
自
身
が
そ
の
よ
う
に
し
て
故
郷
を
思
っ
た
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。

一
方
、
大
宰
府
の
梅
花
の
歌
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
都
と
鄙
と
の
対
応
の
中
に
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
く
、
梅
花
の
宴
歌
も
都
の
文
化
を
背
景
に
持
ち
な
が
ら
、
今
あ
る
辺
境
の
地
で
風
雅
を
尽

く
そ
う
と
い
う
、
大
伴
旅
人
の
意
図
に
よ
る
大
宰
府
官
人
集
団
の
、
謂
わ
ば
懐
か
し
い
京
師
を

思
う
「
望
京
歌
群
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
梅
花
の
宴
の
漢
文
序
に
い
う
「
落
梅
之
篇
」
と
は
、

ま
さ
に
中
国
楽
府
「
梅
花
落
」
の
漢
詩
篇
に
対
応
す
る
、
倭
歌
篇
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
。

第
二
篇
の
第
二
章
「
平
安
文
学
に
お
け
る
梅
の
香
と
暗
香
」
で
は
、
日
本
最
初
の
歌
集
で
あ

る
『
万
葉
集
』
と
、
最
初
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
懐
風
藻
』
か
ら
、
平
安
朝
の
勅
撰
漢
詩
集
の

『
凌
雲
集
』、『
文
華
秀
麗
集
』、『
経
国
集
』
を
経
て
、
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和

歌
集
』
ま
で
の
、
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
に
至
る
漢
詩
文
集
と
和
歌
集
を
対
象
と
し
て
、
梅
の

「
香
」
の
受
容
過
程
と
「
暗
香
」
の
美
意
識
を
た
ど
る
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
梅
」
を
テ
ー

マ
と
す
る
の
は
、
古
代
日
本
文
学
が
外
来
の
漢
詩
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
文
学
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的
達
成
あ
る
い
は
詩
的
美
意
識
を
達
成
し
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
極
め
て
適
切
な
素
材
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
梅
は
も
と
も
と
『
詩
経
』
に
「
�
有
梅
」
の
詩
が
あ
り
、
梅
の
実

を
詠
む
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、そ
の
実
が
珍
重
さ
れ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
花
へ
と
関
心
が
移
り
、
さ
ら
に
色
や
香
り
へ
の
関
心
と
な
り
、
さ
ら
に
は
夜
の
闇
の
中

で
聞
く
梅
の
香
へ
と
向
か
う
過
程
は
、
中
国
の
文
学
的
素
材
と
融
和
し
な
が
ら
日
本
文
学
が
形

成
さ
れ
る
問
題
で
も
あ
る
と
す
る
。
梅
は
そ
う
し
た
日
本
文
学
の
美
的
理
念
生
成
を
考
え
る
の

に
、
最
も
相
応
し
い
材
料
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、「
梅
香
」
や
「
暗
香
」
の
表
現
を

た
ど
り
平
安
詩
歌
の
形
成
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
二
篇
の
第
三
章
「
平
安
文
学
に
お
け
る
紅
梅
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
は
、「
紅
梅
」
が
ど
の
よ

う
に
日
本
文
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
考
察
す
る
。
白
梅
は
『
懐
風
藻
』
に
見
え
る
こ
と
か

ら
、
奈
良
時
代
は
白
梅
が
梅
の
花
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
紅
梅
が
日
本
の
文
献
に
現
れ

る
の
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
五
（
八
四
八
）

年
の
記
事
に
漸
く
見
え
る
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
前
後
に
中
国
か
ら
日
本
に
渡
来
し
た
と
推
定
さ
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れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
勅
撰
漢
詩
集
を
見
る
と
、
お
よ
そ
平
安
初
期
の
桓
武
朝
に
は
す
で
に

紅
梅
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
章
で
は
平
安
時
代
の
勅
撰
漢
詩
集
と
勅
撰
和
歌
集

を
中
心
に
、
紅
梅
の
受
容
過
程
と
紅
白
の
美
意
識
を
た
ど
り
、
そ
の
美
的
理
念
の
形
成
に
つ
い

て
論
じ
る
。『
経
国
集
』
巻
十
一
の
作
品
に
よ
る
と
、
東
宮
平
城
の
御
殿
の
前
庭
に
は
、
既
に

紅
と
白
の
梅
が
植
え
て
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紅
梅
の
賞
美
の
濫
觴
は
平
城
皇
太
子
の
詩
宴
か
ら

始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
平
安
朝
の
漢
詩
に
対
し
て
、
和
歌
作
品
の
上

で
は
『
古
今
集
』
ま
で
に
詠
ま
れ
た
も
の
は
す
べ
て
白
梅
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
紅
梅
を
詠
み

込
ん
だ
も
の
は
、
勅
撰
集
で
は
『
後
撰
集
』
が
最
初
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
漢
詩
と
比
べ
る

と
百
年
ぐ
ら
い
の
差
が
見
え
る
こ
と
を
確
認
し
、
紅
梅
は
先
ず
漢
詩
集
に
吸
収
さ
れ
、
和
歌
へ

と
展
開
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
段
階
で
は
自
邸
の
庭
な
ど
に
紅
梅
を
植
え
て
、
そ
れ
を

愛
で
る
こ
と
が
流
行
し
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。

第
三
篇
「
古
代
文
学
に
お
け
る
菊
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
第
一
章
「『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
菊
と

神
仙
世
界
」
で
は
、『
古
今
図
書
集
成
』
に
収
録
さ
れ
た
中
国
六
朝
期
の
十
三
首
の
賦
、
或
い
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は
書
、
賛
、
銘
、
頌
、
帖
な
ど
に
関
す
る
菊
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
見
え
る
「
菊
花
」
の
イ
メ

ー
ジ
を
考
察
対
象
と
す
る
。
そ
れ
ら
に
は
「
不
老
」「
長
寿
」
と
い
う
こ
と
が
詠
ま
れ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
古
代
日
本
の
『
懐
風
藻
』
に
詠
ま
れ
た
菊
に
関
す
る
詩

句
を
確
認
し
、
殊
に
長
屋
王
別
邸
に
お
け
る
菊
を
詠
む
詩
を
考
察
し
、
な
ぜ
こ
こ
に
菊
が
詠
ま

れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。『
懐
風
藻
』
の
中
で
は
、
舶
来
の
植
物
の
菊
は
、
秋
の
代
表
的

な
風
物
と
し
て
、
風
雅
の
宴
の
場
で
菊
酒
の
杯
を
傾
け
た
り
、
あ
る
い
は
新
羅
の
使
者
を
送
る

餞
宴
の
詩
に
菊
が
詠
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
に
は
中
国
文
献
に
見
え
る
「
不
老
」
や
「
長
寿
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
す
で
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
奈
良
朝
の
貴
族
た
ち
は
、
立
派

な
庭
園
を
造
る
こ
と
に
競
っ
て
力
を
注
い
で
い
て
、
長
屋
王
家
の
佐
保
の
別
荘
、
即
ち
作
宝
楼

は
こ
と
の
ほ
か
勝
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
庭
園
を
背
景
と
し
て
詩
が
詠

ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
詩
の
情
景
と
し
て
重
要
な
背
景
で
あ
っ
た
こ
と
、
作
宝

楼
は
詩
宴
を
開
く
た
め
に
設
け
ら
れ
た
、
先
進
的
な
文
化
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ

の
作
宝
楼
に
お
け
る
詩
宴
に
菊
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
重
陽
と
い
う
季
節
を
意
識
し
な
が
ら
、
詩
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宴
の
場
に
舶
来
の
植
物
を
提
示
す
る
こ
と
で
秋
と
い
う
季
節
を
彩
っ
た
の
だ
と
す
る
。

第
三
篇
の
第
二
章
「
平
安
朝
漢
文
学
に
お
け
る
白
菊
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
は
、
白
菊
の
美
的
理

念
の
形
成
に
つ
い
て
考
え
る
論
で
あ
る
。
白
菊
が
日
本
の
文
献
に
現
れ
る
の
は
、
平
安
時
代
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。『
経
国
集
』
の
嵯
峨
上
皇
時
代
の
天
長
三
（
八
二
六
）
年
に
詠

ま
れ
た
「
重
陽
節
菊
花
賦
」
か
ら
白
菊
が
現
れ
、
そ
れ
が
急
速
に
漢
詩
・
和
歌
に
広
が
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
も
っ
ぱ
ら
黄
色
の
菊
を
賞
美
し
た
中
国
の
漢
詩
の
中
に
、
白
菊
の
賞
美
と
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
絞
り
な
が
ら
、
平
安
朝
の
漢
詩
文
に
お
け
る
白
菊
の
受
容
と
そ
の
美
意
識
を
明
ら

か
に
す
る
。
白
菊
は
平
安
朝
前
期
に
輸
入
さ
れ
て
か
ら
、
そ
の
白
さ
を
称
え
る
漢
詩
・
和
歌
が

詠
ま
れ
、
白
菊
へ
の
好
尚
が
広
ま
っ
た
。
同
じ
く
菊
の
花
を
詠
ん
で
も
、
唐
詩
で
は
そ
の
花
に

託
し
て
「
徳
性
」
を
詠
む
こ
と
を
特
徴
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
平
安
朝
漢
詩
文
で
は

漢
籍
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
白
菊
と
霜
と
を
重
ね
る
な
ど
の
情
趣
を
中
心
と

す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
文
学
が
新
た
な
展
開
を
示
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
梅
や
菊
の
花
の
受
け
入
れ
と
、
そ
の
素
材
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を
詩
歌
に
詠
む
こ
と
で
、
日
本
古
代
詩
歌
に
お
け
る
梅
と
菊
に
関
す
る
美
的
理
念
の
形
成
が
説

か
れ
て
い
る
。
梅
も
菊
も
中
国
の
古
代
漢
詩
か
ら
出
発
し
て
唐
宋
に
至
り
詠
ま
れ
る
が
、
そ
れ

が
日
本
古
代
の
詩
歌
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
日
本
の
風
土
性
や
日
本
人
の
精
神
文
化
と
融
合
す
る

こ
と
で
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
の
美
意
識
と
し
て
、
季
節
の
発
見
と
様
式
性
の
確
立
、
季
節
毎

の
風
物
選
択
と
い
う
新
た
な
文
学
を
形
成
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
こ
に
古
代
詩
歌
の
美
の
理

念
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

�
國
文
提
出
の
学
位
申
請
論
文
で
あ
る
『
古
代
詩
歌
に
お
け
る
美
の
理
念
―
季
節
と
風
物
を

通
し
た
詩
歌
の
成
立
―
』
は
、
古
代
日
本
（
本
論
で
は
上
代
・
平
安
初
期
）
の
詩
歌
に
見
ら
れ

る
美
の
理
念
形
成
を
季
節
観
の
問
題
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
詩
歌
に
お
け
る
美
の
理

念
形
成
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
当
該
論
文
の
特
徴
は
、
第
一
に
古
代
詩
歌
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の
中
か
ら
中
国
渡
来
の
植
物
で
あ
る
〈
梅
〉
や
〈
菊
〉
の
花
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
の
受
け
入
れ

と
文
学
表
現
と
し
て
の
形
成
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
形
成
し
た
表
現
様
式
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
第
二
に
研
究
の
方
法
と
し
て
中
国
古
典
詩
（
詩
経
か
ら
唐
詩
ま
で
）
と
の
比
較
研
究
に

あ
り
、
中
国
古
典
詩
に
お
け
る
季
節
観
形
成
の
歴
史
を
把
握
し
な
が
ら
、
古
代
日
本
詩
歌
の
形

成
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

日
本
人
が
季
節
観
を
文
学
表
現
に
取
り
込
ん
だ
の
は
、
お
よ
そ
近
江
朝
時
代
で
あ
り
、
そ
れ

が
定
着
す
る
の
は
奈
良
時
代
の
前
期
で
あ
る
。
以
後
に
平
安
初
期
の
漢
文
学
隆
盛
の
時
代
を
迎

え
、
漢
詩
お
よ
び
和
歌
が
奈
良
朝
に
定
着
し
た
季
節
観
を
、
よ
り
多
様
に
、
ま
た
よ
り
繊
細
に

表
現
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
つ
の
完
成
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な

表
現
の
歴
史
を
確
認
す
る
こ
と
の
中
か
ら
、
具
体
的
な
季
節
の
景
物
の
分
析
を
行
い
、
そ
こ
に

様
式
化
さ
れ
る
季
節
表
現
の
美
的
理
念
（
あ
る
べ
き
風
物
）
を
求
め
て
い
る
。
以
下
、
特
筆
す

べ
き
こ
と
を
取
り
上
げ
て
報
告
と
し
た
い
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
季
節
の
景
物
の
一
つ
は
、
外
来
植
物
で
あ
る
〈
梅
〉
に
つ
い
て
で
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あ
る
。
こ
の
梅
の
花
を
め
ぐ
る
考
察
と
し
て
、
一
に
万
葉
集
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
梅
の
花

と
そ
れ
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
景
物
表
現
の
成
立
に
つ
い
て
、
一
に
梅
花
へ
の
観
賞
が
梅
花
の
宴

と
い
う
集
団
的
詠
作
の
中
に
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
共
有
さ
れ
た
梅
花
の
テ
ー
マ
性
が
存
在
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
一
に
梅
花
の
宴
の
作
品
群
に
付
さ
れ
た
漢
文
序
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
に
楽

府
詩
の
梅
花
落
と
古
代
日
本
詩
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
に
平
安
時
代
に
初
め
て
表
現
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
紅
梅
の
受
け
入
れ
と
詩
歌
に
お
け
る
表
現
の
特
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
梅
花
を
め
ぐ
る
本
論
文
の
大
き
な
成
果
は
、
第
二
編
第
一
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上

代
の
漢
詩
と
上
代
の
和
歌
に
お
い
て
梅
花
の
受
け
入
れ
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
へ
の
指
摘
に
あ

る
。
梅
花
を
詠
む
の
は
七
世
紀
後
半
の
漢
詩
に
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
宮
廷

詩
に
お
い
て
禁
園
を
賞
賛
す
る
方
法
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
初
頭
の

天
平
二
年
正
月
に
開
催
さ
れ
た
、
大
宰
帥
大
伴
旅
人
主
催
の
梅
花
の
宴
の
歌
は
、
大
宰
府
と
い

う
辺
境
に
お
い
て
開
か
れ
た
歌
宴
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
先
行
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の

辺
境
性
と
梅
花
と
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
の
梅
花
に
は
「
梅
花
落
」
と
い
う
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楽
府
詩
の
テ
ー
マ
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
漢
文
序
に
示
さ
れ
た
「
詩
紀
落
梅
篇
」

と
あ
る
の
は
楽
府
の
梅
花
落
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
楽
府
の
梅
花
落
は
、
故
郷
を
離
れ
た

役
人
や
兵
士
た
ち
が
正
月
の
訪
れ
た
時
に
歌
う
の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
大

宰
府
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
梅
花
の
宴
に
歌
わ
れ
た
歌
は
、
懐
か
し
い
故
郷
を
思
う
歌
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
受
け
入
れ
は
模
倣
や
影
響
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
梅
花

落
の
テ
ー
マ
を
理
解
し
て
い
る
歌
人
た
ち
に
よ
る
望
郷
の
歌
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
と

い
う
結
論
を
導
く
。
従
来
の
比
較
研
究
に
お
い
て
は
、
影
響
関
係
と
と
も
に
そ
の
模
倣
が
説
か

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
論
文
が
示
し
た
テ
ー
マ
の
共
有
と
い
う
指
摘
は
、
日
中
比
較
研
究
に

お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
季
節
の
景
物
は
、
同
じ
く
渡
来
の
植
物
で
あ
る
〈
菊
〉
に
つ
い
て
で

あ
る
。
菊
の
花
を
め
ぐ
る
考
察
と
し
て
、
日
本
最
初
の
漢
詩
集
で
あ
る
懐
風
藻
の
漢
詩
を
取
り

上
げ
、
そ
こ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
菊
の
花
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
る
。
次
い
で
懐
風
藻
漢
詩
が

受
け
入
れ
た
黄
菊
に
対
し
て
、
平
安
時
代
の
詩
歌
に
流
行
す
る
白
菊
へ
の
関
心
と
、
そ
こ
に
あ
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ら
わ
れ
る
平
安
時
代
初
期
の
詩
人
や
歌
人
た
ち
の
美
意
識
に
つ
い
て
で
あ
る
。

菊
の
花
は
万
葉
集
に
登
場
し
な
い
。
菊
は
上
代
漢
詩
に
初
め
て
見
え
る
植
物
で
あ
り
、
そ
れ

だ
け
に
外
来
の
植
物
の
中
で
も
新
し
い
渡
来
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
梅
が
漢
詩
か
ら
和
歌

へ
と
い
う
流
れ
を
取
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
外
来
植
物
は
ま
ず
漢
詩
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
和
歌

へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
菊
も
懐
風
藻
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
続
い
て
平
安
漢
詩
文
に

定
着
し
、
古
今
和
歌
集
へ
と
流
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
外
来
植
物
の
定

着
の
流
れ
を
確
認
し
な
が
ら
、
第
三
編
第
一
章
で
菊
の
花
が
ま
ず
受
け
入
れ
ら
れ
た
懐
風
藻
の

漢
詩
を
分
析
す
る
。
特
に
菊
の
花
は
八
世
紀
初
頭
の
左
大
臣
長
屋
王
の
邸
宅
で
開
催
さ
れ
た
詩

宴
に
多
く
詠
ま
れ
た
。
そ
こ
で
の
菊
の
特
徴
は
神
仙
的
世
界
と
菊
酒
を
飲
む
こ
と
に
あ
り
、
神

仙
的
世
界
を
詠
む
の
は
長
屋
王
の
興
味
か
ら
で
あ
り
、
菊
酒
を
飲
む
の
は
九
月
九
日
の
節
句
を

意
図
し
て
い
る
か
ら
だ
と
す
る
。
古
代
日
本
の
重
陽
の
宴
は
天
武
天
皇
の
忌
日
に
あ
た
り
、
当

日
の
宴
会
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
中
国
の
詩
人
た
ち
が
重
陽
の
節
に
詩
を
詠
む
と
い
う
習
慣
が

あ
り
、
そ
れ
に
倣
う
こ
と
で
長
屋
王
邸
の
菊
の
詩
が
上
代
に
展
開
し
得
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

─ １７ ─



い
る
。
第
二
章
で
は
、
こ
の
重
陽
の
宴
が
平
安
時
代
に
解
禁
と
な
り
、
漢
詩
に
菊
の
詩
が
多
く

詠
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本
論
文
で
は
、
菊
の
花
が
黄
菊
か
ら
白
菊
に
移
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

こ
の
よ
う
な
菊
へ
の
好
尚
の
変
化
を
全
唐
詩
の
分
析
を
通
し
て
確
認
し
、
嵯
峨
上
皇
や
島
田
忠

臣
ら
の
白
菊
の
形
成
が
霜
や
雪
と
の
取
り
合
わ
せ
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
よ

う
な
白
菊
の
表
現
が
和
歌
に
「
初
霜
と
白
菊
」
と
い
っ
た
表
現
を
可
能
に
し
た
の
だ
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
古
代
日
本
に
渡
来
し
た
外
来
植
物
の
春
の
梅
と
秋
の
菊
と
を
対

象
と
し
て
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
詩
歌
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
が
歴
史
的
な
段
階
を

踏
み
な
が
ら
表
現
の
様
式
性
を
生
み
だ
し
た
こ
と
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
が
季
節
の
好
ま
し
い
風

物
と
い
う
意
義
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
詩
歌
に
お
け
る
美
の
理
念
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
結

論
を
導
い
て
い
る
。
日
・
中
に
わ
た
る
古
代
詩
歌
を
博
捜
し
、
し
っ
か
り
し
た
典
拠
を
示
し
て

い
る
こ
と
、そ
の
分
析
も
的
確
に
行
わ
れ
て
穏
当
な
結
論
を
導
い
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

本
論
文
に
そ
う
し
た
成
果
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
本
論
文
の
「
美
の
理
念
」
と
い
う
概
念

は
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
だ
け
に
、
表
現
の
様
式
性
の
問
題
に
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
上
で

─ １８ ─



の
論
理
性
を
提
起
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
、
今
後
の
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本

論
文
を
通
し
て
さ
ら
な
る
展
開
の
可
能
性
が
あ
り
、
本
論
文
の
提
出
者
で
あ
る
�
國
文
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
ら
れ
る
。
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