
鈴
木
道
代

提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
大
伴
家
持
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

鈴
木
道
代
提
出
論
文
『
大
伴
家
持
の
研
究
』
は
、
天
平
期
に
お
け
る
「
歌
の
学
」（
詩
学
）

と
い
う
観
点
か
ら
大
伴
家
持
の
歌
を
作
品
論
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
家
持
の
歌
は
大
別
し

て
越
中
赴
任
以
前
、
越
中
時
代
、
越
中
赴
任
以
後
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
区
分
は
官
人
家
持
の
来

歴
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
作
歌
の
方
向
性
と
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
本
論
文
に
お

い
て
は
越
中
時
代
か
ら
そ
れ
以
降
の
歌
を
取
り
挙
げ
て
考
察
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
越
中
以
降

に
お
い
て
家
持
の
作
歌
活
動
が
本
格
的
に
始
動
し
、「
歌
の
学
」
と
い
う
問
題
意
識
が
明
確
に

な
る
こ
と
に
よ
る
。
越
中
に
赴
任
し
て
間
も
な
く
家
持
は
越
中
の
掾
で
あ
っ
た
大
伴
池
主
と
歌

─ １ ─



と
漢
詩
文
と
を
混
用
し
た
作
品
の
贈
答
を
通
し
て
、
自
覚
的
に
中
国
漢
代
以
降
の
詩
学
を
取
り

込
む
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
持
に
新
た
な
倭
歌
意
識
を
も
た
ら
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
家
持
は
多

く
の
作
品
を
生
み
出
し
た
。
こ
こ
に
い
う
歌
の
学
と
は
、
中
国
の
詩
学
を
い
か
に
倭
歌
に
取
り

込
む
こ
と
で
新
た
な
歌
を
作
り
出
し
た
か
と
い
う
家
持
の
「
歌
学
」
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
巻

十
七
以
降
の
歌
を
取
り
あ
げ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
本
論
文
の
特
質
は
、
以
上
の
と
こ
ろ
に

あ
る
。
こ
の
具
体
相
を
考
察
す
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は
十
一
本
の
論
考
を
三
部
に
分
け
て
構

成
し
て
い
る
。

全
体
の
構
成
は
、「
序
論
」
に
続
い
て
「
第
一
部

家
持
と
池
主
の
交
流
」
で
は
、「
第
一
章

家
持
と
池
主
の
文
章
論
―
『
山
柿
の
門
』
と
『
山
柿
の
歌
泉
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

池
主
に
よ
る
家
持
の
作
品
理
解
、
第
三
節

情
理
と
六
朝
詩
学
、
第
四

節

漢
詩
と
倭
詩
の
情
と
理
、
第
五
節

お
わ
り
に
）、「
第
二
章

家
持
と
池
主
の
離
別
歌
」

（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

家
持
と
池
主
の
贈
答
歌
と
恋
歌
、
第
三
節

家
持
と
池
主

の
贈
答
歌
と
中
国
恋
愛
詩
賦
、
第
四
節

家
持
と
池
主
の
贈
答
歌
と
中
国
贈
答
詩
、
第
五
節
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お
わ
り
に
）
が
あ
り
、「
第
二
部

家
持
の
花
鳥
風
詠
」
で
は
、「
第
一
章

諸
郡
巡
行
歌
群
に

お
け
る
『
月
光
』」（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

月
光
と
妹
、
第
三
節
「
仰
見
」
の
表

現
性
と
月
光
、
第
四
節
「
属
目
」
と
月
光
、
第
五
節

お
わ
り
に
）、「
第
二
章
『
庭
中
花
作

歌
』
の
主
題
―
な
で
し
こ
と
百
合
の
花
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

な
で
し
こ
と
百
合
の
咲
く
庭
、
第
三
節

家
持
の
風
景
論
、
第
四
節

鄙
の
花
、
第
五
節

お

わ
り
に
）、「
第
三
章

家
持
の
花
鳥
歌
―
霍
公
鳥
と
時
の
花
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
第
一
節

は

じ
め
に
、
第
二
節

賞
美
の
場
に
お
け
る
花
鳥
、
第
三
節

立
夏
の
霍
公
鳥
、
第
四
節
「
時
の

花
」
と
「
藤
の
花
」、
第
五
節

お
わ
り
に
）、「
第
四
章

春
苑
桃
李
の
花
」（
第
一
節

は
じ

め
に
、
第
二
節

春
苑
の
歌
学
、
第
三
節

桃
李
花
歌
の
成
立
、
第
四
節

お
わ
り
に
）、「
第

五
章

七
夕
歌
八
首
」（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

歌
群
の
構
成
、
第
三
節

家
持
の

七
夕
歌
と
巻
十
の
七
夕
歌
と
の
比
較
、
第
四
節
「
独
詠
」
と
「
独
詠
述
懐
」、
第
五
節

お
わ

り
に
）、「
第
三
部

家
持
の
君
臣
像
」
で
は
、「
第
一
章

侍
宴
応
詔
歌
に
お
け
る
天
皇
像
」

（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

応
詔
歌
の
場
、
第
三
節
「
秋
の
花
」
と
理
想
の
御
代
、
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第
四
節

お
わ
り
に
）、「
第
二
章

応
詔
儲
作
歌
に
お
け
る
君
臣
像
の
特
色
と
そ
の
意
義
」

（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

当
該
歌
の
方
法
と
位
置
付
け
、
第
三
節

豊
の
宴
と
臣
下

像
、
第
四
節
「
島
山
に
明
る
橘
」
と
新
嘗
会
、
第
五
節

お
わ
り
に
）、「
第
三
章

吉
野
行

幸
儲
作
歌
に
お
け
る
神
の
命
と
天
皇
観
」（
第
一
節

は
じ
め
に
、
第
二
節

人
麻
呂
と
家
持

の
天
皇
観
、
第
三
節
「
皇
祖
の
神
の
命
」
と
「
大
君
」、
第
四
節

お
わ
り
に
）、「
第
四
章

家
持
歌
に
お
け
る
皇
祖
神
の
御
代
―
『
青
き
蓋
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
第
一
節

は
じ
め
に
、

第
二
節
「
青
き
蓋
」
と
天
皇
統
治
、
第
三
節

皇
祖
神
と
保
宝
葉
、
第
四
節

お
わ
り
に
）、

最
後
に
「
結
論
」
と
「
初
出
論
文
一
覧
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

以
下
に
、
本
論
文
の
概
要
を
見
て
お
き
た
い
。
第
一
部
「
家
持
と
池
主
と
の
交
流
歌
」
で

は
、
家
持
と
池
主
が
歌
・
文
章
・
漢
詩
の
贈
答
を
通
し
て
中
国
詩
学
を
受
容
し
、
そ
の
理
論
を

用
い
な
が
ら
い
か
に
し
て
倭
歌
を
詠
ん
だ
か
を
論
じ
る
。「
第
一
章

家
持
と
池
主
の
文
章
論

―
『
山
柿
の
門
』
と
『
山
柿
の
歌
泉
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で
は
、
家
持
が
歌
の
学
を
自
覚
す
る

契
機
と
な
っ
た
池
主
と
の
贈
答
で
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
山
柿
」
を
め
ぐ
り
、
池
主
が
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家
持
の
文
章
を
い
か
に
評
価
し
た
か
を
考
察
す
る
。
池
主
に
よ
る
家
持
の
作
品
理
解
と
し
て

は
、
家
持
の
作
品
に
智
と
仁
と
い
う
美
玉
の
輝
き
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
家
持
の
詩
文
は
中

国
六
朝
の
詩
人
で
あ
る
潘
岳
や
陸
機
の
如
き
で
あ
り
、
文
学
の
殿
堂
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
の
内
容
は
詩
想
を
高
く
駆
け
め
ぐ
ら
し
、
心
を
道
理
に
委
ね
て
い
る
こ
と
、
た
ち
ど

こ
ろ
に
文
章
を
作
り
多
く
の
詩
文
が
紙
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
中
国
六
朝
詩
学

を
根
拠
と
し
て
評
価
し
つ
つ
、
家
持
の
歌
を
「
倭
詩
」
と
名
づ
け
て
新
た
な
文
芸
意
識
を
汲
み

取
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
詩
文
と
歌
と
を
一
対
と
す
る
家
持
の
倭
詩
へ
の
評
価
で
あ
っ
た
こ

と
、
池
主
は
こ
の
評
価
か
ら
家
持
の
文
章
を
「
雕
龍
筆
海
」
と
称
賛
し
、
家
持
の
作
品
の
中
に

歌
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
出
し
、
詩
文
と
歌
と
が
一
対
と
な
る
姿
を
理
想
と
し
、
古
来
か
ら
続
い

て
き
た
和
歌
史
に
お
い
て
、
家
持
が
示
す
文
学
態
度
を
一
つ
の
断
層
と
認
め
、
人
麿
を
中
心
と

す
る
伝
統
的
な
歌
の
流
れ
に
対
し
て
、「
山
柿
の
歌
泉
」
は
蔑
き
が
如
し
だ
と
述
べ
た
の
だ
と

指
摘
し
て
い
る
。「
第
二
章

家
持
と
池
主
の
離
別
歌
」
で
は
、
越
中
に
赴
任
し
た
家
持
が
正

税
帳
使
と
し
て
京
に
赴
く
際
に
交
わ
し
た
池
主
と
の
離
別
の
贈
答
歌
が
、
中
国
贈
答
詩
の
流
れ

─ ５ ─



の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
こ
の
歌
群
は
長
歌
体
で
構
成
さ
れ
、
友
と
の
別
れ

を
主
題
と
し
た
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
た
か
も
男
女
の
恋
歌
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
点
に
特

徴
が
あ
る
こ
と
、
離
別
を
主
題
と
す
る
中
国
恋
愛
詩
賦
と
の
比
較
か
ら
、
そ
こ
に
は
生
別
離
の

悲
し
み
の
表
現
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
を
中
国
恋
愛
詩
賦
に
求
め
る
こ
と
で
伝
統
的
な
離
別
詩
の

主
題
で
あ
る
、「
遠
行
す
る
男
と
待
つ
女
の
別
れ
」
と
い
う
枠
組
み
に
沿
う
表
現
が
獲
得
さ
れ

た
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
形
式
を
取
り
な
が
ら
も
、
一
方
に
二
人
の
贈
答
歌
の
中
心
は
季

節
の
美
景
を
賞
で
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
交
友
を
基
本
と
す
る
中
国
贈
答
詩
を
参
考
に
す
る

と
、
友
の
不
在
を
前
提
と
し
て
美
景
を
共
に
賞
で
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
、
友
へ
の
情
を

尽
く
す
こ
と
が
叶
わ
ず
、
そ
こ
に
春
の
悲
し
み
の
歌
が
成
立
す
る
の
だ
が
、
当
該
の
贈
答
歌
群

も
こ
の
よ
う
な
方
法
を
理
解
し
、
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
る
。

第
二
部
「
家
持
の
花
鳥
風
詠
」
で
は
、
家
持
の
季
節
の
風
物
を
詠
ん
だ
歌
に
注
目
し
、
中
国

詩
学
を
通
し
て
獲
得
し
た
歌
表
現
に
つ
い
て
論
じ
る
。「
第
一
章

諸
郡
巡
行
歌
群
に
お
け
る

『
月
光
』」
で
は
、
諸
郡
巡
行
歌
群
九
首
の
最
後
に
詠
ま
れ
る
「
月
光
」
を
詠
む
意
義
に
つ
い
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て
論
じ
て
い
る
。
当
歌
群
に
お
け
る
「
属
目
」
の
対
象
は
、
前
半
の
身
体
感
覚
に
お
け
る
鄙
の

自
然
へ
の
感
動
か
ら
、
船
梶
を
通
し
て
都
へ
の
思
い
が
引
き
出
さ
れ
、
後
半
は
属
目
に
よ
る
妹

へ
の
思
い
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
が
、
し
か
し
「
月
光
」
が
「
属
目
」
の
景
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み

る
な
ら
ば
、
月＝

妹
と
一
義
的
に
捉
え
る
の
は
正
し
く
な
く
、
む
し
ろ
家
持
の
「
月
光
」
の
発

見
は
、
離
別
し
た
男
女
を
テ
ー
マ
と
し
た
中
国
恋
愛
詩
の
枠
組
み
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、「
月
光
」
に
表
現
さ
れ
る
海
上
を
照
ら
す
清
浄
な
月
の
光
は
、
美
的
な
中
国
的

情
趣
に
よ
り
選
び
取
ら
れ
た
景
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
家
持
が
目
指
す
文
学
の
方
向
性
が
示
さ
れ

て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。「
第
二
章
『
庭
中
花
作
歌
』
の
主
題
―
な
で
し
こ
と
百
合
の
花
を
め

ぐ
っ
て
―
」
は
、
こ
こ
に
見
え
る
「
な
で
し
こ
」
と
「
さ
百
合
」
の
花
が
「
物
色
」
の
詩
学
を

通
し
て
い
か
に
歌
と
し
て
表
現
さ
れ
た
か
を
論
じ
る
。
従
来
、
庭
に
植
え
た
花
を
見
て
独
詠
的

に
詠
ん
だ
と
い
う
状
況
か
ら
、
そ
れ
は
妻
へ
の
思
い
を
詠
む
歌
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、

二
つ
の
花
の
季
節
の
ず
れ
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
花
々
は
、「
み
雪
降
る
越
」
と
い
う
閉

塞
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
家
持
の
心
の
中
に
造
形
さ
れ
た
庭
中
の
花
で
あ
る
と
す
る
。
季
節
の
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う
つ
ろ
い
と
心
の
動
き
を
説
く
家
持
の
手
法
は
、「
物
色
」
と
い
う
六
朝
詩
学
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
家
持
が
描
く
季
節
の
美
し
い
花
は
少
女
と
重
な
り
、
そ
こ
に
は
賞
で
る
対
象
と
し
て
の

「
な
で
し
こ
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
花
に
よ
っ
て
心
が
慰
め
ら
れ
る
と
い
う
の

は
、
物
色
に
よ
る
自
然
把
握
の
方
法
を
家
持
が
理
解
し
、
花
々
を
賞
美
す
る
こ
と
で
「
物
色
」

か
ら
導
か
れ
る
自
然
把
握
の
方
法
を
家
持
が
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
第
三
章

「
家
持
の
花
鳥
歌
―
霍
公
鳥
と
時
の
花
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
霍
公
鳥
と
時
の
花
と
の
組
み
合

わ
せ
を
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
、「
時
の
花
」
と
い
う
抽
象
的
な
花
を
選
択
し
た
意
図
と
、「
時
の

花
」
と
「
霍
公
鳥
」
と
を
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
い
か
な
る
季
節
歌
が
成
立
し
た
か
を
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
花
鳥
歌
の
発
想
は
中
国
詩
の
影
響
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
家
持
に
お
い
て
は
良
辰
・
美
景
の
折
に
友
と
琴
や
酒
を
携
え
て
自
然
の
風
光
を
賞

美
す
る
こ
と
を
理
念
と
し
、
そ
れ
が
立
夏
で
あ
れ
ば
霍
公
鳥
が
鳴
き
始
め
る
時
に
求
め
ら
れ
た

こ
と
、
一
方
で
立
夏
以
前
で
は
「
時
鳥
」
と
「
時
花
」
と
い
う
「
時
」
が
求
め
ら
れ
、
立
夏
以

降
の
「
霍
公
鳥
と
藤
の
花
を
詠
め
る
歌
」
で
は
「
詠
―
」
と
い
う
詠
物
の
方
法
に
よ
り
詠
ま
れ
、
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「
霍
公
鳥
」
と
「
藤
花
」
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
う
つ
ろ
い
ゆ
く
風
景
を
描
い
た
こ
と
。
だ

が
、
風
物
の
訪
れ
が
遅
い
越
中
の
気
候
で
は
立
夏
に
得
ら
れ
な
い
花
鳥
の
風
景
を
「
時
の
花
」

と
「
霍
公
鳥
」
と
を
詠
む
こ
と
で
暦
に
基
づ
い
て
あ
る
べ
き
風
景
が
詠
ま
れ
、
そ
の
「
時
」
を

都
の
時
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
家
持
の
季
節
認
識
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。「
第
四
章

春
苑
桃

李
の
花
」
は
、
三
月
一
日
か
ら
三
日
の
上
巳
の
宴
に
到
る
ま
で
の
十
二
首
の
歌
の
冒
頭
に
見
る

一
対
の
桃
李
の
歌
を
扱
い
、
こ
の
桃
李
花
の
歌
が
中
国
文
学
の
受
容
に
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に

詠
ま
れ
た
「
春
苑
」
と
い
う
語
が
家
持
の
中
で
ど
の
よ
う
な
風
景
と
し
て
描
か
れ
た
か
を
論
じ

る
。
題
詞
の
「
眺
囑
」
の
語
は
、
景
と
情
と
の
関
係
に
お
い
て
季
節
の
美
し
い
風
景
を
選
び
取

る
と
い
う
中
国
詩
学
の
枠
組
み
で
捉
え
る
べ
き
語
で
あ
る
こ
と
、「
眺
囑
」
の
対
象
で
あ
る

「
春
苑
」
は
こ
の
よ
う
な
美
意
識
の
中
か
ら
選
択
さ
れ
た
春
の
風
景
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
に
並

び
立
つ
桃
花
と
李
花
の
二
首
は
、
「
紅
」
と
「
白
」
と
を
対
比
す
る
中
国
詩
文
を
規
範
と
し
た
、

最
も
美
し
い
春
景
で
あ
っ
た
の
だ
と
結
論
す
る
。「
第
五
章

七
夕
歌
八
首
」
は
、
家
持
の
こ

の
作
品
が
季
節
の
風
物
を
詠
む
こ
と
に
よ
り
他
の
「
七
夕
歌
」
と
は
異
質
で
あ
り
、
な
ぜ
家
持
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は
季
節
の
風
物
を
詠
む
の
か
、
左
注
に
な
ぜ
「
独
」
と
記
し
た
の
か
を
論
じ
る
。
当
該
歌
群
の

構
成
は
、
七
夕
当
日
の
逢
瀬
前
か
ら
逢
瀬
直
前
ま
で
を
時
系
列
的
に
描
い
て
終
わ
り
、
そ
れ
が

二
星
の
離
別
に
至
ら
な
い
の
は
、
七
夕
を
主
眼
と
す
る
意
識
が
な
い
た
め
で
あ
り
、
題
詞
や
左

注
に
「
独
り
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、「
独
り
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
に
賞
で
る
べ
き

季
節
の
景
物
や
風
景
に
向
け
る
か
ら
で
あ
り
、
家
持
が
、
季
節
歌
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
秋
の
景

物
を
詠
み
込
む
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
こ
と
、
七
夕
の
物
語
に
沿
い
な
が
ら
も
、
七
夕
を
秋
の
季

節
の
始
ま
り
と
位
置
づ
け
て
、
そ
の
時
期
の
眼
前
に
あ
る
べ
き
風
景
を
描
い
た
の
で
あ
り
、
家

持
は
七
夕
歌
を
季
節
の
歌
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
だ
と
結
論
づ
け
る
。

第
三
部
「
家
持
の
君
臣
像
」
で
は
、
家
持
の
「
応
詔
」
の
歌
の
諸
相
と
、
家
持
の
君
臣
観
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
第
一
章

侍
宴
応
詔
歌
に
お
け
る
天
皇
像
」
は
、
人
麻
呂
以
来
の
宮

廷
歌
人
の
伝
統
の
流
れ
を
汲
む
応
詔
歌
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
家
持
が
天
皇
像
を
い
か
に
位
置

付
け
た
か
を
考
察
す
る
。
家
持
は
応
詔
歌
を
二
首
作
成
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
越
中
か
ら
都
へ

の
帰
路
に
お
い
て
作
歌
し
た
作
品
を
対
象
と
し
、
長
歌
の
前
半
で
は
古
の
皇
祖
神
が
天
降
っ
て
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国
見
を
す
る
こ
と
で
国
を
統
治
す
る
姿
を
描
き
、
後
半
で
は
現
在
の
天
皇
が
「
秋
の
花
」
を
賞

で
る
こ
と
を
描
く
の
は
、「
国
見
」
に
よ
り
統
治
し
た
古
の
天
皇
に
対
し
て
、
花
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
新
た
な
天
皇
像
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
「
秋
の

花
」
の
選
択
は
、
秋
の
肆
宴
を
想
定
し
、
天
皇
が
そ
の
花
を
「
見
し
賜
ひ

明
め
賜
ひ
」
と
い

う
の
は
、
天
皇
の
徳
が
万
物
に
施
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
の
徳
に
よ
り
見
出
さ
れ
た
象
徴

と
し
て
の
花
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。「
第
二
章

応
詔
儲
作
歌
に
お
け
る
君
臣
像
の
特

色
と
そ
の
意
義
」
は
、
天
皇
に
奉
仕
す
る
臣
下
の
姿
を
描
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
家
持
が

理
想
と
し
た
君
臣
像
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
の
中
で
「
紐
解
き
放
け
て
」「
ゑ
ら
ゑ
ら
に

仕
へ
奉
る
」
と
い
う
表
現
は
、
皇
徳
に
よ
り
実
現
し
た
太
平
の
世
に
天
皇
と
臣
下
と
が
喜
び
楽

し
む
様
子
の
具
体
相
で
あ
り
、
家
持
は
豊
の
宴
を
周
縁
か
ら
見
つ
め
る
第
三
者
的
な
天
皇
寿
歌

の
手
法
を
用
い
て
、
理
想
の
君
臣
像
を
描
い
た
と
い
う
。
本
来
、
豊
の
宴
を
見
る
存
在
の
天
皇

を
も
宴
の
内
部
に
取
り
込
み
、「
豊
の
宴
」
に
お
い
て
天
皇
が
徳
を
施
し
、
臣
下
が
そ
れ
を
十

分
に
享
受
し
永
遠
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
理
想
的
な
君
臣
一
体
の
像
を
歌
人
の
立
場
で
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歌
う
と
こ
ろ
に
、
家
持
の
応
詔
歌
の
理
解
が
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。「
第
三
章

吉
野
行
幸
儲

作
歌
に
お
け
る
神
の
命
と
天
皇
観
」
で
は
、
家
持
が
吉
野
行
幸
を
想
定
し
、
天
皇
の
詔
を
受
け

て
献
上
す
る
歌
と
し
て
用
意
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
人
麻
呂
の
吉
野
行
幸
歌
と
比
較
す
る

と
、
人
麻
呂
歌
に
表
現
さ
れ
る
天
皇
は
吉
野
の
宮
を
作
っ
た
、
絶
大
な
神
々
し
さ
を
持
っ
た
天

皇
の
姿
で
あ
る
が
、
家
持
は
吉
野
の
創
始
が
皇
位
を
継
承
し
た
祖
先
の
天
皇
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
祖
先
の
天
皇
に
対
し
て
現
在
の
天
皇
を
「
大
君
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
は
家
名
を
負
っ
て
主
従

関
係
を
結
ぶ
官
人
家
持
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
律
令
制
度
の
指
導
者
で
あ
る
天

皇
と
、「
皇
祖
の
神
の
命
」
と
し
て
の
天
皇
と
い
う
二
重
の
意
味
の
中
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。「
第
四
章

家
持
歌
に
お
け
る
皇
祖
神
の
御
代
―
『
青
き
蓋
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」

で
は
、
恵
行
が
保
宝
葉
を
持
つ
家
持
の
姿
を
称
賛
す
る
歌
を
贈
る
こ
と
に
対
し
て
、
家
持
は
皇

祖
神
が
酒
を
飲
む
姿
を
詠
み
返
し
た
意
味
と
、
布
勢
の
遊
覧
歌
群
に
お
け
る
位
置
付
け
に
つ
い

て
論
じ
る
。
保
宝
葉
が
蓋
と
し
て
見
立
て
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
天
皇
の
権
威
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
、
古
代
中
国
の
帝
の
宇
宙
観
を
示
す
「
天
円
」
の
天
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
、
家
持
は

─ １２ ─



こ
う
し
た
こ
と
か
ら
保
宝
葉
を
天
皇
が
支
配
す
る
世
界
と
し
て
見
立
て
た
と
す
る
。
ま
た
家
持

と
恵
行
と
の
贈
答
が
布
勢
水
海
遊
覧
に
お
い
て
見
ら
れ
、
布
勢
の
藤
波
を
見
て
都
へ
の
思
い
を

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
へ
の
思
慕
に
よ
り
想
起
さ
れ
た
家
持
の
思
い
が
、
宮
廷
の
祭
祀
の

中
に
表
れ
る
皇
祖
へ
の
歴
史
認
識
と
、
そ
の
伝
統
へ
の
理
解
を
通
し
て
、
現
在
の
天
皇
の
讃
美

へ
と
至
っ
た
と
す
る
。

以
上
が
各
章
の
要
旨
で
あ
る
。
家
持
の
越
中
以
降
の
歌
の
特
徴
は
、
六
朝
詩
学
を
中
心
と
す

る
文
学
理
論
の
受
容
と
、
そ
の
詩
学
を
基
盤
と
し
て
歌
に
展
開
し
、
新
た
な
表
現
を
獲
得
し
た

と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
に
家
持
の
「
歌
の
学
」
の
源
が
あ
る
と
い
う
。
各
論
文
で
取
り
あ
げ
た

作
品
は
中
国
詩
賦
の
手
法
が
反
映
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
受
容
の
問
題
に
と
ど
ま
ら

ず
、
歌
の
主
題
に
も
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
家
持
が
中
国
文
学
を
受

容
し
た
と
い
う
問
題
の
み
で
は
な
く
、
中
国
詩
学
を
歌
の
学
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
と

い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
、
万
葉
集
の
第
四
期
に
活
躍
し
、
現
在
の
万
葉
集
の
原
型
を
作
り
上
げ
た
大
伴
家

持
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
大
伴
家
持
の
作
歌
時
期
は
三
期
に
分
け
ら
れ
、
本
論
文
が
対
象
と

す
る
作
品
は
越
中
時
代
以
降
の
第
二
期
と
第
三
期
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
越
中
時
代
以
降
の
家

持
作
品
は
、
家
持
が
詩
友
と
も
い
え
る
越
中
の
官
吏
で
あ
っ
た
大
伴
池
主
と
邂
逅
し
、
中
国
の

詩
学
を
通
し
て
作
品
創
作
に
向
か
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
本
論
文
の
特
色
は
こ
の
時
期
の
家
持
が

詩
学
を
理
解
し
て
新
た
な
歌
の
学
に
よ
る
家
持
文
学
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
家
持
の
理
解
し
た
中
国
詩
学
か
ら
家
持
の
作
品
が
成
立
す
る
問
題
の
指
摘
を

中
心
に
、
本
論
文
の
意
義
を
確
認
し
た
い
。

家
持
が
具
体
的
に
中
国
の
詩
学
と
向
き
合
っ
た
証
拠
は
、
例
え
ば
、「
物
色
」
と
い
う
語
を

用
い
て
歌
を
詠
み
、
あ
る
い
は
「
立
山
賦
」
の
よ
う
に
「
賦
」
と
い
う
作
品
を
詠
む
こ
と
か
ら

も
知
ら
れ
る
が
、
第
一
部
の
「
第
一
章

家
持
と
池
主
の
文
章
論
―
『
山
柿
の
門
』
と
『
山
柿
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の
歌
泉
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」
に
見
る
「
山
柿
の
門
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
山

柿
の
門
」
は
「
遊
芸
の
庭
」
と
一
対
に
な
る
語
で
、
山
柿
は
倭
歌
の
伝
統
を
、
遊
芸
は
中
国
の

六
芸
に
よ
る
教
養
を
意
味
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
池
主
と
詩
歌
の
贈
答
を
繰
り
返
す
。
こ
の

時
、
池
主
は
家
持
の
歌
の
評
価
を
行
い
、
そ
れ
が
一
に
美
玉
の
輝
き
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
二

に
潘
岳
や
陸
機
の
文
学
に
劣
ら
ず
優
れ
て
い
る
こ
と
、
三
に
詩
想
は
高
く
心
は
道
理
に
委
ね
て

い
る
こ
と
、
四
に
曹
植
の
如
く
た
ち
ど
こ
ろ
に
文
章
を
作
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
、
そ
の
上
で

家
持
の
作
品
は
「
倭
詩
」
と
言
う
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
中
国
の
詩
学
に
基
づ
く
こ
と

は
、
そ
こ
に
「
雕
龍
筆
海
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
劉
�
の
「
文
心
雕
龍
」
な
ど
の
六
朝
詩
学
が

認
め
ら
れ
、
本
論
文
で
は
、
詩
学
の
情
と
理
の
理
論
か
ら
池
主
が
家
持
作
品
の
評
価
を
行
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
説
の
多
く
の
論
が
「
山
柿
」
と
は
誰
を
指
す
か

に
関
心
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
、
池
主
の
詩
学
に
焦
点
を
当
て
て
家
持
作
品
の
評
価
を

行
っ
た
こ
と
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
て
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
言
え

る
。
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そ
の
よ
う
な
詩
学
の
上
に
家
持
の
詩
作
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
「
第
二
章

家
持
と

池
主
の
離
別
歌
」
で
は
、
正
税
帳
使
と
し
て
京
に
赴
く
大
伴
池
主
と
交
わ
し
た
離
別
の
贈
答
歌

が
、
中
国
贈
答
詩
の
流
れ
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
贈
答
が
長
歌
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ

の
主
題
が
友
と
の
別
れ
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
内
容
が
あ
た
か
も
男
女
の
恋
歌
の
よ
う

に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
特
徴
か
ら
、
こ
の
離
別
を
主
題
と
す
る
内
容
は
中
国
恋
愛
詩
賦

と
類
似
す
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
に
は
遠
行
す
る
男
と
待
つ
女
の
別
れ
と
い
う
伝
統
的
な

主
題
が
形
式
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
主
題
が
男
同
士
の
別
離
と
い
う
実
態
か
ら
、

家
持
と
池
主
の
贈
答
の
歌
は
新
た
に
「
友
」
と
い
う
関
係
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
こ
に

「
交
友
」
の
文
学
を
形
成
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
に
お
い
て
家
持
と
池
主
の
贈
答

群
は
、
倭
歌
の
恋
歌
か
ら
中
国
の
恋
愛
詩
へ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
中
国
交
友
詩
を
理
解
し
、
そ

れ
と
同
質
の
大
和
の
交
友
歌
へ
と
展
開
し
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
新
た
な
視

点
か
ら
家
持
の
作
品
形
成
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
第
二
部
「
家
持
の
花
鳥
風
詠
」
の
「
第
二
章
『
庭
中
花
作
歌
』
の
主
題
―
な
で
し
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こ
と
百
合
の
花
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で
は
、「
な
で
し
こ
」
と
「
さ
百
合
」
の
花
が
「
物
色
」
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
こ
に
は
「
物
色
」
と
い
う
詩
学
か
ら
倭
歌
を
詠
む

家
持
の
態
度
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
庭
の
花
は
妻
へ
の
思
い
を
詠
む
私
的
な
歌
と

さ
れ
て
き
た
が
、
二
つ
の
花
の
季
節
に
は
ず
れ
が
あ
り
同
時
期
の
歌
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
こ

と
か
ら
「
み
雪
降
る
越
」
と
い
う
閉
塞
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
家
持
の
心
の
中
に
造
形
さ
れ
た

庭
中
の
花
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
「
物
色
」
の
語
に
あ
り
、
そ
こ

に
は
劉
�
の
「
物
色
」
が
説
く
「
春
秋
は
代
序
し
、
陰
陽
は
惨
舒
す
。
物
色
の
動
け
ば
、
心
も

ま
た
揺
ら
ぐ
」
と
い
う
理
解
が
あ
り
、「
季
節
の
う
つ
ろ
い
」
と
「
心
の
動
き
」
は
、
家
持
が

描
く
季
節
の
美
し
い
花
と
少
女
へ
の
思
い
が
重
な
り
、
賞
で
る
対
象
と
し
て
の
季
節
の
花
が
導

か
れ
て
い
る
の
だ
と
指
摘
す
る
。「
物
色
」
の
語
は
上
代
文
献
の
上
で
は
希
に
見
ら
れ
る
語
で

あ
り
、
そ
の
出
典
は
劉
�
の
「
文
心
雕
龍
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
こ
に
も
家
持
の

詩
学
理
解
が
確
認
さ
れ
、
詩
の
学
を
通
し
な
が
ら
歌
の
実
作
へ
と
展
開
す
る
家
持
の
歌
学
が
見

ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。
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本
論
文
に
は
さ
ら
に
い
く
つ
も
の
注
目
す
べ
き
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
『
万
葉
集
』
の

末
期
に
倭
歌
を
中
国
の
詩
学
や
詩
文
を
理
解
し
、
新
た
な
倭
歌
の
創
造
へ
と
向
か
っ
た
歌
人
・

家
持
の
姿
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
お
よ
そ
妥
当
な
論
で
あ
る
が
、
家
持
・

池
主
と
の
贈
答
歌
は
ま
だ
残
さ
れ
た
作
品
も
多
く
、
詩
学
の
論
理
に
よ
る
二
人
の
作
品
の
全
体

像
は
、
さ
ら
に
追
求
す
べ
き
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
い
く
ぶ
ん
先
行
説
に
寄
り
か
か
る
傾
向
が

あ
り
、
先
行
説
を
十
分
に
咀
嚼
し
て
持
論
の
展
開
を
行
う
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
『
万
葉
集
』
の
大
伴
家
持
研
究
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
多
く
は

な
い
比
較
文
学
的
研
究
の
立
場
か
ら
、
家
持
の
越
中
時
代
以
降
の
作
品
を
中
心
に
扱
い
、
そ
こ

に
中
国
の
詩
学
へ
の
理
解
を
踏
ま
え
て
家
持
文
学
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
て
、
個
々

の
論
の
結
論
は
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
、
評
価
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
論
文
の
提
出

者
で
あ
る
鈴
木
道
代
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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