
介紹

紹i

介…

今
枝
愛
真
弓

中
世
禅
宗
史
の
研
究

　
著
者
の
今
枝
氏
は
東
大
史
料
編
纂
所
に
於
て
長

年
日
本
禅
宗
史
研
究
に
打
込
ん
で
こ
ら
れ
た
篤
学

で
あ
り
、
筆
巻
の
如
き
遙
か
に
氏
の
後
塵
を
拝
す

る
浅
学
が
紹
介
の
筆
を
執
る
の
は
借
越
の
至
り
で

あ
る
が
、
自
身
の
勉
強
の
為
と
思
い
敢
て
駄
文
を

草
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
中
世
後
期
に
於
て
、
禅
宗
が
果
し
た
社
会
的
役

割
は
単
に
宗
教
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
・
外
交

・
経
済
・
文
化
の
諸
般
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
一

般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
従
来
禅
宗

史
を
社
会
全
体
史
の
中
に
正
面
か
ら
位
置
づ
け
た

著
作
は
見
当
ら
な
い
。
宗
教
思
想
史
的
立
場
か
ら

は
荻
須
純
道
氏
の
『
日
本
中
世
禅
宗
史
』
や
筑
摩

の
講
座
『
禅
』
、
古
く
は
辻
善
之
助
氏
の
『
日
本

仏
教
史
中
世
編
』
等
が
あ
り
、
概
説
書
と
し
て
は

今
枝
氏
に
よ
る
『
禅
宗
の
歴
史
』
　
（
昭
和
四
一
年
・

至
文
堂
）
が
あ
る
。
今
回
脱
稿
さ
れ
た
の
は
先
述

の
問
題
と
正
面
か
ら
取
組
ま
れ
た
、
著
春
累
積
の

研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
五
〇
〇

頁
を
超
す
大
著
で
あ
る
。
こ
の
彪
平
な
内
容
の
紹

介
と
検
討
は
然
る
べ
き
専
門
の
方
に
譲
り
、
こ
こ

で
は
ご
く
概
略
を
、
順
次
か
い
つ
ま
ん
で
い
く
の

に
と
ど
め
る
。

　
ま
ず
第
一
章
「
鎌
倉
仏
教
と
禅
宗
の
独
立
」
で

は
、
本
邦
に
於
け
る
禅
の
二
大
祖
師
と
し
て
の
栄

西
と
道
元
を
と
り
あ
げ
、
前
者
に
つ
い
て
は
旧
仏

教
の
立
場
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
な
く
修
正
主
義
の

立
場
を
堅
持
し
、
幕
府
と
密
着
し
た
の
も
天
台
祈

蕎
僧
と
し
て
の
行
動
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
後

者
の
所
謂
「
山
林
逃
避
的
」
行
動
は
通
説
の
い
う

地
頭
波
多
野
氏
の
招
請
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
白

山
天
台
に
於
け
る
旧
大
日
房
系
の
勧
誘
が
よ
り
大

き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お

付
論
と
し
て
禅
家
の
教
団
規
律
史
料
と
し
て
重
要

　
　
し
ん
ぎ

な
「
清
規
」
の
我
国
へ
の
伝
来
と
流
布
、
ま
た
禅

教
一
致
を
と
く
「
宗
欝
欝
」
の
伝
播
と
役
割
に
つ

い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
本
書
の
根
幹
を
な
す
第
ご
章
「
中
激
禅
林

機
構
の
成
立
と
展
開
」
は
ω
安
国
寺
。
利
生
塔
の

成
立
事
情
の
考
察
、
②
五
山
宮
寺
機
構
の
成
立
と

そ
れ
に
付
随
す
る
諸
制
度
の
展
開
、
㈲
公
帖
1
1
僧

職
叙
任
権
に
鯨
す
る
経
済
的
反
給
付
で
あ
る
官
銭

を
通
じ
て
の
幕
府
と
五
山
と
の
経
済
的
関
係
、
の

ほ
ぼ
一
二
つ
の
内
容
に
分
れ
る
。
第
一
節
「
安
国
寺

・
利
生
塔
の
設
立
」
に
於
て
は
従
来
の
部
分
的
研

究
を
綿
密
な
考
証
に
よ
り
更
に
進
め
て
、
所
在
地

等
に
つ
き
現
在
確
認
し
う
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
、

安
国
寺
即
利
生
塔
は
あ
り
得
ぬ
と
い
う
辻
説
の
誤

り
を
修
正
し
、
安
国
寺
は
有
力
五
山
禅
院
に
、
利

生
塔
は
五
山
派
以
外
の
禅
刹
や
有
力
旧
仏
教
寺
院

に
多
く
設
立
さ
れ
た
と
結
論
さ
れ
た
。
さ
ら
に
南

朝
勢
力
に
よ
り
設
置
地
域
を
説
明
す
る
辻
説
を
改

訂
し
て
、
各
国
守
護
を
通
じ
て
幕
府
政
権
勢
力
範

囲
の
維
持
・
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
と
の

興
味
あ
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
筆
者

な
り
に
理
解
す
れ
ば
、
遠
心
力
の
強
い
守
護
に
対

す
る
統
制
に
腐
心
す
る
幕
府
に
と
っ
て
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
支
配
と
求
心
的
作
用
を
も
つ
間
接
統
制

機
能
の
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
第
二
節
「
中
世
禅
林
の
宮
寺
機
構
－
五
山
・

十
刹
・
懇
懇
の
展
開
1
」
は
総
数
五
千
余
箇
寺

に
及
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
五
山
林
下
の
大
教
園
の

形
成
過
程
を
、
彪
大
な
史
料
群
を
博
捜
、
駆
使
し
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つ
つ
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
、
中
国
南
港
に
お

け
る
禅
院
の
官
寺
化
現
象
か
ら
説
き
起
し
、
本
邦

鎌
倉
期
に
於
け
る
巾
国
禅
の
導
入
の
経
過
に
触
れ

た
の
ち
、
北
条
政
権
下
に
於
て
既
に
そ
の
存
在
が

確
認
さ
れ
る
五
出
の
座
次
が
、
南
北
朝
に
入
り
天

龍
・
相
国
両
寺
創
建
も
あ
っ
て
改
変
を
か
さ
ね
、

康
暦
の
政
変
を
経
て
最
終
的
に
至
徳
三
年
に
い
た

り
決
定
を
見
る
ま
で
の
過
程
が
考
証
さ
れ
、
十
刹

・
諸
山
に
つ
い
て
も
同
様
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
更
に
鰐
革
後
期
に
於
け
る
上
騰
・
諸
山
寺

数
の
急
増
現
象
は
、
幕
府
財
政
の
窮
乏
化
と
関
連

す
る
後
述
坐
公
文
（
い
な
り
の
く
も
ん
）
の
濫
発

と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
さ
れ
て
お
り
、

最
後
に
十
刹
・
諸
山
を
前
進
拠
点
と
す
る
官
寺
の

地
域
的
展
開
を
全
国
網
羅
的
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
全
国
を
濁
っ
た
五
山
禅
院
は
規
矩
整

然
た
る
中
央
集
権
黒
蓋
僚
機
構
の
形
態
を
な
し
、

種
々
の
面
で
幕
府
一
守
護
連
合
問
の
政
治
経
済
的

紐
帯
の
機
能
を
担
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
三
簾
「
盗
心
方
と
鹿
苑
僧
録
」
で
は
五
山
禅
院

が
官
寺
の
宿
命
と
し
て
当
初
か
ら
幕
府
に
掌
握
さ

れ
て
い
た
所
謂
僧
職
叙
任
権
（
著
者
は
こ
の
言
葉

を
使
っ
て
お
ら
れ
な
い
が
）
が
康
暦
の
政
変
を
経

て
五
画
こ
と
に
夢
窓
派
の
黄
金
肥
代
を
迎
え
る
に

い
た
り
五
山
自
身
の
手
中
に
帰
し
て
鹿
苑
僧
録
の

成
立
を
見
、
更
に
下
剋
上
に
よ
っ
て
蔭
涼
無
主
に

実
権
が
移
行
し
、
は
て
は
そ
の
着
衣
が
切
り
回
す

と
い
っ
た
形
骸
化
を
経
た
の
ち
、
西
笑
承
免
の
政

治
力
に
よ
る
一
時
的
圓
復
は
あ
る
が
結
局
前
田
玄

以
、
以
心
立
伝
の
登
場
に
よ
っ
て
全
く
崩
壊
し
て

し
ま
う
ま
で
の
変
遷
が
、
克
虜
に
描
写
さ
れ
て
余

す
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
当
初
は
権
力
が

利
用
せ
ん
と
し
て
意
識
的
に
保
護
を
加
え
た
宗
教

教
団
が
、
内
在
す
る
論
理
に
よ
り
自
己
転
回
を
と

げ
て
巨
大
化
し
、
逆
に
権
力
を
あ
る
程
度
規
制
す

る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
権
力
と
運
命
を
共
に

す
る
と
い
っ
た
現
象
は
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
場

合
と
比
較
し
て
も
極
め
て
輿
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
結
果
五
山
で
は
公
文
与
奪
権
・
倥
持
選
定
権

の
裳
握
に
と
ど
ま
ら
ず
、
寺
領
に
関
す
る
訴
訟
の

裁
決
権
等
教
団
財
務
管
理
も
幕
府
か
ら
委
譲
さ
れ
、

逆
に
蔭
鳶
職
が
幕
府
奉
行
人
を
願
慰
す
る
と
い
う
、

禅
僧
の
政
治
介
入
に
ま
で
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

康
暦
政
変
の
黒
幕
黙
屋
妙
苑
、
或
い
は
嘉
吉
ノ
変

で
没
落
し
な
が
ら
不
死
鳥
の
如
く
蘇
り
、
応
仁
ノ

乱
の
導
火
線
と
な
っ
た
斯
波
家
内
紛
の
影
の
演
出

老
と
な
っ
た
季
冬
真
蘂
ら
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
節
「
中
世
禅
林
に
お
け
る
住
持
制
度
の
諸

問
題
」
は
五
山
に
お
け
る
佐
持
就
任
の
原
則
で
あ

り
各
派
の
高
僧
が
順
次
交
替
す
る
と
い
う
「
十
方

住
持
欄
」
が
次
第
に
形
骸
化
し
、
門
徒
寺
す
な
わ

　
　
つ
　
ち
え
ん

ち
「
徒
弟
院
」
化
し
て
い
く
状
況
が
、
林
下
を
含

め
て
主
要
禅
刹
毎
の
例
に
よ
り
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
住
持
制
度
の
弛
緩
の
結
果
坐
公
文
の

発
生
が
殆
ど
の
寺
院
に
及
び
、
文
明
以
降
は
再
住

輪
番
制
に
よ
る
佐
持
年
限
の
異
常
な
短
縮
化
が
盛

行
し
、
本
来
の
意
味
が
失
わ
れ
る
な
ど
禅
院
の
頽

廃
ぶ
り
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
節
に
触
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
南
北
朝
後
期
ま
で
叙
任
権
が

な
お
摂
関
家
の
手
中
に
あ
っ
た
東
福
寺
に
於
て
も

康
暦
以
後
幕
府
公
帖
が
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
政
治
的
現
象
で
あ
ろ
う
。

な
お
暦
悠
四
年
に
大
徳
寺
が
山
蝿
叩
次
よ
り
転
落

し
た
の
を
度
弟
院
固
守
の
事
情
か
ら
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
竹
貫
允
勝
氏
も
い
う
如
く
南
朝
与
同
の

鍵
裂
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
本
書
の
中
で
最
大
の
収
穫
の
一
つ
と
思
わ
れ

る
第
五
節
「
公
文
と
官
銭
」
は
、
従
来
村
雲
修
一

氏
や
百
瀬
今
朝
雄
氏
等
一
部
の
人
に
注
目
さ
れ
る
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介紹

の
み
で
、
幕
府
財
政
上
の
位
羅
付
け
が
判
然
と
し

な
か
っ
た
坐
公
文
官
銭
の
意
義
を
小
論
な
が
ら
本

格
的
に
取
上
げ
た
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
五
山
の

僧
録
が
鹿
苑
院
に
帰
し
た
の
ち
も
叙
任
権
愛
甲
文

書
は
幕
府
御
教
書
の
形
式
を
と
っ
た
こ
と
、
義
持

将
軍
時
の
緊
縮
策
に
も
拘
わ
ら
ず
応
永
末
細
よ
り

坐
公
文
が
一
般
化
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ

が
住
持
年
限
の
短
縮
化
と
幕
府
財
政
窮
迫
と
関
連

す
る
事
・
情
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
次
で
「
蔭
涼
軒

日
録
」
　
「
鹿
苑
日
録
」
等
の
記
録
に
よ
り
幕
府
公

論
に
納
入
さ
れ
た
官
銭
額
を
推
計
さ
れ
、
そ
れ
と

勘
合
抽
分
銭
の
額
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
公
文
銭

が
幕
府
財
政
と
し
て
無
視
し
え
ぬ
重
要
性
を
有
し

て
い
た
と
い
う
注
目
す
べ
き
結
論
を
導
き
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
管
見
に
よ
る
若
干
の
補
訂
を
加

え
る
と
、
幕
府
の
意
図
的
官
銭
徴
収
に
よ
る
寺
社

造
営
は
永
享
七
年
の
蓮
華
王
院
本
堂
修
理
が
早
い

例
（
恐
ら
く
初
見
）
で
あ
り
、
ま
た
十
刹
の
真
如

寺
で
寛
正
四
年
に
五
〇
貫
の
入
院
官
銭
の
例
が
あ

る
の
で
著
者
の
推
算
に
よ
る
納
入
額
よ
り
も
更
に

上
回
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次

に
桑
山
浩
然
氏
も
研
究
さ
れ
て
い
る
幕
府
公
倉
の

実
態
に
つ
い
て
、
日
録
等
に
散
見
す
る
正
実
坊
の

機
能
、
所
在
地
を
考
証
し
、
論
難
方
に
関
し
て
は

桑
山
氏
と
や
や
異
な
る
見
解
を
提
案
さ
れ
て
い
る
。

結
論
と
し
て
官
銭
額
の
収
納
に
は
御
倉
正
実
が
当

っ
た
が
、
官
銭
語
誌
状
の
発
行
等
文
書
管
理
は
鹿

苑
院
・
蔭
涼
軒
が
掌
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ

る
。
か
く
見
て
く
る
と
蔭
言
軒
主
の
当
時
有
し
て

い
た
政
治
的
地
位
は
端
凝
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
最
後
に
著
者
が
触
れ

て
い
た
官
銭
の
実
際
の
出
資
者
は
守
護
・
国
人
で

あ
っ
た
と
い
う
点
は
史
料
も
呈
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

今
後
の
実
証
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
第
三
章
「
中
世
禅
林
と
武
家
社
会
」
は

前
章
に
於
て
説
き
切
れ
な
か
っ
た
将
軍
・
管
領
・

守
護
等
の
武
家
と
五
山
禅
院
と
の
主
と
し
て
政
治

的
交
渉
を
具
体
例
を
あ
げ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、

第
一
節
に
於
て
は
成
立
事
情
が
曖
昧
で
、
旧
仏
教

と
の
関
連
も
判
然
と
し
な
か
っ
た
等
持
寺
を
め
ぐ

る
間
題
が
考
察
さ
れ
、
直
義
に
よ
る
等
持
寺
創
設

は
天
龍
。
安
国
利
生
の
創
設
と
並
ぶ
足
利
茂
の
一

連
の
宗
教
政
策
の
根
幹
で
あ
り
、
洛
中
五
山
発
農

の
重
要
拠
点
化
す
る
と
同
時
に
地
方
守
護
に
対
す

る
家
信
…
官
［
刹
化
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
的
役
割
を
も
っ

た
と
さ
れ
、
ま
た
旧
仏
教
徒
に
よ
り
執
行
さ
れ
る

等
持
寺
八
講
は
幕
府
の
旧
寺
社
、
公
察
等
本
所
権

力
側
に
対
す
る
懐
柔
の
あ
ら
わ
れ
と
結
論
さ
れ
て

い
る
。
第
二
節
「
斯
波
義
将
の
禅
林
に
対
す
る
態

度
一
と
く
に
春
流
行
莇
と
の
関
係
に
つ
い
て

一
」
は
名
管
領
と
称
さ
れ
幕
府
職
制
の
基
礎
を

固
め
た
斯
波
義
将
の
禅
宗
に
対
す
る
深
い
理
解
と
、

禅
宗
史
上
最
大
の
法
難
の
一
つ
と
さ
れ
る
南
禅
寺

山
門
破
却
事
件
に
端
を
発
す
る
康
暦
の
政
変
に
於

て
彼
の
果
し
た
政
治
的
役
割
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
。

康
暦
政
変
の
意
義
に
つ
い
て
は
既
に
佐
藤
進
｝
氏

ら
の
論
考
が
あ
る
が
、
南
禅
寺
肉
門
の
破
却
と
そ

の
事
後
処
理
は
幕
府
・
本
所
問
の
奪
権
闘
争
の
一

面
を
も
つ
と
と
も
に
、
公
方
対
壷
屋
（
有
力
守
護

層
）
と
の
僧
職
叙
任
権
闘
争
の
意
味
を
も
併
せ
有

す
る
と
考
え
ら
れ
、
幕
府
体
制
成
立
へ
の
重
要
な

契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
禅
宗
史
の
側

か
ら
位
置
付
け
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
既
に
紙

数
も
大
幅
に
超
過
し
た
の
で
次
節
以
下
は
無
足
と

な
る
。
第
三
節
は
義
満
に
よ
る
相
国
寺
の
創
建
と

日
野
宜
子
と
の
関
係
に
起
因
し
、
義
堂
周
信
の
影

響
も
あ
っ
て
大
伽
藍
の
建
立
を
み
た
が
、
そ
こ
に

は
既
存
の
建
造
物
を
移
す
な
ど
幕
府
購
政
傾
斜
の

兆
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
屋
地
の
強
制
取
総
髪
の
問
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題
が
発
生
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
の
ち
、
役
割

と
し
て
は
天
龍
寺
に
準
拠
し
て
出
窓
－
零
屋
ラ
イ

ン
の
中
心
拠
点
と
な
り
、
等
持
寺
の
果
し
た
象
刹

的
機
能
を
も
併
有
し
、
僧
録
成
立
に
つ
ぐ
五
山
機

構
整
備
の
最
終
段
階
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
。

第
四
節
は
永
平
道
元
流
の
中
国
に
於
け
る
法
兄
弟

に
相
当
す
る
宏
智
派
（
わ
ん
し
は
）
が
、
五
山
組

織
下
に
於
て
唯
一
の
曹
洞
流
と
し
て
隆
盛
を
と
げ

る
こ
と
、
中
国
趣
味
の
横
平
す
る
性
格
が
強
味
と

な
っ
た
こ
と
、
朝
倉
氏
の
外
護
に
よ
り
戦
国
期
に

至
っ
て
も
違
例
の
教
団
繁
栄
を
と
げ
た
過
程
が
論

及
さ
れ
て
い
る
。
第
五
節
は
厳
密
な
史
料
批
判
に

基
づ
き
文
和
三
年
の
総
持
寺
住
持
黒
山
に
対
す
る

南
朝
方
か
ら
の
禅
師
号
勅
誰
問
題
を
検
討
し
、
村

田
正
志
氏
の
報
恩
謝
徳
説
を
し
り
ぞ
け
、
当
時
曹

洞
教
団
全
体
に
と
っ
て
陶
北
公
武
の
対
立
に
捲
き

込
ま
れ
る
危
機
的
状
況
を
難
山
の
適
切
な
拒
絶
に

よ
っ
て
切
り
抜
け
た
の
で
あ
る
と
い
う
政
治
史
的

翠
色
で
結
ば
れ
て
い
る
。
以
上
、
羅
列
的
紹
介
に

終
始
し
た
が
、
本
書
の
構
成
お
よ
び
手
堅
い
実
証

手
法
は
極
め
て
正
統
派
的
で
あ
り
、
引
用
史
料
は

千
三
百
点
を
超
し
、
し
か
も
逐
一
そ
の
典
拠
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
筆
者
の
如
き
初
学
に
も

非
常
に
有
益
な
体
系
書
を
形
造
っ
て
い
る
。
禅
宗

が
中
世
社
会
に
果
し
た
役
割
と
問
題
点
は
本
書
に

よ
っ
て
ほ
ぼ
出
尽
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
望

蜀
の
感
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く
な
ら
、
禅
院
の
経
済

活
動
の
側
面
、
例
え
ば
建
内
記
等
に
散
見
す
る
禅

僧
の
致
窟
や
都
鄙
等
東
班
六
知
事
の
活
躍
に
よ
る

祠
堂
銭
の
運
用
、
全
国
に
散
在
す
る
五
山
領
荘
園

の
経
営
、
お
よ
び
東
毒
蛾
の
他
権
門
荘
園
に
於
け

る
代
官
請
負
活
動
の
様
相
は
室
町
社
会
の
全
貌
究

明
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
少
し
で
も
触

れ
て
頂
き
た
か
っ
た
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
本
書

を
基
礎
と
し
て
私
達
が
追
求
す
べ
き
今
後
の
問
題

点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
乗
熟
な
筆
者
の

独
断
が
、
本
書
の
価
値
を
少
し
で
も
傷
つ
け
、
敬

愛
す
る
著
者
に
対
し
非
礼
を
重
ね
て
い
な
い
か
を

恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
A
5
判
　
五
四
八
ペ
ー
ジ
　
昭
掘
建
五
年
八
月
刊

　
東
大
繊
版
会
発
行
　
定
価
二
、
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
（
今
谷
開
・
京
都
大
学
大
学
院
学
生
）

若
林
喜
三
郎
著

加
賀
藩
農
政
史
の
研
究

上
巻

　
加
賀
藩
の
研
究
は
、
明
治
期
の
永
山
近
彰
氏
の

大
著
『
加
賀
藩
史
稿
』
・
栃
内
礼
次
矯
の
『
旧
加

賀
藩
田
地
割
制
度
』
以
来
、
様
々
な
観
点
か
ら
、

数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
加
賀
藩
は
、

幕
藩
制
下
最
大
の
藩
で
あ
り
、
も
っ
と
も
典
型
的

な
近
世
録
建
制
下
の
藩
と
し
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
、

近
世
初
期
農
政
史
研
究
史
上
に
お
い
て
も
、
十
村

制
度
や
本
邸
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
改
作
法
を
中

心
と
し
た
研
究
が
、
著
者
を
始
め
と
し
て
、
中
村

省
治
・
佐
々
木
潤
之
介
氏
等
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ

て
き
た
。

　
著
者
、
若
林
氏
は
、
昭
和
十
八
年
石
川
師
範
学

校
（
現
在
の
金
沢
大
学
教
育
学
部
）
に
赴
任
さ
れ

て
以
来
、
二
十
余
年
・
、
石
州
県
下
を
隅
…
な
く
歩
か

れ
、
新
史
料
の
発
見
に
つ
と
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、

十
二
冊
を
超
え
る
石
川
県
内
の
市
町
村
史
編
纂
に

た
ず
さ
わ
っ
て
来
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
本

書
は
生
ま
れ
た
。

128 （696）


