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－ 1 －

　
土
佐

　
秀
里

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
律
令
国
家
と
言
語
文
化
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
土
佐
秀
里
提
出
の
論
文
『
律
令
国
家
と
言
語
文
化
』
は
、
八
世
紀
日
本
で
編
述
さ
れ
た
い

わ
ゆ
る
上
代
文
学
（
上
代
文
献
）
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
歴
史
性
と
精
神
性
・
思
想
性
と
を

論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
文
学
史
に
お
い
て
最
初
に
出
現
す
る
作
品
群
は
、
文
字
を
媒
介

と
し
、
書
物
の
形
態
を
と
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
と
歴
史
的
意
義
が
存
す
る
。
そ
の
点
が
前

代
ま
で
の
口
頭
伝
承
と
の
差
異
で
あ
り
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
そ
の
よ
う
な
表
現
形
態
が
可
能

と
な
っ
た
歴
史
的
条
件
で
あ
る
。
文
字
に
対
す
る
認
識
と
い
う
条
件
だ
け
な
ら
ば
、
紀
元
前

後
に
は
可
能
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
八
世
紀
が
書
物
出
現
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ

た
こ
と
に
は
、
そ
れ
以
外
の
事
由
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
論
文
が
着

目
す
る
の
が
、
律
令
国
家
の
出
現
と
律
令
制
定
と
い
う
歴
史
的
条
件
で
あ
る
。
律
令
制
の 
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－ 3 － － 2 －

導
入
に
よ
っ
て
、
音
声
中
心
の
思
考
か
ら
文
字
中
心
の
思
考
へ
と
言
語
文
化
認
識
が
大
き
く

転
換
し
た
こ
と
が
、
上
代
文
学
成
立
の
基
本
的
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
さ
ら
に
本
論
文
が
着
目
す
る
の
が
、
律
令
制
の
導
入
に
伴
っ
て
、
時
間
・
空
間
の

認
識
方
法
や
、
人
間
関
係
に
対
す
る
認
識
、
さ
ら
に
は
死
生
観
な
ど
ま
で
も
が
大
き
く
転

換
・
変
容
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
新
た
な
認
識
の
あ
り
か
た
を
本
論
文
で
は 

「
律
令
的
思
考
」
と
呼
称
し
た
。
そ
し
て
本
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
律
令
的
思
考
の
諸
相
を
、

個
別
具
体
的
な
上
代
文
学
作
品
の
表
現
の
内
部
に
探
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
、
序
章
と
本
論
五
章
の
全
六
章
か
ら
成
る
。
ま
ず
序
章
に
お
い
て
基
礎
論
を
述

べ
、
第
一
章
に
お
い
て
総
論
を
述
べ
る
。
第
二
章
以
下
は
、
王
朝
を
基
準
と
す
る
時
代
区
分

を
行
い
、
時
代
順
の
論
述
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
壬
申
の
乱
や
大
宝
律
令
の
成
立
と
い
っ

た
時
代
の
転
換
点
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
ご
と
に
文
学
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て

ゆ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向
と
特
色
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

　
序
章
「
律
令
国
家
と
言
語
文
化
」
に
お
い
て
は
、
本
論
文
の
方
法
と
論
理
に
つ
い
て
の
概

説
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
歴
史
」
と
「
言
語
」
の
関
係
を
論
じ
、
さ
ら
に
律
令
制
の
特
質
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－ 3 － － 2 －

と
そ
の
精
神
に
つ
い
て
論
じ
、
本
論
文
の
基
礎
と
し
て
い
る
。

　
第
一
章
「
文
字
の
思
考
」
は
、
上
代
文
献
全
体
に
及
ぶ
問
題
と
し
て
、
音
声
と
文
字
の
差
異

や
、文
字
中
心
の
思
考
が
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
、古
事
記
・

日
本
書
紀
・
風
土
記
に
お
け
る
伝
承
性
と
文
字
の
関
係
を
論
じ
、
ま
た
万
葉
集
の
編
纂
方
針
と

文
字
の
関
連
を
論
じ
る
。
い
ず
れ
の
文
献
も
音
声
へ
の
志
向
を
有
し
な
が
ら
も
、
漢
字
に
よ
る

書
記
に
よ
っ
て
新
た
な
思
考
と
表
現
の
形
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
第
二
章
「
『
感
情
』
の
発
見
」
で
は
、
額
田
王
を
中
心
と
し
て
、
斉
明
・
天
智
朝
に
お
け
る

抒
情
歌
の
出
現
を
歴
史
的
な
現
象
と
し
て
位
置
付
け
る
。
具
体
的
に
は
額
田
王
の
代
表
的
な

作
品
を
読
解
し
、
そ
こ
に
時
代
精
神
の
反
映
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
大
化
改
新
と
壬
申
の
乱

の
間
に
位
置
す
る
こ
の
時
期
は
、
中
大
兄
皇
子
を
中
心
に
し
て
律
令
国
家
建
設
の
意
志
が
高

め
ら
れ
、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
唐
の
政
治
と
文
化
へ
の
憧
憬
や
追
随
も
強
ま
っ
た
。
そ
の

中
で
額
田
王
の
活
動
も
精
彩
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
と
結
論
付
け
る
。

　
第
三
章
「
神
話
と
儀
礼
の
創
出
／
解
体
」
に
お
い
て
は
、
柿
本
人
麻
呂
を
中
心
と
し
て
、 

天
武
・
持
統
朝
に
お
け
る
神
話
的
・
儀
礼
的
言
説
の
形
成
過
程
を
論
じ
、
同
時
に
そ
れ
ら
が 
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－ 5 － － 4 －

批
評
的
に
解
体
さ
れ
て
も
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
壬
申
の
乱
を
経
て
、
天
武
朝
に
は
王
権
が
強

化
さ
れ
中
央
集
権
化
が
進
む
が
、
持
統
朝
で
は
そ
の
王
権
を
神
話
化
・
神
聖
化
す
る
動
き
が
強

ま
り
、
人
麻
呂
に
活
躍
の
場
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
表
現
の
可
能
性
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
も

の
が
、
神
話
的
・
儀
礼
的
言
語
を
求
め
る
時
代
の
要
請
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
「『
大
宝
律
令
』
前
後
」
は
、
大
宝
律
令
が
完
成
し
、
施
行
さ
れ
た
文
武
朝
と
い
う

時
代
に
お
け
る
政
治
と
文
化
の
転
換
を
論
じ
る
。
具
体
的
に
は
、
懐
風
藻
の
詩
や
万
葉
集
の
歌

を
題
材
に
し
て
、
そ
こ
に
儒
教
的
な
思
弁
が
強
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

特
に
文
武
天
皇
と
い
う
存
在
に
こ
の
時
代
の
精
神
が
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
儒
教
的
な
志
向
と
と

も
に
、『
玉
台
新
詠
』
の
も
つ
情
趣
と
遊
戯
性
へ
の
志
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
第
五
章
「
律
令
官
人
の
夢
想
と
現
実
」
は
、
聖
武
朝
の
多
様
な
作
品
群
を
、
律
令
官
人
の

言
説
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
僧
侶
・
皇
族
・
女
性
も
含
め
て
、
万
葉

歌
人
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
律
令
機
構
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
律
令
的
な
思
考
様
式
を
求
め

ら
れ
る
立
場
に
あ
る
。
律
令
制
の
成
熟
に
伴
い
、
律
令
官
人
た
ち
は
自
ら
の
言
葉
と
表
現
を

模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
結
果
的
に
そ
の
表
現
は
多
様
性
を
獲
得
し
、
漢
詩
文
の
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－ 5 － － 4 －

影
響
と
、
倭
歌
伝
統
の
復
興
の
両
面
を
混
在
さ
せ
な
が
ら
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
そ

の
諸
相
を
、
個
別
の
作
品
に
沿
っ
て
論
じ
て
い
る
。

　
以
上
、
本
論
文
は
、
序
章
か
ら
第
五
章
ま
で
、
斉
明
朝
か
ら
聖
武
朝
初
期
に
至
る
日
本
古

代
文
学
史
の
展
開
を
、
万
葉
集
を
中
心
に
し
て
、
律
令
国
家
の
形
成
史
と
重
ね
合
わ
せ
な
が

ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
の
序
章
第
一
節
の
冒
頭
に
、「
本
書
は
、
律
令
国
家
形
成
期
の
「
日
本
」
に
お
い

て
集
中
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
文
字
資
料
群
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
思
想
的
・
精

神
史
的
意
味
を
解
読
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
そ
の
目
的
を
明
記
し
て
い
る
。

申
請
者
の
土
佐
秀
里
氏
は
、
主
と
し
て
『
万
葉
集
』
を
対
象
と
し
て
こ
れ
ま
で
研
究
に
携

わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
論
文
名
に
『
万
葉
集
』
や
古
代
文
学
・
上
代
文
学
と
い
う
名
称
が
含

ま
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
大
き
な
視
野
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
目
的
意
識
に
よ
る
。 
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－ 7 － － 6 －

土
佐
氏
は
、
日
本
文
学
史
の
劈
頭
が
、
年
代
的
に
律
令
国
家
形
成
期
に
重
な
っ
て
い
る
の
は

偶
然
で
は
な
い
と
し
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
、
特
に
大
宝
律
令
制
定
前
後
は
思
想

史
的
・
精
神
史
的
な
転
換
期
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
新
た
に

生
み
出
さ
れ
た
思
考
様
式
を
、〈
律
令
的
思
考
〉
と
名
づ
け
、
文
学
作
品
成
立
の
条
件
と
し

て
こ
れ
を
位
置
付
け
る
。
だ
が
、
文
学
作
品
が
「
律
令
国
家
」
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、

両
者
を
対
等
の
関
係
、
拮
抗
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ
が
論
文
名
を
『
律
令
国
家
と

言
語
文
化
』
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
以
下
、
内
容
の
具
体
的
な
説
明
は
「
論
文
の
内
容
の
要
旨
」
に
譲
り
、
学
力
確
認
試
問
の

際
に
質
疑
応
答
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
点
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
序
章
に
お
い
て
土
佐
氏
は
、
氏
族
制
か
ら
律
令
制
へ
の
推
移
に
よ
っ
て
、
精
神
的
・

文
化
的
に
急
激
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
文
字
化
さ
れ
た
文
学
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
要
因

も
そ
の
点
に
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
新
し
い
文
化
が
万
葉
人
に
浸
透
す
る
様

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
変
化
を
連
続
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
断
層
の
あ
る
も
の
、
急
激
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
妥
当
性
に
や
や
疑
問
が
残
る
。 
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－ 7 － － 6 －

そ
の
よ
う
な
急
激
な
変
化
が
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
問
題
と
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
氏
族
制
か
ら
律
令
制
へ
の
移
行
、〈
律
令
的
思
考
〉
の
浸
透
に
際
し
て
、
そ
こ
に
断

層
を
見
出
す
の
み
で
は
な
く
、
連
続
性
や
等
質
性
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

論
者
は
、
論
の
主
旨
を
明
確
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
敢
え
て
極
端
に
図
式
化
・
構

図
化
し
て
考
え
る
と
い
う
方
法
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
か
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
い

る
面
は
あ
る
が
、
や
は
り
単
純
に
は
図
式
化
で
き
な
い
部
分
に
つ
い
て
の
考
察
が
今
後
求
め

ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
章
は
総
論
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
字
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』
は
、
一
見
、
口
承
言
語
を
記
し
残
そ
う
と
の
工
夫
を
し
た
表
記
方

法
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
文
字
中
心
的
思
考
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の 

で
あ
り
、
口
承
的
に
見
え
る
の
は
編
者
の
戦
略
で
あ
り
、
音
声
言
語
を
表
そ
う
と
す
る
装
い

で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。『
古
事
記
』
の
注
記
は
、
音
声
的
で
あ
る
こ
と
を
装
う
た
め
に 

適
当
に
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
指
摘
や
、『
日
本
書
紀
』
の
一
書
の
羅
列
は
書
物

崇
拝
、
書
物
蒐
集
主
義
に
基
づ
く
結
果
に
よ
る
な
ど
、
や
や
極
論
め
い
た
発
言
に
気
に
な
る
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－ 9 － － 8 －

点
は
あ
る
が
、
漢
字
を
用
い
て
表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
口
承
言
語
が
意
識
さ
れ

る
と
い
う
の
は
従
来
か
ら
説
か
れ
て
き
て
い
る
事
柄
で
あ
る
し
、『
万
葉
集
』
が
盛
ん
に
典
拠

（
多
く
は
現
存
し
て
い
な
い
）
を
記
す
と
い
う
、
書
物
蒐
集
主
義
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と

を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
の
主
張
に
は
首
肯
し
得
る
点
も
多
い
。

　
第
二
章
以
降
は
各
論
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
『
万
葉
集
』
の
歌
、
及
び
『
懐

風
藻
』
の
漢
詩
を
、
天
皇
代
ご
と
に
、
そ
の
文
学
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
個
別
に

取
り
扱
っ
た
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
斉
明
・
天
智
朝
の
歌
を
、
額
田
王
の
歌
を
中
心
に

取
り
上
げ
、
歌
が
文
字
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
で
言
語
呪
術
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
代

わ
り
に
そ
こ
に
感
情
的
・
抒
情
的
な
も
の
が
生
じ
る
と
説
く
。
死
者
の
復
活
を
信
じ
る
呪
術

言
語
の
時
代
と
異
な
り
、
文
字
言
語
の
時
代
に
は
既
に
復
活
は
「
願
い
」
に
過
ぎ
な
く
な
り
、 

死
別
の
嘆
き
が
情
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
変
化
す
る
と
説
く
。
天
武
朝
に
は
、
天
智
朝
の

反
動
で
文
雅
の
場
が
縮
小
さ
れ
る
が
、
次
の
持
統
朝
に
は
、
天
武
崩
御
後
の
危
機
的
状
況
を

乗
り
越
え
る
べ
く
、
柿
本
人
麻
呂
を
中
心
と
し
て
盛
ん
に
天
皇
讃
美
の
歌
が
歌
わ
れ
、
そ
れ

が
儀
礼
の
場
で
披
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
死
者
を
追
慕
す
る 
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感
情
か
ら
発
展
し
た
相
聞
が
、
七
夕
歌
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
表
現
と
し
て
の
「
恋
情
」

を
発
見
し
て
い
く
と
い
う
歌
の
歴
史
的
展
開
を
見
据
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
、
天
皇
代
ご
と

の
時
代
状
況
の
推
移
と
、
そ
れ
に
伴
う
歌
表
現
の
変
遷
は
、「
万
葉
史
」
を
考
え
る
際
に
有

効
で
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
こ
れ
も
や
や
図
式
的
に
捉
え
す
ぎ
て
い
る
点
が
問
題
と
し
て
残

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
以
上
の
よ
う
に
、
各
論
で
は
序
章
で
説
い
た
と
こ
ろ
の
〈
律
令
的
思
考
〉
の
諸
相
を
、

個
別
具
体
的
な
作
品
の
表
現
内
部
に
探
る
こ
と
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
額
田

王
、
柿
本
人
麻
呂
、
文
武
天
皇
、
ま
た
天
平
期
の
律
令
官
人
の
歌
を
新
た
な
切
り
口
で
解
釈

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
特
に
天
平
元
年
に
詠
ま
れ
た
歌
が
多
く
「
班
田
」
と
関
連

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
捉
え
、
こ
れ
ま
で
単
に
「
恋
の
歌
」「
旅
の
歌
」
と
み
ら
れ
て
い
た
も

の
の
中
に
詠
み
手
の
種
々
の
「
志
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、
即
ち
「
述
志
」
と
し
て
歌
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
歌
が
『
万
葉
集
』
に
は
他
に
も

多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
展
望
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
叙
述
に
基
づ
き
つ
つ
歌
の

場
や
歌
に
込
め
ら
れ
た
意
図
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
個
々
の
論
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
今
後
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他
の
多
く
の
歌
に
つ
い
て
も
新
た
な
捉
え
返
し
が
な
さ
れ
る
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
文
学
史
的
視
点
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ま
で
作
歌
年
代
等
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
た 

『
万
葉
集
』
の
歌
の
歴
史
を
問
い
直
す
こ
と
に
繋
が
る
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
上
代
文
学
の
研
究
史
上
に
お
い
て
本
論
文
の
持
つ
意
義
は
大

き
な
も
の
が
あ
る
。
上
代
文
学
研
究
の
今
後
を
切
り
拓
く
可
能
性
を
持
つ
本
論
文
の
提
出
者

土
佐
秀
里
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
る
。

　
令
和
二
年
九
月
二
十
四
日

主
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
谷
　
口
　
雅
　
博
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
野
　
中
　
哲
　
照
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
大
　
石
　
泰
　
夫
　
㊞
　

副
　
査
　
　
早
稲
田
大
學
教
授
　
　
高
　
松
　
寿
　
夫
　
㊞
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土
佐

　
秀
里

　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
問
を
行
っ
た
結
果
、
博
士 

（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
令
和
二
年
九
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者主

　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
谷
　
口
　
雅
　
博
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
大
　
石
　
泰
　
夫
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
野
　
中
　
哲
　
照
　
㊞
　

副
　
査
　
　
早
稲
田
大
學
教
授
　
　
高
　
松
　
寿
　
夫
　
㊞
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