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と
す
る
。
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五
五
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円
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皇
學
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大
学
文
学
部
准
教
授
）

宮
本
誉
士
著

『
御
歌
所
と
国
学
者
』

上

西
　

亘

　

本
書
は
新
進
気
鋭
の
近
代
神
道
思
想
史
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
、

平
成
二
十
一
年
提
出
の
博
士
論
文
「
神
道
系
御
歌
所
歌
人
の
基
礎
的

研
究
」
に
大
幅
な
加
筆
調
整
を
し
、
内
容
の
増
補
と
書
き
下
ろ
し
の

五
章
の
論
考
を
加
え
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
題
名
の
一
部
に
も
な
っ
て
い
る
「
御
歌
所
」
と
い
う
タ
ー

ム
自
体
、
戦
前
の
業
績
で
あ
る
恒
川
平
一
『
御
歌
所
の
研
究
』
や
、

小
泉
苳
三
『
近
代
短
歌
史　

明
治
篇
』
を
始
め
と
し
て
先
行
研
究
は

殊
の
外
尠
く
、
未
開
拓
の
分
野
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
御
歌
所
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
近
代
和
歌
に
お
け
る
歌
人

の
位
置
づ
け
と
両
者
の
や
り
と
り
が
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
評
者
の
ご

と
く
当
該
分
野
に
闇
い
一
般
的
な
人
々
の
理
解
で
は
、「
旧
派
」
が

明
治
三
十
年
を
境
に
し
て
、「
新
派
」
の
興
隆
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、

以
後
「
新
派
」
が
歌
壇
の
潮
流
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
と
い
う
解
説

が
一
般
的
な
「
模
範
解
答
」
と
考
え
が
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
こ
の
当
時
の
「
旧
派
」
と
「
新
派
」
を
今
一
度
公
平
に
見
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直
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
学
問
的
視
点
が
、
文
学
の
近
年
の
先
行
研

究
に
も
あ
る
こ
と
に
著
者
は
着
目
し
、
先
述
の
二
者
の
「
御
歌
所
」

研
究
を
承
け
、
加
え
て
今
ま
で
「
新
派
」
の
視
点
か
ら
御
歌
所
を
論

じ
た
先
行
研
究
は
見
ら
れ
た
が
、
研
究
の
進
ん
で
い
な
い
「
旧
派
」

か
ら
見
た
御
歌
所
研
究
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
著
者
は
強
く
主
張

す
る
。

　

蓋
し
こ
れ
は
「
旧
派
」
歌
人
の
ほ
ぼ
全
て
が
、
近
世
の
国
学
者
の

歌
論
・
歌
学
を
受
け
継
ぎ
、
そ
の
ま
ま
近
代
国
学
へ
と
展
開
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
か
ら
、
題
名
の
通
り
御
歌
所
と
国
学
者
と
の
関
係
を
神

道
史
学
・
思
想
史
学
の
観
点
か
ら
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し

い
側
面
か
ら
近
世
・
近
代
国
学
者
研
究
を
御
歌
所
や
旧
派
の
再
検
討

と
と
も
に
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

事
実
、
本
書
は
最
新
の
近
代
神
道
史
研
究
者
の
研
究
成
果
に
よ
っ

て
、
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
明
治
期
の
国
学
者
が
、
日
本
の
学
問
の

近
代
化
に
広
く
貢
献
を
し
た
こ
と
を
ま
た
別
の
視
点
か
ら
裏
付
け
る

論
考
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　

著
者
が
従
来
の
御
歌
所
の
研
究
に
加
え
、
研
究
御
歌
所
設
立
前
後

の
組
織
・
形
態
・
人
員
と
、
明
治
三
十
三
年
頃
を
一
旦
の
終
着
点
と

し
て
、
所
謂
、
御
歌
所
の
設
立
を
始
め
、
当
時
の
関
わ
り
を
論
じ
た

近
代
の
歌
人
と
、
御
歌
所
の
性
格
と
広
く
一
般
に
歌
を
広
め
る
と
い

う
明
治
天
皇
の
御
叡
慮
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
詳
細
な
分
析
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　

本
書
の
構
成
は
序
章
、
終
章
を
含
め
た
計
十
章
で
構
成
さ
れ
、
評

者
が
更
に
大
枠
を
設
け
さ
せ
て
頂
く
と
す
る
と
、
大
き
く
分
け
て
三

部
に
構
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
設
立
に
関
わ
っ
た
人
物
を
理
解
す
る
た
め
に
、
歌
道
御
用
掛

か
ら
続
く
斯
界
の
関
係
者
の
思
想
と
生
涯
、
と
り
わ
け
「
桂
園
派
歌

人
」
で
あ
り
国
学
者
で
も
あ
る
八
田
知
紀
の
研
究
、
そ
し
て
同
じ
く

「
桂
園
派
歌
人
」
で
あ
り
八
田
の
後
を
承
け
て
、
御
歌
所
設
置
に
尽

力
し
た
高
崎
正
風
の
思
想
研
究
・
人
物
研
究
を
論
じ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
明
治
四
年
の
歌
道
御
用
掛
か
ら
皇
道
御
用
掛
、
文
学
御

用
掛
に
お
い
て
活
躍
し
た
国
学
者
福
羽
美
静
、
近
藤
芳
樹
を
中
心
に

論
じ
る
。
明
治
初
期
に
設
置
さ
れ
た
諸
掛
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を

果
た
し
た
福
羽
と
近
藤
の
役
割
を
資
料
に
基
づ
き
実
証
的
に
論
じ
、

そ
の
後
明
治
十
九
年
の
御
歌
所
設
置
、
御
歌
所
設
置
後
の
関
係
者
の

人
物
研
究
を
明
治
三
十
三
年
ま
で
追
う
。

　

加
え
て
、
御
歌
所
に
多
大
な
影
響
を
与
え
本
書
で
最
も
傾
注
し
て

論
じ
て
い
る
高
崎
正
風
が
、
生
涯
の
最
後
を
費
や
し
設
立
・
運
営
に

尽
力
し
た
「
彰
善
会
」
と
「
一
徳
会
」
の
活
動
と
教
育
勅
語
と
の
関

係
に
着
目
し
、
御
歌
所
と
は
ま
た
視
点
を
変
え
、
国
学
者
・
一
人
物

と
し
て
の
高
崎
正
風
の
活
動
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
近
世
の
国
学
者
で
「
桂
園
派
」
と
言
わ
れ
る
一
派

を
形
成
し
た
香
川
景
樹
の
系
統
で
、
幕
末
期
の
国
学
者
で
あ
る
八
田

知
紀
の
思
想
と
学
問
を
論
じ
る
。
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八
田
は
薩
摩
藩
士
で
、
役
務
の
傍
ら
自
身
が
専
ら
と
す
る
歌
道
と

神
道
と
通
じ
て
、
当
時
の
薩
摩
藩
士
に
限
ら
ず
、
本
居
門
下
の
著
名

な
国
学
者
や
歌
人
に
留
ま
ら
ず
堂
上
家
と
も
交
流
を
深
め
て
行
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

こ
の
八
田
の
幕
末
期
に
お
い
て
の
行
動
が
、
維
新
後
の
人
脈
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
ま
た
、
学
問
姿
勢

も
儒
学
を
排
斥
せ
ず
換
骨
奪
胎
し
自
ら
の
神
道
観
に
適
用
し
て
い
る
。

加
え
て
神
観
念
に
お
い
て
は
、「
天
之
御
中
主
神
」
を
中
心
と
し
た

神
観
を
有
し
、
学
統
は
異
な
る
も
の
の
平
田
派
国
学
者
と
の
交
流
も

あ
っ
た
こ
と
が
、
明
治
初
期
の
「
天
之
御
中
主
神
」
に
関
す
る
書
物

の
濫
觴
と
も
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
更
に
八
田
の
学
問
に
つ
い
て
の
詳
細
に
迫
り
、
八
田

の
著
作
『
神
典
疑
問
弁
』
か
ら
八
田
の
思
想
を
具
体
的
に
探
る
。
幕

末
期
の
八
田
の
「
天
之
御
中
主
神
」
を
中
心
と
し
た
神
観
は
、
明
治

期
に
な
る
と
基
督
教
対
策
と
し
て
の
言
説
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
が
、
あ
く
ま
で
も
当
時
の
時
勢
に
鑑
み
て
成
立
し
て
も
の

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
筆
者
は
論
じ
て
い
る
。

『
神
典
疑
問
弁
』
成
立
頃
よ
り
薩
摩
派
の
国
学
者
の
中
央
に
お
け
る

活
躍
が
始
ま
る
こ
と
を
示
唆
し
、
歌
道
御
用
掛
と
し
て
の
八
田
の
活

躍
、
ひ
い
て
は
薩
摩
派
歌
人
の
活
躍
の
端
を
発
し
た
こ
と
を
述
べ
高

崎
正
風
の
論
へ
と
導
入
し
て
い
る
。

　

八
田
知
紀
は
、
高
崎
正
風
の
師
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い

が
、
幕
末
期
の
薩
摩
に
お
け
る
桂
園
派
国
学
者
の
代
表
と
も
言
え
る

人
物
で
、
平
田
派
を
中
心
と
す
る
国
学
者
や
、
公
家
・
志
士
と
の
関

わ
り
が
前
提
に
あ
り
、
明
治
期
の
文
学
御
用
掛
・
皇
学
御
用
掛
の
人

脈
と
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
著
作

を
理
解
す
る
上
で
念
頭
に
置
く
べ
き
事
項
で
あ
ろ
う
。
八
田
の
尊
皇

思
想
や
生
涯
の
学
問
姿
勢
の
前
提
に
あ
る
和
歌
と
は
ま
さ
し
く
神
の

道
で
あ
り
、「
天
之
御
中
主
神
」
を
中
心
と
し
た
神
観
念
と
「
格
物

致
知
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
儒
学
的
知
識
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
神
道
思

想
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
著
者
は
史
料
を
元
に
実
証
的
に
検
証
を
試

み
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

第
三
章
で
は
、
八
田
の
後
を
う
け
て
薩
摩
派
国
学
者
と
し
て
歌
学

に
専
心
し
た
高
崎
正
風
の
人
脈
と
思
想
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

高
崎
は
八
田
と
同
じ
く
薩
摩
藩
士
で
あ
り
、
若
年
期
は
薩
摩
藩
の
騒

動
に
巻
き
込
ま
れ
不
遇
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
維
新
期
の
国
事
参

加
に
お
い
て
関
わ
り
を
持
っ
た
人
々
が
維
新
後
の
高
崎
の
活
動
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
、
そ
し
て
明
治
初
期
の
歌
道
御
用
掛
拝

命
以
前
の
高
崎
の
動
向
と
し
て
教
育
に
着
目
し
、
各
地
で
地
頭
と
し

て
教
育
の
振
興
に
務
め
た
こ
と
、
左
院
視
察
団
と
し
て
の
洋
行
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
後
、
歌
道
御
用
掛
を
拝
命
し
、
御
歌
掛
長
を

歴
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
高
崎
の
教
育
に
関
す
る
事
歴
は
そ
の

後
、
彰
善
会
」
と
「
一
徳
会
」
の
活
動
に
お
い
て
見
ら
れ
る
道
徳
の

宣
揚
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
非
常
に
重
要
な
指
摘
と
い
え
る
。
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第
四
章
で
は
薩
摩
派
国
学
者
と
離
れ
、
歌
学
御
用
掛
の
前
身
と
し

て
の
文
学
御
用
掛
時
代
の
近
藤
芳
樹
と
福
羽
美
静
を
検
証
し
て
い
る
。

近
藤
や
福
羽
の
生
涯
や
略
歴
を
依
拠
し
つ
つ
、
薩
摩
派
国
学
者
が
活

躍
す
る
以
前
の
、
諸
掛
と
国
学
者
の
関
わ
り
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
の
章
で
特
に
重
要
な
点
は
、
福
羽
の
歌
道
御
用
掛
時
代
の
白
眉

と
し
て
、
堂
上
和
歌
全
盛
で
あ
っ
た
宮
中
和
歌
の
歴
史
の
画
期
を
生

み
出
し
た
こ
と
で
あ
り
、
後
に
続
く
国
学
者
の
宮
中
和
歌
に
対
す
る

姿
勢
を
作
ら
し
め
た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文
学
御

用
掛
と
し
て
期
待
さ
れ
た
成
果
は
『
明
治
孝
節
録
』
の
編
纂
を
始
め
、

万
葉
集
研
究
者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
近
藤
の
万
葉
集
の
校
訂
・
編

纂
の
精
華
で
あ
る
『
万
葉
集
註
疏
』
や
「
語
言
部
類
ノ
編
纂
」
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
近
世
に
培
っ
た
国
学
者
の
学
的
資
産

の
展
開
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
歌
学
御
用
掛
に
編
組
さ
れ
る
以

前
も
近
世
以
来
の
国
学
の
伝
統
を
堅
持
す
る
目
的
と
し
て
各
部
署
が

機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
論
考
と
い
え
よ
う
。

　

第
五
章
で
は
、
現
在
も
続
く
御
歌
会
始
の
詠
進
制
度
と
そ
の
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
た
国
学
者
た
ち
の
活
動
を
、
実
質
的
に
推
進
し
て

い
っ
た
大
日
本
歌
道
奬
励
会
の
活
動
を
交
え
て
論
じ
る
。
詠
進
制
度

自
体
は
国
学
者
下
澤
保
躬
の
建
白
に
端
を
発
し
て
い
る
が
、
従
来
の

歌
会
始
の
枠
を
広
げ
「
官
員
華
士
族
平
民
之
無
差
別
詠
進
之
向
採

録
」
を
実
現
さ
せ
た
明
治
天
皇
の
御
叡
慮
に
よ
り
、
飛
躍
的
に
詠
進

歌
数
が
増
大
し
、
新
聞
各
紙
に
詠
進
歌
が
紹
介
さ
れ
得
る
な
ど
、
和

歌
と
歌
会
始
が
広
く
人
口
に
膾
炙
す
る
も
の
と
な
っ
た
陰
に
も
、
宮

中
歌
人
と
地
方
歌
人
と
の
仲
を
取
り
持
つ
旧
派
歌
人
の
国
学
者
が
存

在
し
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

第
六
章
は
高
崎
正
風
と
本
居
豊
頴
の
歌
論
を
軸
と
し
て
、
御
歌
所

歌
人
の
再
考
を
試
み
る
。

　

高
崎
に
つ
い
て
は
桂
園
派
歌
人
と
し
て
、「
人
の
情
を
種
と
し
て
、

万
づ
の
言
葉
と
ぞ
な
れ
に
け
る
」
と
い
う
古
今
和
歌
集
序
の
言
葉
を

重
ん
じ
、「
人
情
」
を
歌
の
基
と
し
て
重
視
し
た
言
説
を
一
貫
し
て

持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
高
崎
の
歌
に
対
す
る
姿
勢

が
、
新
派
に
分
類
さ
れ
る
与
謝
野
鉄
幹
や
正
岡
子
規
か
ら
の
旧
派
歌

人
へ
の
権
威
否
定
と
い
う
「
攻
撃
」
を
一
身
に
背
負
っ
た
の
が
高
崎

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
通
り
、「
古
今
序
」
と
「
人

情
」
を
歌
の
基
と
し
て
終
生
貫
い
た
高
崎
の
姿
勢
が
、
明
治
天
皇
の

御
製
拝
見
の
信
頼
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

豊
頴
に
つ
い
て
は
、
若
き
日
の
大
正
天
皇
の
国
学
の
師
と
し
て
仕

え
、
明
治
三
十
年
に
御
歌
所
寄
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
豊
頴
の

歌
は
「
上
古
」
を
重
視
す
る
言
説
も
見
ら
れ
る
が
、
高
崎
の
歌
論
と

同
じ
く
「
古
今
序
」
を
重
視
す
る
言
説
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

高
崎
の
後
を
受
け
る
歌
人
と
し
て
の
部
分
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

御
歌
所
人
員
に
お
い
て
も
高
崎
か
ら
豊
頴
へ
の
連
続
性
も
見
ら
れ
、

先
述
の
旧
派
歌
人
に
対
す
る
新
派
の
「
攻
撃
」
に
つ
い
て
も
、
国
学

者
の
歌
論
・
言
説
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
七
章
は
、
高
崎
・
豊
頴
に
続
く
小
出
粲
や
阪
正
臣
の
略
歴
や
歌

論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
明
治
三
十
三
年
ま
で
論
じ
る
上
で
欠
か

す
こ
と
の
出
来
な
い
歌
人
で
あ
り
、
高
崎
の
事
歴
か
ら
は
垣
間
見
る

こ
と
の
出
来
な
い
、
御
歌
所
歌
人
の
活
動
を
紐
解
く
上
で
重
要
な
人

物
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　

第
八
章
は
、
高
崎
の
晩
年
を
か
け
て
の
活
動
と
い
え
る
「
彰
善

会
」
と
「
一
徳
会
」
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
高
崎
の
初
期

の
活
動
の
原
点
と
言
え
る
教
育
を
具
現
化
す
べ
く
「
彰
善
会
」
を

設
立
し
た
の
だ
が
、
高
崎
が
「
散
々
失
敗
」
と
述
懐
し
た
よ
う
に
、

種
々
の
困
難
に
直
面
し
、
明
倫
社
と
協
同
で
組
織
し
た
「
一
徳
会
」

で
あ
る
が
、
端
的
に
い
え
ば
、
国
民
道
徳
普
及
の
先
駆
け
と
も
い
え

る
活
動
で
あ
り
、
今
後
国
民
道
徳
論
を
語
る
上
で
の
源
流
と
も
成
る

べ
き
活
動
で
あ
る
だ
け
に
大
変
示
唆
深
い
論
考
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

著
者
の
今
後
の
研
究
の
視
点
と
し
て
は
、
著
作
中
に
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
や
は
り
明
治
三
十
三
年
以
降
の
御
歌
所
の
動
向
と
、
関

連
す
る
国
学
者
と
新
派
歌
人
と
の
往
来
が
目
下
の
研
究
課
題
と
な
ろ

う
。
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
派
へ
力
点
を
置
い
た
論
考

は
数
多
く
あ
る
が
、
旧
派
か
ら
当
時
の
斯
界
を
俯
瞰
す
る
試
み
は
著

者
を
先
陣
と
し
て
近
代
研
究
者
が
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で

あ
る
こ
と
を
本
書
を
評
す
る
上
で
再
確
認
し
た
。

　

そ
し
て
、
明
治
天
皇
の
御
叡
慮
と
い
え
る
詠
進
制
度
の
更
な
る
解

明
が
望
ま
れ
る
。
現
在
ま
で
連
綿
と
し
て
続
く
詠
進
制
度
の
連
続
性

を
著
者
が
解
明
で
き
れ
ば
、
制
度
史
と
し
て
更
な
る
論
の
醸
成
に
つ

な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
著
者
の
幅
広
い
知
識
と
は
ほ
ど
遠
い
評
者
が
雑
駁
に
論
じ

て
し
ま
っ
た
こ
と
は
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
。
著
者
並
び
に
読
者
の

方
々
に
お
い
て
は
ご
寛
恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

（
弘
文
堂
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
、
Ａ
（
判
、
三
三
八
頁
、
五
二

〇
〇
円
）
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