
古 典 へ の 扉

東
野
泰
子

大
阪
府
生
ま
れ
。
論
文
に
「『
奥
義
抄
』
か
ら
『
僻
案
抄
』
へ
│
「
そ
が
菊
」
注
に
み
る
院
政
期
歌
学
の
一
様
相
│
」（『
国
語
国
文
』）
な
ど
。

共
著
書
に
「
八
雲
御
抄
の
研
究
　
正
義
部
・
作
法
部
」（
片
桐
洋
一
編
・
和
泉
書
院
）、「
宴
曲
索
引
」（
伊
藤
正
義
監
修
・
和
泉
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
　
東ひ

が
し

野の

泰や
す

子こ

2829

で
あ
る
。

　

さ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
か
ぐ
や

姫
で
は
あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち
が
も
っ
て
い
る

か
ぐ
や
姫
の
イ
メ
ー
ジ
と
『
竹
取
物
語
』
に
お

け
る
そ
れ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
い
く

ぶ
ん
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

か
ぐ
や
姫
と
い
う
と
、
多
く
の
人
は
、
真
っ

二
つ
に
切
ら
れ
た
竹
の
筒
の
中
に
、
赤
ち
ゃ
ん

ほ
ど
の
大
き
さ
の
か
ぐ
や
姫
が
す
わ
っ
て
い
る

絵
柄
を
思
い
う
か
べ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
目
に
す
る
絵
本
で
も
よ

く
採
用
さ
れ
て
い
る
絵
柄
で
あ
る
。
私
自
身
も

子
ど
も
の
こ
ろ
に
こ
の
絵
柄
を
見
て
、「
翁
は

か
ぐ
や
姫
を
傷
つ
け
ず
に
、
う
ま
く
真
っ
二
つ

に
切
っ
た
も
の
だ
な
あ
」
と
思
っ
て
い
た
。
し

か
し
、『
竹
取
物
語
』
原
典
で
は
か
ぐ
や
姫
は

赤
ち
ゃ
ん
ほ
ど
の
大
き
さ
で
は
な
い
。
ま
た
、

日
本
に
普
通
に
生
息
し
て
い
る
竹
は
、
赤
ち
ゃ

　

娘
の
小
学
校
の
自
然
学
校
（
林
間
学
校
）
で

は
、
最
終
日
に
「
ス
タ
ン
ツ
大
会
」
が
行
わ
れ

る
。「
ス
タ
ン
ツ
」
と
は
即
興
で
演
じ
る
寸
劇

や
ダ
ン
ス
の
こ
と
ら
し
く
、
決
め
ら
れ
た
テ
ー

マ
の
も
と
に
各
班
が
自
由
に
題
材
を
選
び
、
工

夫
を
こ
ら
し
た
演
技
を
競
い
合
う
。
娘
が
参
加

し
た
年
の
テ
ー
マ
は
「
お
と
ぎ
話
」
で
、ブ
レ
ー

メ
ン
の
音
楽
隊
や
シ
ン
デ
レ
ラ
の
ほ
か
、
日
本

の
お
と
ぎ
話
と
し
て
は
桃
太
郎
、
浦
島
太
郎
、

か
ぐ
や
姫
を
題
材
に
選
ぶ
班
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

お
じ
い
さ
ん
が
空
手
で
桃
を
か
ち
割
る
と
桃
太

郎
が
「
イ
チ
、
ニ
、
サ
ン
、
ダ
ー
ッ
」
と
ア
ン

ト
ニ
オ
猪
木
の
よ
う
に
飛
び
出
し
た
り
、
さ
び

れ
た
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
「
竜
宮
城
」
に
行
く
と

乙
姫
様
が
た
い
そ
う
横
柄
な
も
て
な
し
を
し
て

く
れ
た
り
、
と
い
う
ス
タ
ン
ツ
に
皆
で
大
笑
い

を
し
た
と
い
う
。
優
勝
し
た
の
は「
か
ぐ
や
姫
」

チ
ー
ム
で
、
お
じ
い
さ
ん
が
大
切
に
し
て
い
る

竹
林
を
荒
ら
す
男
ど
も
を
、
竹
の
中
か
ら
現
れ

た
少
女
「
か
ぐ
ヤ
ン
キ
ー
」
が
竹
竿
で
バ
ッ
タ
、

バ
ッ
タ
と
な
ぎ
倒
し
、
シ
ュ
ワ
ッ
チ
と
月
に

帰
っ
て
い
く
話
だ
っ
た
そ
う
だ
。
最
近
の
子
ど

も
は
昔
話
を
知
ら
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
さ

す
が
に
桃
太
郎
、
浦
島
太
郎
、
か
ぐ
や
姫
の
話

は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
か
、
上
手
く
ア
レ
ン
ジ

を
す
る
も
の
だ
と
感
心
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
に
親
し
ま
れ
て
い

る
桃
太
郎
、
浦
島
太
郎
、
か
ぐ
や
姫
は
、
い
ず

れ
も
そ
も
そ
も
は
古
典
作
品
で
あ
る
。
桃
太
郎

は
起
源
が
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、

江
戸
中
期
に
赤
本
（
子
ど
も
向
け
の
草
双
紙
）

と
し
て
出
版
さ
れ
て
お
り
、
話
自
体
は
そ
れ
以

前
か
ら
存
在
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
浦
島
太

郎
は
丹
後
国
風
土
記
や
万
葉
集
巻
九
に
、
異
界

か
ら
戻
っ
た
浦
島
子
が
箱
を
あ
け
る
と
老
人
に

な
っ
て
し
ま
う
話
が
み
え
る
。
か
ぐ
や
姫
の
場

合
、
竹
取
の
翁
と
い
う
人
物
は
浦
島
子
と
同
じ

く
万
葉
集
に
そ
の
名
が
見
え
る
が
、「
な
よ
竹

の
か
ぐ
や
姫
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
中
学
校
国

語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』

ん
が
入
る
ほ
ど
太
く
は
な
く
、『
竹
取
物
語
』

の
竹
も
そ
れ
ほ
ど
太
い
竹
だ
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。     

　
そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ

り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒

の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か

り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。
翁

い
ふ
や
う
、「
我
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の

中
に
お
は
す
る
に
て
知
り
ぬ
。
子
に
な
り
た
ま

ふ
べ
き
人
な
め
り
」
と
て
手
に
う
ち
入
れ
て
、

家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。
妻め

の
嫗
お
う
なに
あ
づ
け
て
や
し

な
は
す
。
う
つ
く
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
い

と
を
さ
な
け
れ
ば
、
籠こ

に
い
れ
て
や
し
な
ふ
。

　
「
三
寸
」
と
い
う
の
は
、「
三
」
が
切
り
の
良

い
数
字
で
あ
る
た
め
に
そ
う
い
う
の
で
あ
っ
て
、

厳
密
に
九
セ
ン
チ
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
だ

い
た
い
の
大
き
さ
を
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。「
手

に
う
ち
入
れ
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

か
ぐ
や
姫
は
大
人
の
親
指
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、

人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
と
は
か
け
は
な
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　

原
典
の
「
い
と
を
さ
な
け
れ
ば
、
籠
に
い
れ

て
や
し
な
ふ
」
と
い
う
の
は
、「
と
て
も
小
さ

い
の
で
、
籠
に
入
れ
て
育
て
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
原
典
冒
頭
に
「
野
山
に
ま
じ

り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ

け
り
」と
あ
る
よ
う
に
、竹
取
の
翁
は
竹
を
採
っ

て
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ふ
」、
つ
ま
り
竹
細

工
で
籠
な
ど
を
作
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
翁
は

み
ず
か
ら
が
竹
で
作
っ
た
鳥
籠
か
虫
籠
ほ
ど
の

大
き
さ
の
籠
に
か
ぐ
や
姫
を
入
れ
て
育
て
た
の

で
あ
る
。

　

絵
本
に
み
ら
れ
る「
竹
筒
の
中
の
赤
ち
ゃ
ん
」

の
よ
う
な
か
ぐ
や
姫
と
、「
籠
の
中
に
入
れ
ら

れ
た
小
鳥
」
の
よ
う
な
か
ぐ
や
姫
と
で
は
、
子

ど
も
た
ち
が
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
ず
い
ぶ
ん
違

う
。
人
間
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
赤
ち
ゃ

ん
で
は
な
く
、
妖
精
や
親
指
姫
の
よ
う
な
フ
ァ

ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
が
『
竹
取
物
語
』
の

か
ぐ
や
姫
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
原
典
に
は
、「
三
月
ば
か
り
に
な
る

ほ
ど
に
、
よ
き
ほ
ど
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、

髪
あ
げ
な
ど
と
か
く
し
て
」
と
あ
り
、
手
の
ひ

ら
に
乗
る
ほ
ど
の
小
さ
な
か
ぐ
や
姫
は
三
か
月

ば
か
り
で
成
人
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
彼
女
を

後
宮
に
迎
え
よ
う
と
訪
れ
た
帝
に
袖
を
と
ら

え
ら
れ
た
か
ぐ
や
姫
は
「
き
と
影
に
な
り
ぬ
」、

つ
ま
り
、
急
に
影
の
よ
う
に
な
っ
て
姿
が
見
え

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

紫
式
部
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
『
竹
取

物
語
』
に
「
物
語
の
祖お
や

」
と
い
う
評
価
を
与
え

て
い
る
。
帝
の
求
愛
を
断
り
、
恩
の
あ
る
竹
取

の
翁
と
嫗
を
置
い
て
昇
天
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ぐ
や
姫
の
姿
に
は
、
人
間
と
し
て
の
悲
し

み
が
あ
り
、
そ
こ
が
「
物
語
の
祖
」
と
評
価
さ

れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
栄
華
の
極
み

で
あ
る
入
内
を
断
り
昇
天
す
る
と
い
う
、
当
時

の
女
性
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
選
択
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
か
ぐ
や
姫
が
人
間
な
ら
ざ

る
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
だ
か
ら
で
あ

る
。
お
と
ぎ
話
の
世
界
か
ら
、
人
間
の
物
語
の

世
界
へ
足
を
踏
み
入
れ
て
ゆ
く
子
ど
も
た
ち
に
、

ま
ず
は
、
か
ぐ
や
姫
の
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
側
面
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
の
も

よ
い
だ
ろ
う
。 『

竹
取
物
語
』

の
か
ぐ
や
姫

二

一
日
本
の
昔
話
と

子
ど
も
た
ち

籠
の
中
の
か
ぐ
や
姫

2

フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

古
典
へ
の
い
ざ
な
い

三


