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京
都陵
大
学
丈
学
部
刊

　
一
〇
世
紀
の
ほ
じ
め
か
ら
一
二
鮭
紀
の
前
半
に
わ

た
っ
て
、
蒙
古
満
洲
よ
り
南
は
華
北
、
東
は
朝
鮮
、

西
は
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
及
ぶ
広
大
な
地
域
を
領
有
し

て
活
躍
し
た
契
丹
民
族
の
王
朝
が
申
す
ま
で
も
な
く

遼
で
あ
る
が
、
隆
陵
と
は
そ
の
最
盛
期
を
き
づ
き
上

げ
た
墾
宗
と
そ
れ
に
続
く
興
宗
・
道
宗
の
三
代
の
帝

王
の
陵
墓
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
位
置
は
東
蒙
古
、

ワ
ー
ル
・
イ
ソ
◎
マ
ン
ハ
の
慶
雲
山
下
に
あ
り
、
そ

こ
に
は
こ
の
三
一
が
東
中
西
と
ほ
ぼ
爽
爾
面
し
て
並

列
し
て
い
る
。

　
け
だ
し
慶
陵
が
三
界
の
注
目
を
あ
び
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
約
三
十
年
以
葡
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
と
に

熱
河
の
軍
閥
湯
佐
栄
に
よ
る
発
掘
を
契
機
と
し
て
、

そ
の
基
礎
的
な
調
査
研
究
は
内
外
の
要
言
と
な
っ

た
。
瀦
和
十
四
年
・
、
日
満
文
化
協
会
が
主
と
な
っ
て

調
査
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
と
な
り
、
田
村
襲
撃
博
士

が
主
任
と
な
っ
て
こ
の
事
業
を
遂
行
さ
れ
る
に
至
っ

た
こ
と
は
衆
知
の
ご
と
く
で
．
あ
る
。

　
搏
風
は
こ
れ
よ
り
先
（
昭
和
六
年
）
す
で
に
こ
の

地
を
訪
れ
調
査
に
手
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
　
再
び
こ
こ
に
赴
き
、
　
綿
密
な
調
査
に
従
わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
太
害
は
笑
に
そ
の
成

果
で
あ
り
、
調
査
団
の
一
員
と
し
て
脇
力
さ
れ
た
小

林
行
雄
氏
と
の
協
同
執
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
本
誌
と
図
版
と
か
ら
な
る
上
下
二
巻
の
巨
群

で
、
副
題
に
「
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
遼
代
帝
王

陵
と
そ
の
壁
画
に
関
す
る
考
古
学
的
調
査
報
告
」
と

あ
る
よ
5
に
、
こ
の
遺
跡
と
遺
物
に
関
す
る
地
図
写

真
実
測
を
初
め
こ
れ
に
関
す
る
記
述
な
ら
び
に
研
究

の
一
大
集
成
で
あ
る
。

　
上
巻
は
巻
頭
に
羽
田
盤
上
の
序
文
を
掲
げ
、
著
者

ら
の
緒
雷
に
続
い
て
、
・
七
章
か
ら
な
る
本
文
及
び
英

文
か
ら
な
っ
て
い
る
。
尋
す
な
わ
ち
第
一
章
で
は
慶
陵

の
歴
史
と
そ
の
発
見
の
経
過
を
述
べ
、
そ
の
位
概
や

景
観
を
記
し
て
い
る
。
第
二
章
か
ら
四
章
ま
で
は
東

陵
に
つ
い
て
の
記
述
で
、
墓
室
の
形
状
構
造
を
は
じ

め
、
そ
の
内
部
に
画
か
れ
た
入
物
、
四
季
山
水
、
或

は
建
築
装
飾
な
ど
に
関
し
て
で
あ
り
、
さ
ら
に
殿
門

八
ご

玩
や
遺
物
に
及
ん
で
い
る
。
第
五
章
は
中
陵
と
西
陵

と
の
遣
跡
∴
選
物
を
、
第
六
章
で
は
際
陵
か
ら
搬
出

さ
れ
た
帝
王
婁
后
ら
の
哀
冊
碑
石
の
出
土
の
経
緯
や

そ
の
形
態
、
さ
ら
に
漢
契
爾
文
の
解
説
を
行
っ
て
い

る
。　

例
蕎
で
階
っ
て
お
ら
れ
る
よ
5
に
記
述
は
三
巴
の

う
ち
東
陵
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
が
比

較
的
破
壌
の
程
菱
少
く
、
し
か
も
比
類
の
な
い
壁
画

の
存
在
と
い
っ
た
臣
子
な
価
値
に
も
と
つ
く
。
か
く

て
結
論
と
し
て
三
陵
の
比
定
を
行
い
、
東
陵
を
聖

宗
、
中
陵
を
興
宗
、
西
陵
を
道
宗
の
陵
墓
と
し
、
そ

の
営
造
年
代
も
ま
た
そ
の
順
序
に
よ
っ
た
も
の
と
さ

れ
、
さ
ら
に
腰
陵
全
体
を
通
じ
て
み
た
蓬
代
文
化
に

論
及
さ
れ
、
そ
の
社
会
酌
基
盤
が
遊
牧
騎
馬
及
び
農

耕
の
生
活
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
立
つ
征
服
王
朝
は

契
に
藤
宋
丈
化
の
摂
取
に
努
む
る
と
共
に
西
方
丈
化

と
も
潔
き
関
係
を
持
ち
、
し
か
も
そ
こ
に
は
独
霞
の

文
化
的
性
繕
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と

断
じ
て
お
ら
れ
る
。

　
そ
の
写
纂
笑
…
測
記
述
は
わ
れ
わ
れ
未
だ
こ
の
地
を

踏
査
す
る
を
え
な
い
も
の
を
し
て
、
恰
も
こ
こ
に
赴

か
し
め
る
が
ご
と
く
容
易
に
理
解
せ
し
め
る
べ
き
周

到
さ
と
懇
切
さ
と
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
対

〈　lge．，　）



し
先
ず
敬
意
を
表
わ
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

　
愚
う
に
こ
の
調
査
事
業
は
単
な
る
僻
遠
地
の
一
の

煽
合
で
あ
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
第

一
に
附
近
の
治
安
が
悪
く
生
命
の
急
険
を
と
も
な
う

亀
の
で
あ
り
、
交
遜
不
硬
人
戸
を
断
つ
と
こ
ろ
で
あ

る
こ
と
は
申
す
に
及
ば
ず
、
盛
夏
の
候
に
お
い
て
、

地
上
百
度
を
越
え
そ
の
強
烈
な
光
線
は
目
を
射
る
ば

か
り
で
あ
る
の
に
対
し
、
墓
詣
内
部
は
湿
陵
多
く
し

か
も
零
下
に
近
い
爽
、
さ
で
、
加
え
る
に
欺
く
瞳
黒
で

あ
る
．
、
か
か
る
悪
粂
件
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
短
期
間

に
調
査
の
完
了
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
こ
の
種
の
調
査
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
下

々
は
直
に
理
解
出
来
る
困
難
辛
苦
で
あ
る
。
し
か
も

象
た
未
発
掘
の
対
象
物
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
い
わ
ば

盗
掘
の
後
始
末
と
い
っ
た
精
神
的
に
も
負
担
の
大
き

い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
よ
ら
や
く
原
稿
を
成
さ

ん
と
す
る
と
き
、
整
備
…
さ
れ
た
蹴
版
が
戦
災
で
焼
失

す
る
と
い
5
よ
う
な
打
撃
を
う
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
羽
田
博
土
も
「
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
、
著
者
は

意
気
澄
画
せ
ず
、
幸
に
も
難
を
免
れ
た
僅
少
の
原
板

と
焼
付
写
真
の
類
．
を
基
に
し
て
再
出
聚
の
歩
を
踏
み

鐵
し
、
遂
に
見
事
に
そ
の
稿
を
完
成
し
た
の
で
あ
っ

た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
よ
く
そ
の
闇
の
事
情

書

評

を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
ら
ひ
か
く
て
そ
の
重
要
な
意

義
が
認
め
ら
れ
、
京
都
大
学
や
女
部
省
当
局
の
援
助

の
も
と
に
昨
年
八
月
発
刊
を
見
る
に
且
つ
た
こ
と
は

著
者
は
固
よ
り
掌
界
特
に
甫
ハ
洋
学
の
た
め
に
寛
閑
び
に

堪
え
な
い
。
ホ
春
、
朝
時
新
聞
社
に
よ
っ
て
文
化
賞

が
贈
塁
さ
れ
、
そ
の
労
苦
と
功
績
と
に
む
く
い
ら
れ

た
こ
と
は
ま
こ
と
に
当
を
得
た
も
の
と
い
5
べ
き
で

あ
る
。

　
そ
も
そ
も
一
般
に
、
史
蹟
調
査
報
告
と
名
付
け
ら

れ
る
も
の
は
、
　
乾
燥
無
昧
の
も
の
多
く
、
　
当
事
者

以
外
に
は
実
に
資
料
的
価
値
の
提
供
に
止
ま
る
場

合
が
少
く
な
い
。
し
か
る
に
本
章
は
調
査
対
象
が
帝

王
陵
と
い
う
ご
と
き
内
容
の
豊
冨
な
も
の
で
あ
る
か

ら
、
単
に
こ
れ
を
確
実
な
遼
代
交
譲
資
料
と
し
て
見
r

る
だ
け
で
も
重
要
で
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
　
旧

暦
読
者
を
し
て
鍛
ハ
昧
を
よ
ぴ
起
さ
し
め
る
も
の
は
こ

れ
が
単
な
る
考
古
掌
的
な
調
査
報
告
に
と
ど
ま
っ
て

い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
著
書
ら
の
堕
す
る
該
博

な
知
識
、
す
な
わ
ち
一
般
遼
代
史
．
を
は
じ
め
申
国
建

築
史
・
絵
画
史
・
工
芸
輿
或
は
風
俗
史
、
さ
ら
に
漢

文
学
や
契
丹
文
字
と
い
う
ご
と
き
特
異
な
華
語
に
対

す
る
深
い
造
詣
が
い
た
る
と
こ
ろ
窺
わ
れ
る
点
で
あ

る
．
、
例
え
ば
難
解
な
営
造
方
式
を
初
め
各
種
の
文
漱

を
自
由
に
引
用
し
、
参
考
写
真
や
挿
圏
を
豊
富
に
使

丁
し
、
特
に
漢
字
の
哀
露
文
な
ど
に
対
し
て
一
々
詳

蘭
な
詑
釈
考
証
を
行
っ
て
い
る
。
こ
と
き
で
あ
る
、
、
と

り
わ
け
壁
画
に
つ
い
て
は
貴
露
な
原
色
写
真
を
多
数

収
め
る
と
共
に
彩
色
を
用
い
て
入
物
山
水
装
飾
な
ど

の
構
図
や
距
離
の
図
を
掲
げ
（
さ
ら
に
契
漢
入
物
の

服
飾
に
関
す
る
考
証
だ
と
か
、
山
面
に
つ
い
て
は
植

物
禽
獣
が
悉
く
こ
の
塊
に
実
存
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
情
景
が
慶
雲
肉
附
近
を
現
わ
し
た
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
四
季
図
の
錨
か
れ
た
理

由
に
「
つ
い
て
、
　
こ
れ
彊
か
門
戸
ふ
ハ
朝
一
崎
代
に
r
盛
行
し
た
四

神
図
と
問
じ
煮
昧
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
断
じ
て
お

ら
れ
る
こ
と
な
ど
そ
の
一
端
で
あ
る
。
な
お
ま
だ
契

丹
文
字
の
ご
と
き
わ
れ
わ
れ
の
全
く
窺
い
え
な
い
よ

5
な
こ
と
に
つ
い
て
も
と
く
に
概
説
さ
れ
そ
の
大
略

を
理
解
せ
し
む
る
用
意
を
払
っ
て
い
る
。

　
元
来
多
岐
に
亙
る
専
門
分
野
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
家
が
相
寄
っ
て
記
述
す
る
の
が
例
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
弊
た
る
や
往
々
編
輯
害
に
堕
し

て
、
綜
合
性
と
一
貫
性
と
を
餓
く
憾
み
が
多
い
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
本
漁
屋
は
そ
の
綜
合
挫
と
一
貫
性
と

を
兼
ね
、
さ
な
が
ら
笹
書
女
化
喫
を
ひ
も
ど
く
が
ご

と
く
、
し
か
も
文
章
は
秀
抜
で
あ
っ
て
、
専
門
外
の

八
三
・
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欝

人
々
に
対
し
て
も
ま
た
5
ま
し
め
な
い
も
の
が
あ
る

と
信
ず
る
の
で
あ
る
．
、

　
な
お
館
足
な
が
ら
、
こ
の
陵
墓
の
副
離
晶
に
つ
い

て
の
疑
問
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。
は
し
が
き
に

は
「
大
規
模
に
開
掘
さ
れ
、
墓
室
内
に
あ
っ
た
塞
蓄

嚢
后
の
史
冊
碑
石
を
は
じ
め
翻
藤
品
の
類
ま
で
も
こ

と
ご
と
く
運
び
虫
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
し
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
が
残
差
最
の
存
在
は
果
し
て
如
何
な
る

程
度
で
あ
っ
た
か
。
遼
朝
滅
亡
後
、
中
浜
歴
代
の
場

合
の
よ
・
り
に
こ
れ
ら
帝
王
纏
絡
ま
た
こ
と
ご
と
く
発

か
れ
、
蟻
ろ
湯
氏
は
そ
の
最
後
の
人
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
は
殆
ん
ど
め
ぼ
し
い
副
手
品
の
類
は
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
契
丹
文
藻
に
つ
い
て

の
墾
蜀
と
し
て
は
、
　
「
捲
尾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た

契
丹
文
の
類
別
表
し
に
合
せ
て
わ
れ
わ
れ
門
外
漢
の

た
め
に
契
丹
名
詞
対
照
表
の
ご
と
き
を
作
成
し
て
い

た
だ
ぎ
た
か
っ
た
。
　
〔
座
郵
貯
刊
行
会
諮
行
　
菊
借

版
　
定
価
二
五
、
○
○
○
円
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
小
野
勝
年
一
i

堀
　
　
一
郎
碧

　
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究

島
国
の
山
間
信
仰
史
に
若
し
て
は
断
片
的
に
は
既

に
多
数
の
研
究
が
公
に
さ
れ
て
い
る
が
、
之
を
ま
と

め
て
全
体
的
に
展
凱
…
τ
そ
こ
か
ら
難
論
的
な
体
系
を

帰
納
す
る
事
は
今
鼠
迄
行
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
一

般
に
庶
戻
階
晒
の
生
活
が
歴
史
研
究
の
視
野
に
大
き

く
入
っ
て
来
た
の
は
言
う
蓬
も
な
く
文
化
庚
研
究
の

結
果
か
ら
必
然
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

階
糟
は
常
に
歴
輿
の
底
層
を
な
す
と
い
弓
正
に
そ
の

理
由
に
よ
っ
て
所
謬
文
献
更
料
の
中
に
そ
の
姿
を
直

接
現
わ
す
公
算
が
少
く
、
従
っ
て
之
に
対
す
る
実
証

的
研
究
は
そ
こ
に
方
法
上
の
原
理
的
な
緯
畷
を
背
負

は
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
代
民
俗
学
の
勃
興
し

て
来
た
最
大
の
理
由
の
一
竜
笑
に
こ
の
隆
路
を
開
弊

す
る
事
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
側
に
於

て
は
未
掘
資
料
は
寧
ろ
無
限
に
近
く
、
今
臼
蓬
の
民

俗
学
は
主
と
し
て
こ
の
無
数
の
伝
承
資
料
の
発
掘
と

整
礫
に
目
標
を
お
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
複
雑
多
岐

を
趣
め
る
常
民
生
活
史
に
透
徹
し
た
体
系
を
与
え
る

た
め
に
は
そ
5
し
た
民
俗
掌
の
歯
茎
な
資
料
と
方
注

を
駆
使
し
つ
つ
他
面
に
於
て
膨
大
な
文
献
史
学
の
成

果
を
消
化
し
璽
に
広
く
世
界
の
夫
開
民
族
に
間
す
る

蜘
見
の
裏
附
け
を
要
す
る
点
に
託
て
、
そ
の
作
業
は

単
一
の
尋
問
的
方
法
に
の
み
立
脚
す
れ
ば
足
り
る
研

究
に
比
し
て
絡
…
段
の
嗣
難
を
含
ん
で
い
る
．
、
今
回
上

八
四

梓
さ
れ
た
堀
教
授
（
東
北
大
学
宗
教
学
）
の
七
五
〇

頁
を
こ
え
る
近
業
は
伝
承
の
蕪
幹
を
な
す
民
間
儒
仰

に
つ
い
て
そ
弓
し
た
幾
多
の
困
難
を
は
じ
め
て
克
服

し
た
力
作
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
宗
教
史
の
本
領

か
ら
更
に
広
く
文
学
喫
驚
俗
史
三
会
史
愚
想
史
等
に

竜
三
連
し
艮
俗
掌
・
民
族
誌
二
久
化
人
類
掌
等
も
含
ん

で
広
義
の
歴
史
学
多
年
の
渇
を
癒
す
恵
の
で
あ
る
。

潔
い
洞
察
と
含
蓄
は
本
署
が
東
京
大
掌
に
提
出
さ
れ

た
学
位
論
文
で
あ
る
と
い
う
に
相
応
し
い
。

　
蠣
氏
は
さ
き
に
国
民
精
神
文
化
研
究
所
に
あ
っ
て

昭
瀦
十
五
年
以
来
「
珍
本
仏
教
史
論
」
　
「
日
本
上
代

文
化
と
仏
教
」
　
「
臼
本
上
代
仏
教
文
化
史
」
　
「
伝
教

大
師
」
等
の
著
書
に
よ
っ
て
主
と
し
て
挙
国
上
代
仏

教
に
つ
い
て
次
々
と
斬
新
な
創
見
を
世
に
送
ら
れ
つ

つ
、
繍
財
団
勇
胆
の
学
風
に
接
近
し
て
は
逸
早
く
そ

の
精
髄
を
体
し
昭
和
十
九
年
「
臨
幸
思
想
－
国
昆
信

御
構
本
質
瓢
繭
」
の
好
著
を
物
さ
れ
続
い
て
昭
和
廿
六

年
の
「
民
間
信
仰
」
　
（
岩
波
全
轡
）
に
於
て
は
民
間

信
仰
と
常
民
社
会
と
の
関
連
颪
に
純
民
俗
掌
現
在
の

水
準
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
出
版
さ
れ
た
本
書

の
序
文
に
よ
れ
ば
、
元
来
「
遊
山
思
想
」
・
本
署
・
「
民

間
儒
仰
」
　
（
岩
波
全
書
）
の
順
に
執
筆
さ
れ
た
三
部

作
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
近
く
拙
版
予
定
の
「
至
幸
思

（エ94）


