
岸
川
雅
範
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
江
戸
天
下
祭
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

「
江
戸
天
下
祭
」
と
は
、
江
戸
総
鎮
守
と
讃
え
ら
れ
た
神
田
明
神
（
現
神
田
神
社
）
の
神
田

祭
と
、
山
王
権
現
（
現
日
枝
神
社
）
の
山
王
祭
を
め
ぐ
る
両
祭
礼
を
指
し
、
幕
府
公
認
の
年
中

行
事
に
関
す
る
名
称
で
あ
る
。
そ
の
「
江
戸
天
下
祭
」
に
含
ま
れ
る
神
田
祭
を
対
象
と
し
て
、

近
世
江
戸
期
か
ら
近
現
代
ま
で
、
歴
史
的
な
性
格
や
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

序
章
「
江
戸
天
下
祭
に
関
す
る
研
究
史
」
で
は
、
神
田
明
神
の
神
田
祭
と
日
枝
神
社
の
山
王

祭
と
の
祭
礼
は
、
幕
府
公
式
の
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
り
、
殊
に
神
田
明
神
は
幕
府
と
関
係
が

深
か
っ
た
。
天
下
祭
の
研
究
で
は
江
戸
学
の
祖
・
三
田
村
鳶
魚
を
始
め
と
し
て
、
岡
本
綺
堂
、
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藤
沢
衛
彦
な
ど
が
続
い
た
。
戦
後
は
東
京
市
役
所
編
『
天
下
祭
』
が
刊
行
さ
れ
、
今
も
な
お
基

礎
文
献
と
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
公
式
の
年
中
行
事
と
し
て
意
義
や
主
要
素
に
関
す
る
研
究
が
な

さ
れ
、
さ
ら
に
千
代
田
区
教
育
委
員
会
が
昭
和
五
十
五
年
か
ら
調
査
を
始
め
、
山
車
が
注
目
さ

れ
て
き
た
。
最
近
の
研
究
動
向
で
は
行
列
の
諸
要
素
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
と
り
わ
け
氏
子
各
町

か
ら
出
さ
れ
た
附
祭
、
御
雇
祭
に
む
け
て
進
展
が
み
ら
れ
る
。

第
一
章
「
江
戸
の
神
社
祭
礼
」
で
は
、
江
戸
時
代
の
主
要
な
神
社
祭
礼
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。
神
輿
が
賑
や
か
に
担
が
れ
る
現
在
の
祭
礼
風
俗
と
は
異
な
り
、
山
車
と
附
祭
が
多
く
出

さ
れ
、
渡
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
事
例
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
火
事
や
洪
水
と
い
う
自
然

災
害
と
祭
礼
の
関
係
、
社
殿
の
大
破
と
修
造
、
神
輿
や
道
具
の
破
損
と
修
理
、
将
軍
の
凶
事
、

氏
子
関
係
に
よ
る
延
期
・
休
止
・
縮
小
な
ど
を
余
技
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
、
予
想
外
に
多
か
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。そ
れ
ら
の
中
で
も
天
下
祭
で
あ
る
神
田
祭
と
山
王
祭
だ
け
は
、

幕
府
公
式
の
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
二
章
「
江
戸
天
下
祭
の
主
要
素
と
歴
史
的
展
開
」
で
は
、
天
下
祭
と
称
さ
れ
た
神
田
祭
の
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構
成
要
素
と
執
行
状
況
、
変
遷
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
祭
典
行
列
は
、
江
戸
城

の
内
郭
に
入
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
城
内
で
徳
川
将
軍
の
上
覧
を
賜
わ
り
、
御
台
所
や
世
子

ら
が
見
物
し
た
。
さ
ら
に
幕
府
が
神
輿
行
列
の
費
用
を
分
担
し
た
こ
と
、
国
役
と
し
て
神
輿
舁

な
ど
の
所
役
を
伝
馬
町
が
請
負
っ
た
こ
と
、
幕
府
費
用
で
町
々
に
御
雇
祭
を
出
す
よ
う
勧
め
た

こ
と
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
神
田
を
中
心
に
山
車
・
附
祭
を
出
し
た
が
、
従
来

は
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
側
面
で
あ
る
。
ま
た
祭
礼
日
程
に
つ
い
て
、
六
月
に
町
内
で
取
締
掛
を

選
任
し
、
十
月
過
ぎ
に
入
用
高
を
提
出
す
る
ま
で
半
年
を
費
や
し
た
。
諸
準
備
を
重
ね
て
幕
府

・
神
社
・
氏
子
が
綿
密
な
準
備
を
重
ね
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
最
後
に
史
的
変
遷
を
辿
っ
て
、

賑
や
か
な
元
禄
・
化
政
期
に
ひ
き
か
え
、
質
素
・
倹
約
の
規
制
が
加
わ
っ
た
享
保
・
寛
政
・
天

保
期
な
ど
、
時
代
変
化
を
念
頭
に
考
察
し
た
。

第
三
章
「
神
輿
」
で
は
、
天
下
祭
の
中
心
を
な
す
神
輿
行
列
に
つ
い
て
、
幕
府
が
神
輿
が
元

和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
新
調
し
て
、
修
理
と
新
造
を
重
ね
る
な
ど
、
経
費
を
負
担
す
る
こ
と

が
大
前
提
で
あ
る
が
、
財
政
状
況
に
よ
っ
て
は
町
々
や
大
奥
が
負
担
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
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た
国
役
と
し
て
大
伝
馬
町
・
南
伝
馬
町
が
神
輿
舁
を
つ
と
め
、
江
戸
や
諸
国
神
職
が
奉
仕
し
、

大
名
諸
侯
が
神
馬
・
長
柄
な
ど
を
差
出
す
な
ど
が
、
神
輿
行
列
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
「
揉
合
型
神
輿
舁
」、
所
謂
「
揉
み
舁
ぎ
」
が
、
都
内
各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
現
代
の
神

輿
舁
ぎ
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。
半
纏
に
つ
い
て
も
、
両
伝
馬
町
の
獅
子
頭
持
ち
を
奉
仕
し
た

鳶
人
足
の
半
纏
が
そ
の
原
型
で
あ
る
。
そ
し
て
天
下
祭
を
は
じ
め
神
社
の
祭
礼
に
お
い
て
、
白

丁
姿
で
粛
々
と
神
輿
が
担
が
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

第
四
章
「
山
車
、
附
祭
」
で
は
、
氏
子
町
に
お
け
る
山
車
が
従
来
様
々
に
研
究
さ
れ
て
き
た

が
、
附
祭
に
つ
い
て
は
研
究
自
体
が
少
な
く
、
そ
の
歴
史
的
な
展
開
を
辿
っ
た
も
の
も
見
当
ら

な
い
。
神
田
祭
に
出
さ
れ
た
山
車
は
、
三
十
六
番
組
に
分
け
ら
れ
る
氏
子
町
々
に
よ
っ
て
、
四

十
本
前
後
が
出
さ
れ
て
き
た
。
一
町
で
山
車
が
一
本
、
あ
る
い
は
数
町
連
合
で
一
本
、
或
い
は

一
番
内
に
三
町
あ
れ
ば
三
本
を
出
し
た
。
総
じ
て
山
車
の
番
組
と
町
々
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の

厳
し
い
規
制
が
あ
り
、
江
戸
期
を
通
じ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
山
車
を
飾
る
人
形

に
つ
い
て
、
神
話
・
昔
話
・
能
な
ど
に
題
材
を
採
る
も
の
が
多
く
、
当
初
に
は
小
ぶ
り
な
形
式
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で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
人
形
や
飾
り
が
大
型
化
し
て
、
車
輪
が
つ
け
ら
れ
、
牛
や
人
が
牽
く
形

式
へ
と
変
化
し
、
幕
末
期
に
は
「
江
戸
型
山
車
」
と
い
う
豪
華
な
山
車
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
。

ま
た
附
祭
と
は
氏
子
町
々
よ
り
出
し
た
も
の
で
、
江
戸
に
お
け
る
神
社
祭
礼
に
お
い
て
、
も
っ

と
も
盛
り
上
が
っ
た
行
列
と
云
え
よ
う
。
前
段
階
の
行
列
を
「
練
物
」
と
称
し
て
、
上
段
に
人

形
を
の
せ
、
下
段
に
囃
子
方
が
居
な
ら
ぶ
四
輪
車
で
、
牛
が
牽
く
大
型
屋
台
で
あ
る
。
仮
装
行

列
や
造
物
が
続
く
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
享
保
の
改
革
に
よ
っ
て
大
型
屋
台
が
禁
止
さ
れ
、
人
数

を
制
限
し
た
山
車
の
み
の
行
列
と
な
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。

第
五
章
「
御
雇
祭
」
と
は
附
祭
に
似
た
行
列
で
、
太
神
楽
や
独
楽
廻
し
な
ど
の
諸
芸
が
加
わ

る
も
の
を
指
す
。
幕
府
は
天
下
祭
で
も
神
田
祭
の
み
に
御
雇
祭
を
命
じ
て
、
経
費
の
一
部
を
負

担
し
た
。
御
台
所
や
将
軍
の
世
子
が
見
物
す
る
こ
と
が
多
く
、
大
奥
よ
り
特
に
希
望
し
た
た
め

「
御
好
附
祭
」「
御
好
品
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
御
雇
祭
を
出
し
た
世
話
番
町
で

は
庶
民
芸
能
の
場
と
し
て
、
女
子
を
中
心
と
す
る
子
供
た
ち
が
行
列
に
多
く
加
わ
り
、
幕
府
よ

り
下
さ
れ
た
経
費
以
上
に
、
賑
や
か
な
行
列
を
繰
り
出
し
た
こ
と
を
考
察
し
た
。
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終
章
「
天
下
祭

そ
の
後
」
で
は
、
江
戸
期
の
天
下
祭
と
東
京
奠
都
後
の
神
田
祭
と
を
比
較

し
つ
つ
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
。
神
田
明
神
は
明
治
以
降
に
神
田
神
社
と
改
称

し
、
江
戸
総
鎮
守
か
ら
皇
城
守
護
の
准
勅
祭
社
、
さ
ら
に
東
京
の
氏
神
で
あ
る
府
社
へ
と
神
社

の
役
割
を
変
化
さ
せ
た
。
そ
れ
と
共
に
幕
府
の
公
式
行
事
か
ら
奠
都
後
の
皇
室
と
新
政
府
、
さ

ら
に
府
民
か
ら
都
民
へ
と
氏
子
守
護
を
目
的
と
す
る
祭
礼
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
意
味
と
目
的
と

を
大
き
く
転
換
し
て
き
た
。ま
た
江
戸
城
内
の
巡
行
と
将
軍
の
上
覧
を
目
的
と
す
る
祭
礼
か
ら
、

氏
子
区
域
を
渡
御
す
る
祭
礼
へ
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
世
襲
神
職
の
廃
止
と
祠
官
・
祠
掌

の
任
命
、
氏
子
区
域
の
確
定
が
あ
り
、
町
内
か
ら
出
す
山
車
は
明
治
以
降
、
年
次
に
よ
っ
て
大

き
く
振
幅
し
て
い
る
。
町
内
や
順
番
も
一
定
し
な
い
が
、
幕
府
の
規
制
か
ら
解
除
さ
れ
た
諸
社

祭
礼
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
経
済
状
況
に
見
合
っ
て
山
車
や
附
祭
が
出
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十

五
年
に
祭
月
が
変
更
し
て
、
山
車
や
踊
台
が
無
く
な
り
神
輿
渡
御
と
な
っ
た
。
し
か
も
氏
子
区

域
が
次
第
に
拡
大
し
て
、大
正
期
に
な
る
と
週
日
を
必
要
と
す
る
祭
礼
へ
と
肥
大
し
て
い
っ
た
。

江
戸
期
か
ら
明
治
・
大
正
と
時
代
が
下
る
と
、
神
田
祭
は
天
下
祭
か
ら
氏
神
祭
礼
、
あ
る
い
は
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都
市
祭
礼
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。さ
ら
に
戦
後
の
影
響
を
受
け
て
大
都
会
の
祭
礼
と
化
し
て
、

現
代
の
多
彩
な
在
り
方
へ
引
き
継
が
れ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
「
江
戸
天
下
祭
」
に
つ
い
て
、
神
田
明
神
の
神
田
祭
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
に

み
る
変
容
や
要
因
を
め
ぐ
り
、
江
戸
期
を
中
心
と
し
て
近
現
代
に
お
よ
ぶ
視
座
か
ら
、
そ
の
歴

史
的
な
展
開
の
あ
と
を
考
察
し
た
論
考
で
あ
る
。
ま
ず
江
戸
の
神
社
祭
礼
に
つ
い
て
、
江
戸
期

に
お
け
る
神
社
祭
礼
の
全
般
を
見
渡
し
て
、
幕
府
と
祭
礼
と
の
関
係
を
は
じ
め
災
害
や
事
故
の

影
響
、
氏
子
の
信
仰
な
ら
び
に
経
済
状
況
、
社
殿
・
神
輿
の
大
破
と
修
復
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
神
社
関
係
の
祭
礼
史
料
を
各
方
面
に
博
捜
し
て
よ
く
吟
味
さ
れ
て
お
り
、
浅
草
三
社
権
現

・
赤
坂
氷
川
明
神
な
ど
、
限
界
の
な
い
大
江
戸
研
究
の
一
環
を
担
う
重
要
性
を
も
つ
分
野
の
成

果
と
し
て
、
江
戸
の
祭
礼
研
究
に
寄
与
す
る
こ
と
が
多
い
。
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天
下
祭
の
主
要
素
と
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
、
天
下
祭
の
基
礎
的
知
識
を
述
べ
、
そ
の
要
素

・
祭
礼
日
程
・
執
行
状
況
を
論
述
し
て
お
り
、
特
に
将
軍
上
覧
で
賑
わ
っ
た
元
禄
期
の
論
述
は

精
彩
を
放
っ
て
い
る
。
神
田
祭
年
表
は
全
体
と
し
て
編
年
的
な
叙
述
が
極
め
て
実
証
的
で
あ
る

が
、
今
後
と
も
事
項
に
つ
い
て
補
訂
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
祭
礼
日
程

が
不
完
全
で
あ
る
印
象
は
否
め
ず
、
特
に
御
雇
祭
の
日
程
を
さ
ら
に
検
討
し
て
、
な
お
も
神
田

祭
年
表
の
記
載
事
項
を
埋
め
る
努
力
が
望
ま
れ
る
。
神
輿
で
は
、
天
下
祭
の
中
心
を
な
す
神
輿

行
列
を
検
討
し
て
、
幕
府
の
国
役
と
し
て
専
ら
四
伝
馬
町
（
大
・
南
・
赤
坂
・
四
谷
）
が
奉
仕

し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
祭
礼
行
列
を

取
り
上
げ
て
検
討
し
、「
神
田
明
神
祭
礼
絵
巻
」
に
み
る
神
輿
行
列
に
つ
い
て
祭
礼
道
具
を
詳

細
に
論
述
す
る
な
ど
、
行
き
届
い
た
考
察
を
加
え
て
い
る
。
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
山
車
か

ら
神
輿
へ
と
、
祭
礼
の
中
心
的
な
役
割
が
変
化
し
て
い
っ
た
事
情
は
明
快
で
あ
り
、
充
分
な
説

得
力
に
富
ん
で
い
る
。

次
い
で
山
車
と
附
祭
で
は
、
幕
府
が
祭
礼
費
用
を
負
担
し
て
、
国
役
と
し
て
伝
馬
町
が
神
輿
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担
ぎ
を
請
け
お
い
、
神
田
町
を
中
心
と
す
る
氏
子
中
が
山
車
・
附
祭
・
御
雇
祭
を
執
行
し
た
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。
特
に
山
車
に
関
連
し
て
祭
礼
番
付
（
文
化
四
年
）
や
明
神
祭
礼
一
件
（
弘

化
四
年
）
に
よ
っ
て
、
番
組
・
町
名
・
題
目
・
内
容
に
わ
た
り
比
較
対
照
す
る
一
覧
表
は
、
興

味
あ
ふ
れ
る
試
み
で
あ
っ
た
。
附
祭
や
御
雇
祭
を
併
せ
て
一
覧
し
た
こ
と
は
成
果
に
数
え
る
べ

き
で
、
今
後
の
分
析
研
究
の
上
に
示
唆
す
る
所
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
山
車
に
乗
っ
た

囃
子
の
音
曲
な
ど
、
な
お
も
詳
し
い
研
究
を
行
な
え
ば
良
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の

中
で
神
楽
・
囃
子
・
清
元
・
常
磐
津
な
ど
の
舞
踊
や
音
曲
、
人
形
師
、
家
持
・
若
者
・
鳶
・
職

人
な
ど
の
面
々
、
さ
ら
に
天
下
祭
を
含
む
江
戸
の
神
社
祭
礼
な
ど
、
な
お
未
開
拓
の
研
究
分
野

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
芸
能
と
音
楽
な
ど
の
視
野
か
ら
分
析
の
工
夫
が
な
さ
れ
れ
ば
、
更
な

る
成
果
が
期
待
で
き
た
と
思
わ
れ
、
も
う
少
し
芸
能
史
・
音
楽
史
の
成
果
を
取
入
れ
る
こ
と
を

要
望
し
た
い
。
し
か
し
全
体
と
し
て
先
行
研
究
も
少
な
く
、
本
論
文
が
先
駆
的
な
業
績
を
齎
し

た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
御
雇
祭
に
出
さ
れ
た
太
神
楽
や
独
楽
回
し
に
つ
い
て
、
演
目
の
具
体
的
な
内
容
や
世
話
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番
町
の
動
向
、
行
列
に
加
わ
っ
た
女
子
・
子
供
な
ど
、
今
ま
で
の
研
究
を
凌
駕
し
た
考
察
を
加

え
て
い
る
。
特
に
神
田
祭
に
か
ぎ
り
行
わ
れ
た
品
返
御
雇
祭
に
触
れ
て
い
る
が
、
な
お
も
詳
細

な
成
果
報
告
を
今
後
に
期
待
し
た
い
。
尤
も
「
渡
り
祭
礼
」
の
学
術
用
語
化
に
は
、
な
お
慎
重

を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
下
祭
の
研
究
に
お
い
て
、
江
戸
か
ら
東
京
の
神
社
祭
礼
へ
と
考

察
し
た
数
少
な
い
論
考
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
注
目
す
べ
き
成
果
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
も
神
田
祭
が
幕
府
公
認
の
祭
礼
で
あ
り
つ
つ
、
近
代
か
ら
現
代
に
お
い
て
皇
室
・
国
家
、

さ
ら
に
氏
子
の
祭
礼
へ
と
発
展
的
に
理
解
し
て
い
る
。江
戸
か
ら
東
京
へ
の
転
換
期
に
お
い
て
、

明
ら
か
に
目
的
と
意
味
と
が
転
換
さ
れ
た
こ
と
を
見
届
け
、
大
き
く
機
能
し
て
き
た
と
認
め
ら

れ
る
。
た
だ
明
治
以
降
に
盛
ん
に
な
っ
た
神
輿
に
つ
い
て
、
そ
の
巡
幸
路
図
を
完
備
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

天
下
祭
の
主
要
素
が
際
立
っ
て
明
確
で
あ
り
、
近
代
の
東
京
に
お
け
る
数
少
な
い
神
社
祭
礼

に
向
け
て
の
論
考
と
し
て
、
今
後
の
研
究
に
大
き
な
指
針
を
与
え
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
大
正
期
に
つ
い
て
山
車
・
神
輿
数
な
ど
の
推
移
を
述
べ
て
い
る
が
、
や
や
平
板
な
印
象
を
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免
れ
ず
、
資
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
各
時
代
の
考
察
が
概
論
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
惜
し
ま

れ
る
。
し
か
も
執
筆
範
囲
を
超
え
る
こ
と
な
が
ら
、
昭
和
前
期
か
ら
現
代
へ
と
比
較
の
幅
を
広

げ
て
、
史
的
展
開
を
見
定
め
て
ゆ
く
こ
と
が
切
望
さ
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
な
研

究
を
と
り
進
め
て
、
今
後
と
も
万
全
を
期
す
る
た
め
、
研
究
成
果
を
積
み
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
が

肝
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
神
田
神
社
と
共
に
、
城
内
鎮
守
と
し
て
知
ら
れ
る
日
枝
神
社
の
山
王

祭
に
つ
い
て
、
今
少
し
適
切
な
配
慮
が
あ
っ
て
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
祭
礼
史
料
は
明
ら
か

に
神
田
祭
以
上
に
豊
富
で
あ
り
、
そ
の
史
料
を
駆
使
し
た
天
下
祭
と
い
う
観
点
か
ら
章
立
て
が

必
要
で
あ
り
、
江
戸
祭
礼
の
歴
史
的
研
究
に
資
す
る
意
味
か
ら
も
、
山
王
祭
を
含
め
た
全
体
的

な
配
慮
を
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

お
よ
そ
祭
礼
と
は
伝
統
と
変
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
る
も
の
で
、
伝
統
性
ゆ
た
か
に
時
代

を
超
え
て
生
き
続
け
る
た
め
、
近
代
か
ら
現
代
へ
の
時
代
変
化
を
詳
細
に
辿
り
つ
つ
、
伝
統
と

変
化
を
め
ぐ
る
様
相
を
見
届
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
天
下
祭
の
実
証
的
か
つ
包
括
的
な

研
究
と
し
て
、
明
ら
か
に
今
後
の
個
別
研
究
に
お
い
て
、
研
究
を
位
置
づ
け
る
べ
き
指
針
に
な
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り
得
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
個
々
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
編
年
的
に
仕
上
げ
た
手
法

の
信
頼
感
、
抜
き
ん
で
た
成
果
を
全
体
的
に
纏
め
上
げ
、
論
点
の
明
確
さ
に
加
え
て
、
全
体
と

し
て
過
不
足
な
い
出
来
栄
え
で
あ
り
、
神
田
祭
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
熱
意
の
所
産
と
讃
え
ざ

る
を
得
な
い
。
現
代
に
い
た
る
神
社
お
よ
び
祭
礼
に
お
い
て
、
多
様
な
信
仰
形
態
を
探
求
す
る

研
究
が
、
今
後
と
も
大
い
に
進
展
す
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
岸
川
雅
範
は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
五
日
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