
二
〇
〇
九
年
、
立
命
館
大
学
文
学
部
に
設
立
さ
れ
た
「
京
都
学
プ
ロ
グ
ラ

ム
（
現
・
京
都
学
専
攻
）」
に
日
本
文
学
専
攻
よ
り
移
籍
し
た
際
、
自
ら
課

し
た
テ
ー
マ
の
一
つ
が
、「
文
学
」
研
究
に
「
京
都
学
」
的
視
点
を
盛
り
込

む
こ
と
の
意
義
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
更
に
付
け
加
え
れ
ば
、「
文

学
」
は
「
学
際
研
究
」
の
主
軸
と
な
り
得
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
、
な
ど
と

い
う
壮
大
な
こ
と
も
考
え
て
い
た
。
実
際
、
歴
史
学
研
究
者
が
文
学
研
究
の

動
向
に
冷
淡
な
こ
と
は
よ
く
分
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
積
極
的

に
歴
史
地
理
学
の
手
法
を
学
ぶ
こ
と
に
努
め
た
。
多
彩
な
研
究
対
象
や
方
法

論
を
許
容
す
る
歴
史
地
理
学
と
い
う
領
域
│
│
た
と
え
ば
千
田
稔
氏
の
研
究

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
│
│
の
寛
容
さ
は
、「
京
都
」
を
端
緒
と
し
た
地
域

研
究
を
通
し
て
、
文
学
作
品
に
興
味
を
抱
く
学
生
を
見
出
す
可
能
性
を
十
分

確
信
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
の
「
見
せ
方
」
が
難
し

い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
予
測
で
き
た
。

「
京
都
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
担
当
し
た
授
業
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
実
績

に
基
づ
か
な
い
実
験
的
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
『
大
鏡
』。
近
年
、
大
江
匡
房
の
関
与
や
筑
紫
文
化
圏
成
立
説
が

提
起
さ
れ
る
歴
史
物
語
の
代
表
的
作
品
を
一
読
し
て
、
京
都
の
地
名
が
あ
ま

り
に
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
人
は
決
し
て
多
く
な
い
で
あ

ろ
う
。
実
際
、「
小
一
条
の
南
、
勘
解
由
小
路
に
は
、
石
畳
を
ぞ
せ
ら
れ
た

り
し
が
」（
藤
原
忠
平
伝
）
や
「
中
宮
権
大
夫
殿
の
御
座
し
ま
す
四
条
の
坊

門
と
西
洞
院
と
は
宮
近
き
ぞ
か
し
」（
小
一
条
院
伝
）
と
い
っ
た
表
現
は
、

作
中
、
枚
挙
に
遑
な
い
ほ
ど
で
、
あ
た
か
も
平
安
京
図
を
掲
げ
、
地
点
を
指

し
示
し
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

あ
ま
り
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
避
け
る
も
の
の
、
京
都
の
地
理
を
悉
知
し

て
い
る
人
が
京
都
の
地
名
に
詳
し
い
人
を
対
象
に
し
た
場
合
、
省
略
し
て
も

差
し
支
え
な
い
部
分
を
丁
寧
に
記
述
し
て
い
る
、
と
見
做
す
こ
と
は
許
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。『
大
鏡
』
が
京
都
以
外
の
土
地
で
成
立
し
た
可
能
性
は
、
こ

う
し
た
点
を
糸
口
に
も
考
察
し
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
京
都
」
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
作
品
内
部
に
隠
匿
さ
れ
た
「
作
者
」
の
実
像
や
成
立
の
背

景
に
迫
り
得
る
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

別
の
例
も
あ
る
。
鴨
長
明
の
歌
学
書
『
無
名
抄
』。
そ
の
成
立
事
情
は
必

ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
背
景
の
一
つ
が
長
明
の
鎌
倉
下
向
と

源
実
朝
へ
の
謁
見
に
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
ろ
う
。
作
中
に
連

ね
ら
れ
た
京
都
史
跡
案
内
は
、
ま
さ
に
「
元
祖
京
都
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
と
言

〔
大
会
記
録
〕
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

文
学
研
究
は
「
京
都
」
に
学
べ
る
か

中

本
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え
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
ま
だ
見
ぬ
京
都
の
風
景
に
憧
れ
る
関
東

の
将
軍
に
対
す
る
京
都
人
・
長
明
の
心
遣
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結

局
、
長
明
は
実
朝
と
昵
懇
に
な
る
こ
と
な
く
帰
京
、『
方
丈
記
』
で
は
あ
た

か
も
鎌
倉
下
向
の
事
実
な
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
、
京
都
で
の
日
常
生
活
を

淡
々
と
書
き
記
す
の
で
あ
る
が
、
実
は
京
都
生
ま
れ
の
長
明
の
優
越
感
あ
ふ

れ
る
京
都
案
内
に
、
実
朝
が
反
発
し
た
の
だ
、
と
い
う
可
能
性
は
考
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
朝
に
と
っ
て
心
惹
か
れ
た
の
は
貫
之
の
旧
宅
や
業
平

の
古
蹟
を
知
る
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
時
空
を
超
え
た
和
歌
作
者
と
の
語
ら

い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
無
名
抄
』
の
存
在
は
、「
鎌
倉
」
と
い
う
都
市
の
出
現
が
、
そ
れ
ま
で
唯

一
無
二
の
存
在
で
あ
っ
た
首
都
京
都
の
優
位
性
を
揺
る
が
せ
、
そ
の
存
在
意

義
の
再
考
を
迫
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
集
』
以
来
の

勅
撰
和
歌
集
は
京
都
の
歌
枕
に
冷
淡
で
あ
る
。
伝
統
的
な
和
歌
世
界
で
は
、

春
の
訪
れ
は
吉
野
山
に
降
り
し
き
る
雪
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
、
若
菜
は
春
日

野
で
摘
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
が
『
日
本
文
学
小
史
』
で
述
べ

る
よ
う
に
、
和
歌
に
よ
る
文
化
の
中
央
集
権
を
目
指
し
た
紀
貫
之
が
、
殊
更

京
都
を
詠
じ
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
が
京
都
を
舞
台

と
す
る
こ
と
に
何
ら
説
明
を
要
さ
な
い
こ
と
と
同
意
で
あ
っ
た
。
そ
の
図
式

を
崩
し
た
の
が
鎌
倉
の
出
現
で
あ
る
。
鎌
倉
に
対
抗
す
る
た
め
、
後
鳥
羽
院

は
敢
え
て
、
最
勝
四
天
王
院
障
子
絵
で
山
城
国
を
中
心
に
据
え
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
（
村
尾
誠
一
「
南
都
復
興
と
和
歌
」・
岩
波
書
店
「
文
学
」

第
十
一
巻
一
号
）。

「
京
都
」
と
は
、
か
く
も
相
対
的
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
鎌
倉
が
京
都
の
対
立
軸
と
し
て
人
々
の
記
憶
に
く
っ
き
り
と
存
在
し
て

い
た
南
北
朝
期
、『
徒
然
草
』
と
い
う
優
れ
た
比
較
都
市
論
が
生
ま
れ
た
の

は
あ
る
意
味
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
室
町
幕
府
開
府
後
、
平
安
時
代
以
来

の
一
極
集
中
都
市
と
な
っ
た
京
都
の
人
々
に
『
徒
然
草
』
が
冷
遇
さ
れ
た
の

は
、
京
・
鎌
倉
を
知
り
尽
く
し
た
兼
好
法
師
の
視
点
を
再
現
す
る
必
要
が
な

く
な
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
再
び
「
江
戸
」
と
い
う
対
立
軸

が
生
ま
れ
て
以
降
、『
徒
然
草
』
が
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
の
一
端
に
は
、

作
品
に
お
け
る
比
較
都
市
論
的
視
点
の
再
評
価
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
は
興
味
深
い
。

近
世
に
お
い
て
「
江
戸
」
の
存
在
は
、「
京
都
」
の
あ
り
方
を
常
に
揺
る

が
し
続
け
た
。
江
戸
を
表
す
「
東
都
」
と
い
う
呼
称
は
、
翻
っ
て
京
都
を

「
西
都
」
と
称
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
素
地
を
作
っ
た
。
首
都
京
都
の
み
に

許
さ
れ
た
「
皇
州
」「
皇
都
」
と
い
う
呼
称
│
│
こ
れ
ら
は
決
し
て
歴
史
資

料
に
現
れ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
文
学
作
品
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
が
│
│
も
「
京
都
」
と
い
う
都
市
を
歴
史
的
文
脈
で
の
み
限
定
し
て
捉
え

る
た
め
、
意
図
的
に
用
い
ら
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
京
都
の
移
ろ
い
や
す
い

価
値
観
を
表
象
す
る
重
要
な
語
彙
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

近
代
に
入
り
、「
古
都
」
イ
メ
ー
ジ
に
呪
縛
さ
れ
た
京
都
は
、
二
度
と
首

都
「
東
京
」
を
脅
か
す
こ
と
の
な
い
存
在
へ
と
押
し
遣
ら
れ
る
。
そ
れ
を
後

押
し
し
た
一
人
が
川
端
康
成
で
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、
彼
は
京

都
を
歴
史
的
文
脈
に
の
み
閉
じ
込
め
る
こ
と
を
是
と
し
た
。
そ
の
代
表
作

「
古
都
」
は
現
代
に
お
け
る
京
都
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
一
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方
、「
古
都
」
と
し
て
の
京
都
像
に
対
す
る
京
都
市
民
の
蟠
り
を
諦
観
へ
と

変
化
さ
せ
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
か
く
し
て
京
都
の
比
較
対
象
は
「
古
都
」

を
冠
す
る
奈
良
や
鎌
倉
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
後
、
都
市
と
し
て
の
「
京
都
」
は
ど
の
よ
う
な
道
を
進
む
の
で
あ
ろ
う

か
、
否
、
進
む
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
行
く
末
を
考
え
る
と
き
、
文

学
研
究
が
端
緒
と
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て

お
き
た
い
。

（
な
か
も
と
・
だ
い

本
学
教
授
）

文
学
研
究
は
「
京
都
」
に
学
べ
る
か
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