
山
名
�
弘
提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
中
世
鷹
狩
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
要
旨

昭
和
六
年
刊
行
の
『
放
鷹
』
及
び
そ
の
後
に
お
け
る
放
鷹
関
連
諸
研
究
に
は
、
共
通
す
る
問

題
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
代
の
放
鷹
史
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、
中
世
へ
の
繋
が
り
が
指
摘

さ
れ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
中
世
を
論
じ
る
際
に
は
古
代
か
ら
の
脈
絡
が
欠
け
て
い
る
、
と
い
う

点
で
あ
り
、
本
研
究
で
古
代
の
放
鷹
か
ら
説
き
起
こ
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て

い
る
。

そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
頻
繁
に
行
わ
れ
た
鷹
進
遣
・

鷹
披
露
・
鷹
の
鳥
贈
答
な
ど
の
儀
礼
が
、
古
代
の
大
臣
大
饗
に
お
け
る
「
御
鷹
飼
渡
」
と
い
う

儀
礼
に
結
び
つ
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
本
研
究
に
お
い
て
は
、
中
世
後
期
に
成
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立
・
伝
書
さ
れ
た
多
く
の
鷹
書
の
存
在
、
及
び
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
三
政
権
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
大
々
的
な
鷹
狩
な
ど
の
源
流
が
、
古
代
の
天
皇
の
野
行
幸
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
推
定
を
示
し
た
。

次
に
問
題
と
し
た
の
は
、
古
代
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
特
徴
的
な
神
仏
習
合
・
本
地
垂
迹

思
想
と
鷹
狩
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
世
前
期
を
通
じ
て
、
殺
生
罪
業
意
識
が
強
ま

り
、
朝
廷
及
び
鎌
倉
幕
府
は
殺
生
禁
断
、
鷹
狩
停
止
を
命
じ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
鷹

狩
は
特
定
の
神
社
祭
礼
に
際
し
て
許
容
さ
れ
た
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
存
在
し

た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
諏
訪
大
社
の
「
神
鷹
・
贄
鷹
」
の
神
事
を
通
し
て
究
明
す
る
こ

と
で
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

ま
た
、
本
研
究
で
は
、
五
点
の
鷹
書
―
新
修
鷹
経
・
嵯
峨
野
物
語
・
鷹
経
弁
疑
論
・
蒙
求
臂

鷹
往
来
・
龍
山
公
鷹
百
首
―
を
重
視
し
、
従
来
の
放
鷹
史
研
究
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
加

え
た
。
ま
た
そ
の
過
程
で
、
中
世
の
鷹
書
に
は
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
「
鷹
の
口
伝
・
故
実
」

を
語
る
べ
き
こ
と
が
付
加
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
。
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以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
包
含
し
つ
つ
、
本
論
文
を
以
下
の
各
章
で
構
成
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
章
の
「
放
鷹
術
の
渡
来
と
受
容
」
で
は
、『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
紀
を
つ
ぶ
さ

に
検
討
し
て
、
百
済
よ
り
伝
来
し
た
放
鷹
術
が
朝
廷
に
摂
取
さ
れ
た
状
況
を
分
析
し
た
。
そ
の

後
、
関
東
地
方
に
伝
播
し
た
実
態
を
、
出
土
埴
輪
の
「
鷹
を
腕
に
据
え
る
人
物
」
の
分
析
に
よ

っ
て
考
察
し
、
鷹
飼
人
の
原
像
を
把
え
た
。

ま
た
古
代
信
仰
の
中
に
、
鷹
を
「
魂
の
鳥
、
魂
覓
ぎ
の
鳥
」
と
見
做
す
事
例
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
中
世
に
お
い
て
、
鷹
を
仏
神
の
化
身
と
と
ら
え
て
、
神
前
に
鷹
を
据
え
る
「
神
鷹
」
と
い

う
神
祭
儀
礼
や
、
鷹
狩
の
獲
物
を
供
え
る
「
贄
鷹
」
と
い
う
儀
礼
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
古
代
・
中
世
の
信
仰
が
、
近
世
初
期
の
川
越
東
照
宮
や

日
光
東
照
宮
な
ど
の
鷹
絵
額
献
納
の
思
想
に
流
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。

第
二
章
の
「
天
皇
の
放
鷹
」
で
は
、
朝
廷
に
お
け
る
放
鷹
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
桓
武
天
皇
の
場
合
を
中
心
に
平
安
時
代
の
鷹
狩
を
取
り
上
げ
て
考
察
し

た
。
桓
武
天
皇
は
、
鷹
の
飼
養
許
可
を
親
王
・
王
臣
・
官
人
の
み
に
与
え
て
、
国
司
・
郡
司
・
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百
姓
ら
に
対
し
て
は
禁
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
世
・
近
世
に
お
い
て
も
調
鷹
が
政
治
権
力
者
に

占
有
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
動
向
は
古
代
の
天
皇
の
政
策
に
淵
源
が
あ
っ
た
と
考
え
た
。

桓
武
の
子
の
嵯
峨
天
皇
も
、
放
鷹
に
熱
心
で
あ
り
、
蔵
人
所
や
近
衛
府
の
鷹
飼
に
対
し
て
調

鷹
の
原
典
と
し
て
『
新
修
鷹
経
』
を
与
え
た
が
、
こ
れ
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
「
鷹
経
」
を
基

礎
に
し
て
い
る
が
、
相
鷹
・
調
鷹
・
治
療
の
三
要
素
は
、
そ
の
後
長
く
我
が
国
の
鷹
書
の
基
準

と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
摂
関
家
な
ど
が
実
施
し
た
大
臣
大
饗
の
庭
で
行
わ
れ
る
鷹

飼
渡
に
お
け
る
鷹
披
露
や
鳥
柴
の
儀
礼
は
、
後
に
中
・
近
世
の
鷹
儀
礼
の
先
例
、
基
準
と
な
っ

た
こ
と
、
ま
た
野
行
幸
と
い
う
天
皇
放
鷹
の
華
麗
な
構
成
と
鷹
野
の
儀
礼
は
、
足
利
・
織
田
・

豊
臣
・
徳
川
各
政
権
の
鷹
狩
の
故
事
・
先
例
と
し
て
憧
憬
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い

る
。第

三
章
の
「
放
生
と
贄
鷹
」
で
は
、
古
代
末
期
以
降
の
末
法
思
想
及
び
浄
土
教
の
流
行
の
中

で
、
殺
生
罪
業
観
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
と
鷹
狩
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の

時
代
、
殺
生
の
罪
を
犯
し
て
苦
し
む
武
士
や
鷹
飼
人
た
ち
の
説
話
が
広
め
ら
れ
、
罪
業
か
ら
解
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放
さ
れ
る
手
段
と
し
て
の
放
生
の
儀
礼
が
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
鎌
倉
幕
府
の
鷹
狩
停

止
令
に
も
拘
わ
ら
ず
神
社
の
祭
礼
に
神
鷹
を
献
じ
、
贄
鷹
を
供
え
る
儀
礼
は
許
容
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
狩
猟
神
事
を
特
質
と
す
る
信
濃
国
諏
訪
大
社
の
贄
鷹
を
め
ぐ
る
鷹
術

と
諏
訪
の
神
文
（
四
句
の
偈
頌
）
が
中
世
後
期
の
鷹
狩
の
流
行
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
四
章
で
は
「
鷹
狩
の
流
行
と
鷹
術
の
需
要
」
と
題
し
て
、『
真
名
本
曽
我
物
語
』
の
鷹
談

義
を
分
析
し
て
、
鷹
の
故
実
・
口
伝
を
語
る
こ
と
が
中
世
鷹
書
の
必
須
条
件
に
な
っ
て
行
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、『
嵯
峨
野
物
語
』『
鷹
経
弁
疑
論
』『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』『
龍
山
公

鷹
百
首
』
等
の
鷹
書
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
か
ら
中
世
後
期
の
鷹
術
の
実
相
を
把
握
す
る
と

共
に
、
数
多
く
の
鷹
書
が
成
立
、
伝
書
さ
れ
る
理
由
は
、
足
利
将
軍
家
や
守
護
大
名
・
戦
国
大

名
に
鷹
狩
が
流
行
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
鷹
書
の
知
識
を
持
っ
た
鷹
匠
を
多
数
召
し
抱
え

る
必
要
が
出
て
き
た
か
ら
だ
と
論
じ
た
。

な
お
、
本
章
で
詳
し
く
参
照
し
た
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
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み
、
本
論
文
の
末
尾
に
、
付
章
と
し
て
全
文
の
翻
刻
を
収
載
し
、
そ
の
通
釈
を
加
え
た
。

以
後
は
戦
国
時
代
の
鷹
狩
の
様
相
を
中
心
に
論
じ
た
。

ま
ず
第
五
章
は
「
織
田
信
長
と
鷹
狩
」
と
題
し
て
足
利
将
軍
家
が
公
家
の
放
鷹
や
諏
訪
流
鷹

術
を
摂
取
し
て
、
足
利
義
政
・
義
尚
期
に
は
鷹
狩
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
の
義
晴
・
義
昭
期
に
は

一
層
盛
ん
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
た
織
田
信
長
が
、
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
三
月
の
義
昭

主
催
の
「
御
鷹
山
」
に
随
伴
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
鷹
狩
の
面
で
も
将
軍
家
を
凌
駕
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
十
一
月
の
正
親
町
天
皇
に
対
す
る
鷹
披
露
と
そ
れ
に
続
く
東
山

「
鷹
山
猟
」
で
は
織
田
家
の
年
寄
衆
・
小
姓
衆
・
馬
廻
衆
・
弓
衆
な
ど
に
鷹
を
据
え
、
狩
装
束

を
着
せ
て
実
施
し
て
い
る
。
朝
廷
に
対
す
る
鷹
の
雁
・
鶴
の
献
上
の
み
な
ら
ず
、
鷹
の
鳥
を
家

臣
団
を
は
じ
め
安
土
城
下
の
町
民
に
配
る
ほ
か
、
茶
会
の
会
席
に
振
舞
っ
て
い
る
。

足
利
義
昭
は
西
国
の
大
名
に
鷹
の
進
上
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
織
田
信
長
は
奥
羽
の
大
名

に
鷹
師
を
派
遣
し
て
逸
物
の
鷹
を
求
め
、
ま
た
自
ら
が
馬
上
に
あ
っ
て
鷹
を
拳
に
据
え
る
な
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ど
、
独
自
性
も
見
え
る
。
そ
し
て
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
三
月
に
北
条
氏
政
と
信
長
の
同
盟

が
本
能
寺
で
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
氏
政
が
進
献
し
た
鷹
、
十
三
足
が
大
広
間
の
架
に
繋

が
れ
た
と
い
い
、
当
時
の
同
盟
締
結
の
儀
礼
に
鷹
が
贈
答
さ
れ
る
意
味
を
考
察
し
た
。

第
六
章
は
、「
太
閤
秀
吉
の
鷹
狩
」
と
題
し
て
論
じ
た
。
ま
ず
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）

十
一
月
の
壮
大
華
麗
な
大
鷹
野
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
『
豊
臣
太
閤
大
鷹
野
和
字
記
』
を
掲

出
し
て
検
討
を
加
え
た
。
古
代
・
野
行
幸
の
先
例
を
は
る
か
に
凌
駕
し
、
か
つ
一
か
月
に
及

び
、
従
う
諸
大
名
・
鷹
匠
の
数
、
鷹
の
種
類
等
々
に
お
い
て
、
空
前
絶
後
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
天
正
〜
文
禄
期
は
鷹
狩
大
流
行
の
時
代
で
も
あ
っ
て
、
秀
吉
は
日
向

鷹
・
奥
州
鷹
・
松
前
鷹
な
ど
を
居
な
が
ら
に
し
て
獲
得
で
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

な
お
、
伊
達
政
宗
所
持
の
「
目
赤
鶴
取
鷹
」
の
進
献
を
強
要
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
に
注
意

し
、
目
赤
鶴
と
は
朱
鷺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。

第
七
章
は
、「
伊
達
政
宗
の
鷹
と
鷹
狩
」
と
題
し
て
、
奥
州
の
大
名
で
あ
る
伊
達
家
の
鷹
を

め
ぐ
っ
て
、
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
三
氏
が
鷹
師
を
派
遣
し
て
進
献
を
求
め
た
事
実
を
取
り
上
げ
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て
、
そ
の
意
味
を
と
ら
え
た
。
そ
し
て
、
地
方
の
戦
国
大
名
の
鷹
狩
流
行
の
実
況
を
伊
達
政
宗

に
具
体
的
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

第
八
章
で
は
、「
徳
川
家
康
と
鷹
狩
」
を
論
じ
た
。
家
康
は
無
類
の
鷹
の
数
寄
者
で
あ
り
、

そ
の
特
性
に
よ
っ
て
、
古
代
以
来
の
わ
が
国
放
鷹
史
は
頂
点
に
達
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ

し
て
、
日
向
米
良
山
の
鷹
巣
奉
行
の
設
置
、
木
曽
鷹
巣
山
の
制
度
、
松
前
藩
の
鷹
輸
送
策
、
鷹

場
制
度
な
ど
と
、
将
軍
家
に
対
す
る
諸
大
名
の
鷹
進
献
儀
礼
を
は
じ
め
、
諸
大
名
へ
の
鷹
下
賜
、

朝
廷
に
対
す
る
鷹
の
鶴
献
上
儀
礼
な
ど
、
古
代
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
鷹
の
儀
礼
の
完
成
を
み
た
、

と
論
じ
た
。

第
九
章
は
「
江
戸
初
期
大
名
の
鷹
と
鷹
狩
」
と
し
て
、
常
陸
水
戸
か
ら
出
羽
秋
田
に
転
封
さ

れ
た
佐
竹
義
宣
と
肥
前
小
倉
か
ら
肥
後
熊
本
に
移
っ
た
細
川
忠
興
、
そ
し
て
若
狭
小
浜
と
越
前

敦
賀
を
領
し
た
酒
井
忠
勝
ら
を
取
り
上
げ
、
江
戸
初
期
大
名
た
ち
の
鷹
狩
の
様
相
や
鷹
の
確
保

・
調
教
や
、
鷹
絵
の
作
製
等
様
々
の
問
題
を
具
体
的
に
論
じ
、
中
世
に
お
け
る
鷹
と
近
世
に
お

け
る
鷹
の
社
会
的
意
味
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
。
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以
上
の
研
究
の
結
果
、
次
の
諸
点
を
結
論
と
し
た
。

１

自
然
界
に
棲
息
す
る
兎
・
鼠
・
鶴
・
白
鳥
・
雉
・
鶉
・
雲
雀
等
を
餌
と
す
る
鷲
・
鷹
・
隼

な
ど
を
捕
獲
し
て
狩
に
駆
使
す
る
鷹
飼
を
権
力
内
部
に
独
占
的
に
抱
え
込
ん
で
放
鷹
（
鷹

狩
）
を
行
っ
た
の
は
、
古
代
に
お
い
て
は
天
皇
・
親
王
及
び
貴
族
た
ち
で
あ
っ
た
。

２

し
か
し
、
鷹
の
産
地
は
地
方
に
あ
っ
た
か
ら
、
郡
司
・
百
姓
層
か
ら
や
が
て
在
地
豪
族
・

武
士
に
も
鷹
狩
に
耽
溺
す
る
者
た
ち
が
現
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
、
私
養
鷹
の
禁
止
や

鷹
狩
停
止
令
は
有
効
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
。

３

中
世
を
通
じ
て
武
士
は
公
家
放
鷹
の
故
実
を
摂
取
し
、
絶
え
ず
鷹
書
の
知
見
に
学
ぶ
鷹
飼

・
犬
飼
の
衆
を
召
し
抱
え
て
鷹
狩
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

足
利
将
軍
家
・
守
護
大
名
・
戦
国
大
名
も
ま
た
放
鷹
の
故
実
・
儀
礼
を
吸
収
し
て
行
く
が
、

織
豊
期
に
至
り
、
我
が
国
の
鷹
狩
は
大
き
く
飛
躍
す
る
。

４

徳
川
家
康
の
無
類
の
鷹
数
寄
振
り
は
、
鷹
狩
を
将
軍
家
の
独
占
物
と
し
て
凝
り
固
め
る
こ

と
に
直
結
し
、
天
皇
及
び
公
家
、
武
士
・
庶
民
の
も
と
か
ら
次
第
に
鷹
を
取
り
上
げ
て
い
く
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こ
と
に
な
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

古
代
日
本
に
朝
鮮
半
島
を
通
し
て
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
鷹
狩
が
、
そ
の
後
朝
廷
に

お
い
て
、
ま
た
中
世
以
降
は
武
家
に
お
い
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
関
す
る
専
論
は
、
戦
後
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
言
え
な
か
っ

た
。
そ
う
し
た
中
で
、
論
者
の
山
名
�
弘
は
、
卒
業
論
文
で
選
ん
だ
「
中
世
の
鷹
狩
」
と
い
う

大
き
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
大
学
卒
業
後
五
十
年
を
経
て
、
な
お
さ
ま
ざ
ま
に
史
料
の
捜
索
を

続
け
、
さ
ら
に
自
ら
も
鷹
に
触
れ
、
あ
る
い
は
鷹
狩
の
場
に
参
加
す
る
な
ど
の
経
験
を
踏
ま
え

て
、
戦
後
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
初
め
て
の
日
本
に
お
け
る
鷹
狩
の
古
代
か
ら
近
世
に
い
た
る

通
史
を
作
成
し
よ
う
と
志
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
み
ら

れ
る
鷹
披
露
・
鷹
の
鳥
贈
答
な
ど
の
儀
礼
と
古
代
の
大
臣
大
饗
に
お
け
る
「
鷹
飼
渡
」
の
儀
礼
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と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
中
世
後
期
に
成
立
・
伝
播
し
た
鷹
書
の
内
容
、
あ
る
い
は
信
長
・
秀
吉

・
家
康
ら
が
実
施
し
た
大
規
模
な
鷹
狩
の
源
流
を
、
古
代
天
皇
の
野
行
幸
に
み
る
、
と
い
っ
た

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
指
摘
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
の
指
摘
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
な
問
題
も
少
な
く
な
い
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
こ

と
は
、
ま
ず
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
論
文
の
中
で
特
に
注
目
で
き
る
の
は
、
鷹
飼
養
の
原
典
と
い
う
べ
き
『
新
修
鷹

経
』
の
解
読
や
『
嵯
峨
野
物
語
』『
鷹
経
弁
疑
論
』『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
等
の
鷹
書
を
詳
し
く
検

討
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
鷹
書
は
、
近
年
、
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
調
査
・
研
究
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
が
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
手
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
こ
に
挑
戦
し
て
い
る
点
は
、
高
く
評
価
で
き
る
。

ま
た
た
と
え
ば
、
第
一
章
「
放
鷹
術
の
渡
来
と
受
容
」
で
、「
魂
の
鳥
を
追
う
魂
覓
ぎ
の
鳥

＝

鷹
」
と
い
う
折
口
信
夫
の
考
え
を
再
評
価
し
、
そ
う
し
た
考
え
が
鷹
を
仏
神
の
化
身
と
し
神

前
に
据
え
る
「
神
鷹
」
の
思
想
に
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
近
世
の
川
越
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東
照
宮
や
日
光
東
照
宮
な
ど
へ
の
鷹
絵
額
献
納
の
思
想
に
ま
で
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と

す
る
指
摘
な
ど
は
、
論
者
が
ま
さ
に
日
本
の
人
と
神
と
の
関
わ
り
の
あ
り
方
を
、
鷹
を
通
し
て

理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
五
十
年
間
と
い
う
長
い
時
間
を
経
て
育
ま
れ
、
こ
の
数
年
で

ま
と
め
ら
れ
た
本
論
文
で
あ
る
だ
け
に
、
難
点
も
い
く
つ
か
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
つ
は
、
第
二
章
「
天
皇
の
放
鷹
」
で
（
一
）
大
臣
家
大
饗
、（
二
）
野
行
幸
、
の
順
で
論

じ
ら
れ
、「
両
者
と
も
白
河
天
皇
の
時
代
を
取
り
扱
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

天
皇
の
遊
猟＝

「
野
行
幸
」
の
最
盛
期
は
延
喜
・
天
暦
の
頃
ま
で
で
、
そ
の
後
の
摂
関
政
治
期

が
「
大
饗
＋
鷹
飼
渡
」
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
白
河
院
の
承
保
の
「
野
行
幸
」
ま

で
百
五
十
年
近
く
も
「
野
行
幸
」
の
実
例
は
見
当
た
ら
ず
、
承
保
の
後
も
「
野
行
幸
」
は
見
当

た
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
十
世
紀
ま
で
の
「
野
行
幸
」
の
時
代
か
ら
、
十
一
、
十
二
世
紀
の

「
鷹
飼
渡
」
の
時
代
へ
と
い
う
変
遷
を
指
摘
し
た
弓
野
正
武
氏
の
所
説
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す

る
の
か
、
言
及
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
第
三
章
「
放
生
と
贄
鷹
」
で
は
、
鎌
倉
幕
府
や
諏
訪
社
と
鷹
狩
を
通
し
て
、
殺
生
罪
業

観
や
贄
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
を
扱
か
お
う
と
し
て
い
る
が
、
重
要
な
先
行
研
究
が
必
ず
し
も

ふ
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
点
が
指
摘
で
き
、
研
究
の
到
達
点
が
十
分
に
把
握
さ
れ
ず
に
議
論
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
鷹
狩
の
研
究
上
、
諏
訪
社
の
特
殊
性
は
明
ら
か
で
重
要
な
課
題
で
あ

る
が
、
数
多
い
神
社
の
中
で
、
な
ぜ
諏
訪
社
と
鷹
狩
の
関
係
が
密
接
な
の
か
も
や
や
不
鮮
明
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
文
全
体
の
中
で
最
も
再
検
討
が
必
要
な
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
対
象
と
し
て
い
る
問
題
の
難
し
さ
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
第
四
章
第
二
節
で
『
鷹
経
弁
疑
論
』
に
つ
い
て
「
作
者
は
持
明
院
基
春
」
と
す
る

が
、
同
書
の
奥
書
は
「
文
亀
三
年
七
月
十
日

諫
議
大
夫
藤
基
春
」
と
あ
る
だ
け
で
、
基
春
が

著
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
し
、『
龍
山
公
鷹
百
首
』
が
書
写
さ
れ

た
際
の
奥
書
「
天
正
十
七
年
六
月
」
に
「
太
閤
秀
吉
公
并
内
大
臣
家
康
公
」
と
あ
る
の
は
時
期

と
し
て
不
適
切
で
あ
り
、
史
料
の
性
格
に
つ
い
て
一
考
す
べ
き
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
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そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、「
鷹
狩
」
と
い
う
表
題
に
か
か
わ
っ
て
、
古
代
の
天
皇
・
王
臣
と
室

町
幕
府
・
江
戸
幕
府
は
「
放
鷹
」
と
称
し
、
鎌
倉
幕
府
や
戦
国
大
名
な
ど
は
「
鷹
狩
」
と
呼
ん

だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
簡
単
に
し
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
あ
る
い
は
鷹

狩
と
い
う
も
の
の
政
治
的
位
置
づ
け
と
も
か
か
わ
っ
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
深
め

て
ほ
し
い
論
点
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
が
残
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
今
後
な
お
一
層
研
鑽
を
積

み
、
考
え
を
深
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
こ
と
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
課
題
に
さ
ら

に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
本
論
文
の
達
成
を
総
合
的
に
評
価
し
、
本
論
文
の

提
出
者
山
名
�
弘
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め

る
も
の
で
あ
る
。
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平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

千
々
和

到

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

矢

部

健
太
郎

◯印

副
査

上
智
大
学
准
教
授

中

澤

克

昭

◯印
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山
名
�
弘

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士
（
歴
史

学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

学
力
確
認
担
当
者主

査

國
學
院
大
學
教
授

千
々
和

到

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

矢

部

健
太
郎

◯印

副
査

上
智
大
学
准
教
授

中

澤

克

昭

◯印
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