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本
書
は
、
永
年
國
學
院
大
學
に
て
研
究
、
教
育
に
尽
力
さ
れ
、
現
在
学

長
の
任
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
針
本
正
行
氏
の
古
稀
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た
論

集
で
あ
る
。
針
本
氏
に
指
導
を
受
け
た
研
究
者
に
よ
る
17
編
の
論
文
と
１

編
の
資
料
紹
介
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

書
名
の
『
平
安
女
流
文
学
論
攷
』
つ
い
て
は
、
古
稀
記
念
論
集
編
集
委

員
会
に
拠
る
「
序
」
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
針
本
氏

が
用
い
ら
れ
る
「
平
安
女
流
文
学
」
が
、
臼
田
甚
五
郎
氏
の
『
平
安
女
流

歌
人
』（
１
９
４
３
）
に
由
来
す
る
こ
と
、
重
ね
て
針
本
氏
の
著
書
『
平

安
女
流
文
学
の
研
究
』（
１
９
９
２
）
収
載
「
平
安
女
流
文
学
の
胎
動
」

に
お
い
て
、
平
安
女
流
文
学
の
発
生
を
問
う
に
は
、「
平
安
女
流
文
学
」

の
定
義
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
平
安
時
代
に
生
ま
れ
た
女
流
の

文
学
と
い
う
歴
史
的
な
定
義
は
簡
明
で
あ
る
が
、
内
容
よ
っ
て
定
義
す
る

こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
さ
れ
た
点
に
触
れ
、
こ
う
し
た
針
本
氏
の
平
安
女

流
文
学
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
は
「
日
本
文
学
史
を
問
い
直
す
こ
と
に
繋

が
っ
て
い
く
」
と
記
さ
れ
る
。
本
書
で
は
、
文
学
史
、
す
な
わ
ち
作
品
の

「
継
承
・
発
展
」
と
い
う
意
識
に
焦
点
を
置
き
、
論
考
の
配
列
を
「
平
安

女
流
文
学
の
発
生
、
展
開
と
い
う
流
れ
」
に
沿
い
つ
つ
成
立
順
と
い
う
方

針
を
選
択
さ
れ
た
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
編
集
方
針
に
鑑
み
、
本
稿
は
目
次
順
に
各
論
文
を
紹
介
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

　

内
野
信
子
氏
「『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
考
」
は
、『
蜻
蛉
日

記
』
に
お
け
る
16
箇
所
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
表
現
の
検
討
を
通
し
て
、
作

品
の
進
行
に
し
た
が
っ
て
変
容
す
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
、
道
綱
母
が
、

道
綱
の
母
、
養
女
の
母
へ
と
「
わ
れ
」
を
取
り
戻
し
て
い
く
過
程
を
読
み

取
る
。

　

森
野
正
弘
氏
「『
枕
草
子
』
の
鳥
が
切
り
拓
く
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
」
は
、『
枕

草
子
』
の
時
代
に
お
け
る
規
範
と
し
て
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
鳥
の
表
現

と
『
枕
草
子
』
の
鳥
の
捉
え
方
を
比
較
検
討
し
、
清
少
納
言
が
試
み
る
空

間
を
指
摘
、「
時
間
」
と
「
空
間
」
と
の
間
の
本
質
的
な
繋
が
り
を
示
す

ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
の
一
例
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
『
枕
草
子
』
の
独
自
な
表

現
を
見
出
し
て
い
る
。

　

沼
尻
利
通
氏
「『
紫
式
部
日
記
』
の
宮
内
庁
書
陵
部
黒
川
家
旧
蔵
本
と

〔
書
評
〕

針
本
正
行
編

『
平
安
女
流
文
学
論
攷
』

高
野
晴
代
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肥
前
松
平
文
庫
本
」
は
、『
紫
式
部
日
記
』
の
本
文
研
究
で
あ
る
。
と
も

に
奥
書
の
な
い
出
自
が
不
明
な
本
の
補
入
箇
所
、
傍
記
、
傍
注
、
仮
名
遣

い
等
を
検
討
、
黒
川
本
の
下
巻
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
黒
川
本
に
つ

い
て
松
平
本
を
視
野
に
入
れ
て
の
研
究
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。

　

太
田
敦
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
藤
壺
中
宮
の
容か
た
ち貌

─
〝
死
者
に
似
る
〟

こ
と
を
め
ぐ
っ
て
─
」
は
、
藤
壺
の
容
貌
に
つ
い
て
、
桐
壺
巻
の
桐
壺
更

衣
（
死
者
）
に
「
似
る
」
と
い
う
表
現
を
作
品
内
で
検
討
し
た
上
で
、
藤

壺
中
宮
の
生
き
方
ま
で
を
類
推
し
、桐
壺
帝
の
更
衣「
追
慕
の
心
を
慰
め
」、

源
氏
と
の「
苛
烈
な
宿
世
」を
受
け
止
め
る
人
物
と
す
る
見
方
を
提
示
す
る
。

　

津
島
昭
宏
氏
「
母
の
影
見
ぬ
光
源
氏
─
『
源
氏
物
語
』
の
「
か
げ
」
を

め
ぐ
っ
て
─
」
は
、
作
品
内
の
「
か
げ
」
と
い
う
表
現
を
対
象
に
、「
影
」、

「
御
蔭
」
の
諸
相
を
検
討
、
光
源
氏
が
人
々
の
「
御
蔭
」
と
な
る
一
方
、

光
源
氏
自
身
は
女
の
「
影
」
を
追
い
、
藤
壺
の
「
影
」
は
掴
め
な
い
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
、「︿
神
の
子
﹀
と
し
て
の
揺
ら
ぎ
を
見
る
」
と
指
摘
す
る
。

　

竹
内
正
彦
氏
「
夕
顔
の
袴
の
下
紐
─
「
夕
顔
」
巻
に
お
け
る
四
十
九
日

の
法
要
を
め
ぐ
っ
て
─
」は
、四
十
九
日
に
新
調
さ
れ
た
装
束
の
中
か
ら
、

光
源
氏
が
袴
を
選
び
、
歌
を
詠
ん
だ
意
味
が
問
わ
れ
、
夕
顔
物
語
の
終
末

を
ど
う
捉
え
る
か
の
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
た
。
袴
を
つ
け
る
こ
と
の
意

義
に
つ
い
て
他
作
品
も
含
め
て
分
析
が
な
さ
れ
、
そ
の
意
識
に
し
た
が
い

四
十
九
日
の
法
要
に
お
け
る
袴
の
新
調
に
よ
り
夕
顔
を
彼
岸
に
送
る
意
図

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
夕
顔
の
魂
は
さ
ま
よ
い
、
夕
顔
物
語
は
、

光
源
氏
の
い
ろ
ご
の
み
の
蹉
跌
を
語
っ
て
終
わ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
。

　

岩
原
真
代
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
利
他
の
仏
性
─
延
齢
・
延
命

の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
─
」
は
、
作
品
内
の
「
延
齢
」「
延
命
」
の
表
現
を

分
析
し
、
作
品
の
進
行
と
と
も
に
、
光
源
氏
の
「
延
命
効
果
の
影
響
範
囲

の
狭
窄
化
」
が
指
摘
さ
れ
、「
老
」
が
語
ら
れ
る
。
第
３
部
で
の
形
骸
化

と
『
狭
衣
物
語
』
な
ど
平
安
後
期
へ
の
継
承
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。　

　

小
菅
あ
す
か
氏
「『
源
氏
物
語
』
持
経
の
よ
う
に
広
げ
る
手
紙
─
「
紅

葉
賀
」
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
藤
壺
と
の
手
紙
表
現
─
」
は
、「
持
経
の

よ
う
に
広
げ
る
手
紙
」
を
、
平
安
文
学
中
の
「
持
経
」、
手
紙
を
「
広
げ
る
」

意
味
な
ど
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
藤
壺
の
手
紙
表
現
を
通
し

て
、
仏
教
説
話
に
み
ら
れ
た
持
経
者
の
よ
う
に
、
光
源
氏
が
藤
壺
に
護
ら

れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

浅
尾
広
良
氏
「
朱
雀
院
行
幸
で
の
「
青
海
波
」
の
舞
」
は
、
行
幸
当
日

の
描
写
に
つ
い
て
、
青
表
紙
本
と
河
内
本
と
の
本
文
の
相
違
を
各
本
文
か

ら
検
討
し
、
こ
の
場
面
の
形
成
に
際
し
て
、
両
本
が
准
拠
し
た
事
例
の
差

の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
帝
の
聖
性
と
い
う
点
、
一
方
、
光
源
氏

の
超
人
的
魅
力
と
い
う
点
か
ら
「
拮
抗
す
る
緊
張
感
」
が
見
ら
れ
、
河
内

本
の
意
識
的
な
強
調
が
論
証
さ
れ
た
。

　

髙
倉
明
樹
子
氏
「
源
典
侍
と
帝
─
『
源
氏
物
語
』「
紅
葉
賀
」
巻
「
う
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ら
み
て
も
」
の
歌
を
視
点
と
し
て
─
」
は
、
紅
葉
賀
巻
「
う
ら
み
て
も
」

に
添
え
ら
れ
た
「
底
も
あ
ら
は
に
」
の
語
を
対
象
に
、
帯
が
表
す
も
の
に

つ
い
て
、
催
馬
楽
「
石
川
」
を
含
め
て
そ
の
背
景
を
検
討
し
、
帯
を
贈
る

意
味
か
ら
源
内
侍
の
光
源
氏
へ
の
想
い
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

笹
川
勲
氏
「「
明
石
」
巻
末
の
冷
泉
帝
」
は
、
明
石
巻
末
の
冷
泉
帝
の

描
写
が
何
を
意
味
す
る
か
、「
こ
よ
な
く
お
よ
す
ぐ
」「
御
才
」
に
つ
い
て

分
析
し
、
冷
泉
帝
が
帝
で
あ
る
点
に
差
し
障
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
不
義
の
子
で
あ
る
負
性
は
、
明
石
巻
末
の
表
現

だ
け
で
は
覆
え
ず
、
光
源
氏
の
冷
泉
帝
の
権
威
の
た
め
に
施
策
が
行
わ
れ

た
と
結
論
づ
け
た
。

　

春
日
美
穂
氏
「『
源
氏
物
語
』
冷
泉
帝
の
祈
り
─
「
薄
雲
」
巻
に
お
け

る
「
物
の
さ
と
し
」
を
始
発
と
し
て
─
」
は
、
冷
泉
帝
が
不
義
の
子
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
、
祈
ら
な
い
帝
に
な
っ
た
こ
と
を
分
析
し
、「
祈

り
た
く
て
も
祈
れ
な
い
帝
」
と
し
、
祈
ら
ぬ
こ
と
で
、
密
通
の
罪
を
己
の

中
に
抱
え
込
む
冷
泉
帝
の
内
面
を
映
し
出
す
も
の
と
結
論
づ
け
た
。 

　

亀
谷
粧
子
氏
「
紫
の
上
の
「
あ
ぢ
き
な
き
」
思
い
─
『
源
氏
物
語
』「
若

菜
下
」
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
発
病
を
め
ぐ
っ
て
─
」
は
、「
若
菜
下
」

に
お
い
て
病
に
倒
れ
た
紫
の
上
の
思
い
を
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
表
す
が
、

こ
の
語
義
及
び
『
源
氏
物
語
』
中
の
用
例
分
析
か
ら
、
こ
の
「
あ
ぢ
き
な

し
」
が
貴
族
社
会
に
存
在
す
る
苦
悩
や
厭
世
観
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
導

き
だ
し
、
紫
の
上
に
お
い
て
も
「
愛
執
に
苦
悩
す
る
世
界
と
光
源
氏
を
拒

む
」
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
紫
の
上
は
愛
執
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
出
家

が
叶
わ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

吉
海
直
人
氏
「『
源
氏
物
語
』「
臥
し
ま
ろ
ぶ
」
考
─
悲
し
み
の
身
体
表

現
─
」
は
、「
臥
し
ま
ろ
ぶ
」
及
び
そ
の
類
似
の
表
現
「
こ
い
ま
ろ
ぶ
」

の
用
例
を
も
と
に
、
上
代
・『
万
葉
集
』
で
は
「
こ
い
ま
ろ
ぶ
」
の
調
査

が
な
さ
れ
、
次
に
『
源
氏
物
語
』
以
前
及
び
『
源
氏
物
語
』
自
体
、
加
え

て
そ
れ
以
降
の
「
臥
し
ま
ろ
ぶ
」
の
分
析
、
さ
ら
に
『
今
昔
物
語
集
』
の

用
法
を
通
し
て
、
原
義
と
し
て
の
こ
ろ
げ
回
る
と
い
う
大
げ
さ
な
所
作
か

ら
、
そ
れ
を
悲
し
み
の
所
作
だ
け
で
な
く
、
対
極
の
喜
び
や
笑
い
ま
で
用

法
を
拡
大
し
た
と
考
察
し
て
い
る
。「
こ
い
ま
ろ
ぶ
」か
ら「
臥
し
ま
ろ
ぶ
」

へ
の
移
り
変
わ
り
や
意
味
用
法
の
広
が
り
に
つ
い
て
辞
書
が
説
明
を
加
味

す
る
べ
き
と
の
提
言
が
な
さ
れ
た
。

　

岡
嶌
偉
久
子
氏
「
天
理
図
書
館
蔵
河
内
本
源
氏
物
語
攷
─
中
京
大
学
図

書
館
蔵
大
島
本
（
河
内
本
）
と
の
共
通
錯
簡
の
存
在
─
」
は
、
と
も
に
略

称
の
「
天
理
本
」
と
「
中
京
大
本
」
を
比
較
し
、
錯
簡
の
調
査
が
な
さ
れ
、

天
理
本
は
『
校
異
源
氏
物
語
』
稿
本
に
お
け
る
底
本
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
両
本
は
書
承
関
係
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
、
両

本
が
河
内
本
諸
本
の
中
で
の
位
置
、
派
生
時
期
・
状
況
等
の
究
明
の
必
要

性
が
提
言
さ
れ
た
。
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大
津
直
子
氏
「
谷
崎
源
氏
の
誕
生
」
は
、
谷
崎
が
後
半
生
取
り
組
ん
だ

「
谷
崎
源
氏
工
房
」
の
実
態
と
谷
崎
の
理
念
「
文
学
的
翻
訳
」
の
創
出
に

つ
い
て
、ど
う
よ
う
な
経
過
を
辿
り
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
を
調
査
し
、

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
谷
崎
源
氏
の
「
文
学
的
翻
訳
」
は
、「
外
国
文
学

の
翻
訳
の
悪
影
響
に
さ
ら
さ
れ
る
「
今
の
青
年
」
の
た
め
に
創
出
さ
れ
た

文
章
芸
術
」
と
論
証
し
て
い
る
。

　

畠
山
大
二
郎
氏
「
古
典
文
学
に
お
け
る
「
衣
更
え
」
と
そ
の
様
相
」
は
、

『
源
氏
物
語
』
の
み
な
ら
ず
古
典
文
学
に
お
け
る
「
衣
更
え
」
の
描
写
を

取
り
上
げ
、
年
中
行
事
と
し
て
の
形
成
の
過
程
を
示
し
、
そ
の
意
義
を
指

摘
す
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
行
事
の
「
衣
更
え
」
と
服
喪
の
衣
更
え

を
組
み
合
わ
る
表
現
も
見
ら
れ
、
行
事
の
描
写
の
中
に
、
心
情
を
表
出
し

て
い
る
状
況
を
論
じ
て
い
る
。

　

論
考
の
後
に
、
針
本
正
行
氏
、
小
菅
あ
す
か
氏
、
亀
谷
粧
子
氏
、
髙
倉

明
樹
子
氏
に
拠
る
「
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
『
源
氏
物
語
』「
須
麻
」（
零

本
一
冊
）」
が
資
料
紹
介
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

　

17
編
の
力
の
こ
も
っ
た
論
に
つ
い
て
、
高
野
に
よ
る
紹
介
で
は
意
図
か

ら
は
ず
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
懸
念
す
る
。
た
だ
こ
の
17

編
を
一
気
に
ま
と
め
て
読
み
、得
た
も
の
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
、

今
回
書
評
の
担
当
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
し
て
お
伝
え
し
た
く
こ

の
形
式
を
採
っ
た
。
本
書
は
、
作
品
の
「
継
承
・
発
展
」
と
い
う
意
識
に

焦
点
が
置
か
れ
、
配
列
さ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
、
各
論
文
に
つ
い
て

そ
の
意
識
を
た
ど
り
な
が
ら
、
掲
載
の
論
文
を
読
み
終
わ
る
と
、
そ
こ
に

は
針
本
氏
が
目
指
さ
れ
た
研
究
を
具
現
化
し
た
論
文
集
に
な
っ
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
継
承
・
発
展
」
を
問
う
に
は
、
徹
底
し
た
資

料
分
析
と
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
論
を
組
み
立
て
て
い
く
か
の
強

い
問
題
意
識
が
な
け
れ
ば
、
説
得
力
の
あ
る
論
文
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の

『
平
安
女
流
文
学
論
攷
』
に
は
、
そ
う
し
た
意
識
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、
一

冊
の
本
を
通
し
て「
平
安
女
流
文
学
」と
は
何
か
が
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
（
Ａ
５
判
上
製
、
四
四
八
頁
、
翰
林
書
房
、
二
〇
二
三
年
三
月
発
行
、

一
二
〇
〇
〇
円
＋
税
）


