
大
河
内
千
恵

提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
中
・
近
世
起
請
文
の
資
料
論
的
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

「
江
戸
時
代
の
起
請
文
は
、
形
骸
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
。
た

し
か
に
江
戸
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
起
請
文
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
熊
野
牛
玉
宝
印
を
料
紙
と
し
、

御
成
敗
式
目
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
起
請
文
の
神
文
が
使
わ
れ
て
お
り
、極
め
て
定
型
的
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
定
型
的
な
起
請
文
を
書
く
、
あ
る
い
は
書
か
せ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
こ
と
を

検
討
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
に
出
さ
れ
た
起
請
文
は
、
誓
約
内
容
に
よ
っ
て
何
種
類
か
に
分
類
で
き
る
が
、
そ

の
ど
れ
も
が
散
逸
し
て
お
り
、
自
分
で
史
料
集
を
作
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
一
番
集
め
や
す
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く
、
留
書
や
家
譜
の
類
に
記
録
が
残
り
や
す
い
、
徳
川
将
軍
の
代
替
り
誓
詞
に
ま
ず
焦
点
を
絞

り
、
史
料
の
収
集
と
検
討
か
ら
作
業
を
始
め
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
代
替
り
誓
詞
は
思
い
の
ほ
か
旧
大
名
家
の
文
庫
な
ど
に
写
や
控
が
残
り
、
ま
た
、

編
纂
物
の
中
に
記
録
と
し
て
記
さ
れ
て
い
て
、
江
戸
時
代
の
全
期
間
を
通
し
て
の
事
例
を
か
な

り
の
程
度
収
集
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
本
論
文
第
一
部
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
集
め
た
代
替
り

誓
詞
を
、
端
作
り
文
言
（
冒
頭
の
事
書
）・
神
文
・
血
判
、
の
三
つ
の
視
点
か
ら
分
析
、
検
討

し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
得
ら
れ
た
結
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

漓
江
戸
幕
府
に
は
幕
府
公
式
起
請
文
書
式
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
。
端
作
り
文
言＝

「
起
請
文
前
書
」、
神
文＝

式
目
神
文
（
御
成
敗
式
目
末
尾
に
記
さ
れ
た
起
請
文
の
神
文
）
で

あ
る
。
こ
の
書
式
は
、
お
お
む
ね
四
代
将
軍
家
綱
代
始
め
の
こ
ろ
か
ら
幕
府
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、

五
代
将
軍
綱
吉
期
に
は
大
名
は
ほ
ぼ
み
な
こ
の
書
式
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。

滷
血
判
位
置
に
つ
い
て
も
、
九
代
将
軍
家
重
代
始
め
の
延
享
頃
に
幕
府
の
血
判
位
置
と
も
い
う
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べ
き
も
の
が
示
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
幕
府
起
請
文
の
血
判
は
定
め
ら
れ
た
位
置
﹇
花
押
の
丸
の

中
﹈
に
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

澆
端
作
り
文
言
は
些
細
な
部
分
に
見
え
る
が
、
起
請
文
の
書
式
上
大
事
な
部
分
で
、
代
々
使
用

さ
れ
て
き
た
独
自
の
端
作
り
文
言
を
持
つ
家
さ
え
あ
る
。

以
上
の
第
一
部
第
一
・
二
章
の
結
論
か
ら
、
幕
府
が
起
請
文
書
式
を
定
め
て
、
諸
大
名
に
従

わ
せ
た
こ
と
は
支
配
権
の
誇
示
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
予
想
で
き
た
。
だ
が
、
起

請
文
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
幕
府
が
起
請
文
に
対
し
て
意
識
的
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
起
請
文
の
誇
大
評
価
の
可
能
性
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
代
替
り
誓
詞
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
江
戸
時
代
初
期
の
起
請
文
全

般
に
関
す
る
幕
府
の
史
料
を
集
め
検
討
し
た
。
そ
の
作
業
が
第
一
部
第
四
章
で
あ
る
。
そ
し
て
、

江
戸
時
代
初
期
か
ら
前
期
の
関
連
史
料
を
集
め
て
み
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
起
請
文
は
幕
閣
・

大
名
間
で
頻
繁
に
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
起
請
文
は
己
の
心
情
や
潔
白
・
忠
誠
心
を
表
現

す
る
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
代
替
り
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誓
詞
は
必
ず
し
も
将
軍
の
隠
居
や
死
去
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
書
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

新
将
軍
の
代
始
め
に
発
布
さ
れ
る
武
家
諸
法
度
な
ど
の
法
令
発
布
時
に
書
く
も
の
と
考
え
る
大

名
が
多
か
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
以
上
の
第
一
部
の
検
討
結
果
か
ら
、
幕
府
起
請
文
書
式

の
決
定
と
、
大
名
へ
の
強
制
は
、
一
種
の
幕
府
権
力
の
誇
示
と
し
て
と
ら
え
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
、
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

第
二
部
で
は
、

漓
幕
府
と
同
じ
よ
う
に
、
諸
大
名
家
で
も
独
自
の
起
請
文
書
式
を
持
つ
の
か
、

滷
持
つ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
書
式
か
、

澆
大
名
家
で
も
起
請
文
書
式
の
強
制
は
行
わ
れ
た
の
か
、

潺
幕
府
起
請
文
書
式
の
影
響
は
あ
る
の
か
、

と
い
っ
た
四
つ
の
視
点
か
ら
大
名
家
家
中
起
請
文
の
検
討
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
黒
田
・
内
藤
・
稲
垣
の
三
家
に
つ
い
て
や
や
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
真
田
・
立
花
二

家
の
簡
単
な
概
観
を
述
べ
、
さ
ら
に
家
中
起
請
文
が
数
通
ず
つ
し
か
残
ら
な
い
諸
家
の
起
請
文
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も
あ
わ
せ
て
大
名
家
家
中
起
請
文
の
大
き
な
傾
向
を
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
式
目
神
文
を
家
中
起
請
文
に
使
う
大
名
家
は
家
門
・
譜
代
の
家
に
多
く
、
室
町

・
戦
国
以
来
の
歴
史
を
有
す
る
西
国
外
様
諸
藩
は
「
霊
社
起
請
文
」
の
語
を
含
む
端
作
り
文
言

を
持
ち
、
勧
請
す
る
神
仏
数
が
多
い
神
文
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。

そ
し
て
、
ど
の
家
で
も
家
中
起
請
文
の
書
式
ら
し
き
も
の
は
あ
っ
た
が
、
使
用
状
況
が
幕
府
ほ

ど
に
は
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
細
か
な
文
字
の
異
同
は
む
し
ろ
当
た
り
前
で
、
幕
府
起
請
文
書
式

の
厳
密
さ
が
際
立
つ
結
果
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
作
業
の
結
果
、
第
二
部
の
検
討
で
は
式
目
神
文
を
大
名
家
が
ど
の
よ
う
に
使
う

か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
新
知
見
が
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
延
岡
内
藤
家
で
は
国
元
で
書
か
れ
る
起
請
文
と
江
戸
藩
邸
の
そ
れ
と
で
は
神
文

の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
藩
邸
と
銀
山
方
役
職
就
任
時
起
請
文
に
は
式
目
神
文
が

使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
使
い
分
け
の
始
ま
り
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
藤
家
で
の
式
目
神

文
使
用
の
初
見
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
将
軍
家
綱
の
治
世
に
あ
た
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り
、
式
目
神
文
が
幕
府
起
請
文
神
文
と
し
て
望
ま
し
い
と
の
意
向
が
示
さ
れ
始
め
た
時
期
に
該

当
す
る
。
内
藤
家
で
は
ほ
か
の
タ
イ
プ
の
神
文
も
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
江
戸

で
は
幕
府
の
意
向
に
添
っ
た
形
で
、
式
目
神
文
を
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
古
河
土
井
家
で
は
藩
主
が
老
中
在
職
中
は
公
用
人
（
藩
主
の
老
中
等
と
し
て
の
仕
事
を

補
佐
す
る
家
臣
）・
用
人
の
役
職
就
任
時
起
請
文
は
式
目
神
文
で
書
か
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
公
用
人
は
老
中
な
ど
限
ら
れ
た
幕
府
役
職
の
在
職
中
の
み
置
か
れ
、
藩
主
が
た
と
え

老
中
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
陪
臣
身
分
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う

い
う
人
た
ち
が
式
目
神
文
を
使
う
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
発
見
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
部
で
は
、
端
作
り
文
言
・
神
文
と
並
ん
で
定
型
化
さ
れ
て
い
る
、
幕
府
起
請
文
の
も
う

ひ
と
つ
の
要
件
で
あ
る
、
熊
野
牛
玉
宝
印
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

幕
府
起
請
文
に
お
け
る
熊
野
牛
玉
宝
印
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
中
で
は
那
智
滝

宝
印
に
限
る
、
と
の
漠
然
と
し
た
認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
史
料
を
実
際
に
収
集
し
て

み
る
と
、
本
宮
系
・
新
宮
系
熊
野
牛
玉
宝
印
の
使
用
も
各
一
例
ず
つ
確
認
で
き
た
。
し
た
が
っ
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て
、
幕
府
起
請
文
の
料
紙
は
那
智
滝
宝
印
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
熊
野
牛
玉
宝
印
で
あ
れ
ば
よ

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

右
の
こ
と
が
ら
は
、
実
際
に
現
存
す
る
幕
府
起
請
文
の
正
文
や
写
・
控
か
ら
導
い
た
結
論
だ

っ
た
が
、
黒
田
家
文
書
中
に
表
右
筆
飯
高
七
左
衛
門
関
連
史
料
が
あ
り
、「
熊
野
の
牛
玉
宝
印

な
ら
ば
ど
こ
の
寺
社
発
行
の
も
の
で
も
構
わ
な
い
」
と
の
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
時
点
で
の

飯
高
の
発
言
を
記
録
し
て
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
史
料
か
ら
、
紀
州
熊
野
三
山
は
し
ば

し
ば
「
公
儀
御
用
の
牛
玉
」
と
自
称
し
た
が
、
そ
れ
は
紀
州
熊
野
三
山
側
だ
け
の
認
識
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
史
料
上
か
ら
確

認
で
き
た
。
そ
し
て
、
紀
州
熊
野
三
山
発
行
の
牛
玉
宝
印
は
、
天
明
年
間
（
一
七
八
一
〜
八
八
）

ご
ろ
ま
で
に
は
、
江
戸
の
大
名
家
に
対
し
て
独
占
的
な
配
布
を
行
う
ま
で
に
成
長
す
る
。
こ
の

こ
と
は
残
さ
れ
た
起
請
文
料
紙
の
牛
玉
宝
印
の
図
様
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
紀

州
熊
野
三
山
本
願
所
江
戸
目
代
代
役
に
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
頃
か
ら
就
任
し
た
山
伏
覚
泉

院
の
活
動
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

─ ７ ─



覚
泉
院
は
、
「
御
用
牛
玉
所
」
と
し
て
宝
暦
以
降
『
武
鑑
』
に
も
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

本
願
所
発
行
の
牛
玉
宝
印
が
覚
泉
院
の
目
代
代
役
就
任
後
、
飛
躍
的
に
成
長
し
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。

覚
泉
院
が
ど
の
よ
う
に
大
名
家
や
幕
臣
内
に
本
願
所
発
行
の
牛
玉
宝
印
を
売
り
込
ん
だ
の
か

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
覚
泉
院
を
継
い
だ
、
山
伏
で
当
時
江
戸
の

町
で
著
名
な
書
家
で
あ
っ
た
長
橋
右
膳
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
時
期
的
に
み
て

も
間
違
い
な
い
。
右
膳
は
書
画
番
付
に
も
名
が
載
る
書
家
で
、
彼
が
牛
玉
宝
印
を
配
布
し
て
い

る
こ
と
も
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
関
係
で
当
時
文
化
人
の
多
か
っ
た
幕
府
右
筆
や
太
田
南

畝
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
勘
定
所
・
評
定
所
の
役
人
、
大
名
家
江
戸
留
守
居
な
ど
に
本
願
所

（
覚
泉
院
）
発
行
の
牛
玉
宝
印
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
推
測
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。

な
お
、
最
初
に
設
定
し
た
検
討
課
題
「
定
型
的
な
起
請
文
を
書
く
、
或
い
は
書
か
せ
る
こ
と

に
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。

Ⅰ
幕
府
起
請
文
書
式
は
存
在
し
、そ
れ
は
意
識
的
に
幕
府
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
大
名
・
幕
臣
内
に
「
幕
府
起
請
文
書
式
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

Ⅱ
諸
大
名
家
に
も
家
ご
と
の
起
請
文
書
式
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
幕
府
同
様
家
臣
は
こ
の
書
式

に
従
っ
た
が
、
幕
府
ほ
ど
厳
密
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

Ⅲ
定
ま
っ
た
起
請
文
書
式
に
従
っ
て
起
請
文
を
書
か
せ
る
こ
と
は
幕
府
が
支
配
上
優
位
に
立
っ

て
い
る
証
と
な
り
、
大
名
支
配
の
上
で
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

Ⅳ
書
式
が
完
成
し
、
大
名
・
幕
臣
が
こ
の
書
式
に
従
っ
て
起
請
文
を
書
く
よ
う
に
な
る
と
、
幕

府
は
起
請
文
提
出
制
度
や
儀
礼
を
整
備
し
、
起
請
文
提
出
を
、
大
名
の
格
付
け
や
老
中
権
力

の
確
認
な
ど
を
行
う
場
と
し
て
利
用
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

以
上
が
、「
中
・
近
世
起
請
文
の
資
料
論
的
研
究
」
の
結
論
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

人
と
人
と
が
約
束
を
結
ぶ
と
き
に
書
か
れ
る
起
請
文
と
い
う
文
書
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
従
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来
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
し
、
研
究
論
文
も
多
く
存
在
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
起
請
文
の
発

生
期
と
さ
れ
る
平
安
時
代
後
期
や
鎌
倉
時
代
、そ
し
て
戦
国
時
代
に
関
す
る
も
の
が
大
多
数
で
、

近
世
に
お
け
る
起
請
文
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
う
し
た
中
で
、「
江
戸
時
代
の
起
請
文
は
、
形
骸
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う

説
明
だ
け
が
長
い
こ
と
一
人
歩
き
し
て
い
た
。

論
者
の
大
河
内
千
恵
は
、
本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
後
、
そ
れ
が
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
を
抱
き
、
そ
の
こ
と
の
当
否
を
確
か
め
る
た
め
に
、
各
地
に
残
る
起
請
文
原
本
等
を

渉
猟
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
文
書
原
本
を
調
査
し
た
史
料
群
は
、
薩
摩
島
津
家
、
肥
後
細

川
家
、
延
岡
内
藤
家
、
柳
河
立
花
家
、
福
岡
黒
田
家
、
長
門
毛
利
家
、
播
磨
酒
井
家
、
鳥
羽
稲

垣
家
、
松
代
真
田
家
、
古
河
土
井
家
、
仙
台
伊
達
家
、
弘
前
津
軽
家
な
ど
の
大
名
家
を
は
じ
め

と
し
て
、
旗
本
や
寺
社
に
も
及
び
、
調
査
・
観
察
し
た
史
料
点
数
は
、
文
字
通
り
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

今
回
の
提
出
論
文
は
、
そ
う
し
た
調
査
を
基
礎
と
し
て
書
か
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
、
初
め
て
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の
江
戸
時
代
の
起
請
文
に
関
す
る
本
格
的
な
専
論
で
あ
る
。
そ
の
研
究
方
法
は
、
起
請
文
研
究

の
蓄
積
が
比
較
的
に
厚
い
中
世
史
の
研
究
方
法
を
適
用
し
て
、
ほ
と
ん
ど
専
論
の
な
い
江
戸
時

代
の
起
請
文
を
、
き
ち
ん
と
分
析
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
成
果
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、第
一
に
江
戸
幕
府
起
請
文
に
つ
い
て
、

第
二
に
大
名
家
の
起
請
文
に
つ
い
て
、
そ
し
て
第
三
に
起
請
文
の
料
紙
牛
玉
宝
印
に
つ
い
て
、

順
に
検
討
を
進
め
て
み
よ
う
。

第
一
の
江
戸
幕
府
起
請
文
に
つ
い
て
は
、
初
期
に
は
霊
社
起
請
文
と
い
う
中
世
以
来
用
い
ら

れ
た
起
請
文
が
幕
府
の
指
示
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
式
目
神
文
は
四
代
将
軍
家
綱
代
始
め
の
こ

ろ
か
ら
幕
府
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
五
代
将
軍
綱
吉
期
に
各
大
名
が
こ
の
書
式
に
従
う
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
証
明
し
、
江
戸
幕
府
の
起
請
文
は
式
目
神
文
が
幕
初
か
ら
幕
末
ま
で
一
貫
し
て
正

式
で
あ
る
、
と
い
う
通
説
が
具
体
的
な
論
証
で
否
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
役
職
の
者
同
士
で

血
判
を
す
え
な
い
「
嗜
誓
詞
」
と
よ
ば
れ
る
起
請
文
が
広
く
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
同
じ
役
職

者
が
代
々
書
き
継
い
で
い
く
書
き
継
ぎ
起
請
文
の
時
間
を
超
え
た
一
味
同
心
的
な
意
義
な
ど
に
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つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
、
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
江
戸
幕
府
の
政
治
史
理
解
を
も
発
展

さ
せ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

ま
た
第
二
に
大
名
家
の
起
請
文
に
つ
い
て
は
、
中
世
か
ら
存
続
し
て
い
た
大
名
家
で
は
比
較

的
家
の
作
法
に
類
し
た
も
の
が
存
在
し
た
と
言
う
こ
と
を
、
端
作
り
文
言
と
血
判
位
置
な
ど
の

家
毎
の
独
特
な
作
法
の
存
在
か
ら
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
家
の
作
法
は
、
こ
れ
ま

で
ど
の
研
究
者
も
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
視
点
で
、
論
者
の
独
創
的
な
研
究
で
あ
る
。
特
に
血

判
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
た
き
っ
か
け
は
伊
達
家
文
書
の
調
査
中
に
論
者
が
気
づ
い
た
血
が
花

押
と
微
妙
に
離
れ
た
位
置
に
滴
っ
て
い
る
起
請
文
が
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
、

血
判
の
血
と
花
押
の
位
置
関
係
に
注
目
し
た
研
究
者
は
、
お
そ
ら
く
一
人
も
い
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
家
の
作
法
で
据
え
ら
れ
て
い
た
大
名
の
血
判
が
、
幕
府
に
提
出
す
る
起

請
文
で
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
「
花
押
の
丸
の
中
」
に
統
一
さ
れ
て
い
く
様
相
が
リ
ア
ル
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
藤
家
な
ど
で
は
、
幕
府
に
提
出
す
る
起
請
文
と
家
中
で
書
か
れ

る
起
請
文
と
で
は
、
書
式
、
神
文
や
料
紙
に
す
る
牛
玉
宝
印
が
異
な
っ
て
お
り
、
一
方
で
古
河

─ １２ ─



土
井
家
で
は
、
藩
主
が
老
中
の
間
は
公
用
人
・
用
人
に
な
る
家
臣
が
式
目
神
文
の
起
請
文
を
書

く
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も
、
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
第
三
に
起
請
文
の
料
紙
牛
玉
宝
印
に
つ
い
て
だ
が
、
従
来
は
、
江
戸
の
紀
州
熊
野
三

山
本
願
所
覚
泉
院
が
発
行
し
た
牛
玉
宝
印
が
幕
府
起
請
文
で
用
い
ら
れ
た
、
と
漠
然
と
い
わ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
覚
泉
院
の
牛
玉
宝
印
が
一
般
化
し
て
い
く
の
は
実
は
覚
泉
院
が
紀
州
熊
野

三
山
本
願
所
江
戸
目
代
代
役
に
就
任
し
た
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
頃
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
れ

以
前
は
ま
ち
ま
ち
に
各
大
名
家
が
入
手
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
碓
氷
峠
熊
野

社
や
江
戸
飯
倉
正
宮
寺
の
牛
玉
宝
印
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
熊
野
三
山
と
の
相
論
に
つ
い
て
詳

細
に
見
直
し
、
そ
れ
が
江
戸
の
町
で
一
定
程
度
普
及
し
て
い
た
様
相
な
ど
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
碓
氷
峠
牛
玉
宝
印
が
用
い
ら
れ
た
起
請
文
の
原
本
を
は
じ
め
て
何

点
も
検
出
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
論
文
は
、
起
請
文
と
そ
の
料
紙
牛
玉
宝
印
に
関
し
て
、
江
戸
時
代
の
起
請
文

の
制
度
と
作
法
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
ま
た
江
戸
時
代
に
用
い
ら
れ
た
牛
玉
宝
印
に
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つ
い
て
も
、
そ
の
発
行
、
頒
布
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
新
知
見
を
見
出
す
こ
と
で
大
き
な
成

果
を
あ
げ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
と
よ
り
、
多
少
の
課
題
も
残
る
。
た
と
え
ば
幕
府
起
請
文
に
関
し
て
は
、
江
戸
初
期
の

「
霊
社
起
請
文
」
が
、
中
世
の
そ
れ
と
同
じ
様
式
と
は
言
え
な
い
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
そ
の
展
開
そ
れ
自
体
の
古
文
書
学
的
検
討
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
江
戸
市

中
の
牛
玉
宝
印
に
つ
い
て
も
、
覚
泉
院
が
ど
の
よ
う
に
大
名
家
や
幕
臣
内
に
本
願
所
発
行
の
牛

玉
宝
印
を
売
り
込
ん
だ
の
か
、
そ
し
て
そ
の
意
味
は
な
に
か
な
ど
に
つ
い
て
も
今
後
さ
ら
に
解

明
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
起
請
文
作
成
者
の
意
識
の
変
化
を
起
請
文
書
式
の

変
化
と
関
連
さ
せ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、
今
後
期
待
さ
れ
よ
う
。

と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
に
、
す
ば
ら
し
い
史
料
収
集
能
力
を
発
揮
し
、
そ
の
上
で
緻
密
な

議
論
を
結
実
さ
せ
た
力
量
か
ら
し
て
、
論
者
が
本
論
文
を
出
発
点
と
し
て
さ
ら
に
大
き
く
飛
躍

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

以
上
の
審
査
結
果
を
総
合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
大
河
内
千
恵
は
、
博
士

─ １４ ─



（
歴
史
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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