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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
。

東
野
泰
子

い
ろ
は
の
呪
文
が
と
け
る
と
き

古
典
に
由
来
す
る

「
心
」

三

二

身
近
な「
い
ろ
は
」

か
ら
授
業
へ

「
ど
ろ
け
い
」
と

「
い
ろ
は
う
た
」

一
　

先
日
、
高
校
生
に
「
い
ろ
は
う
た
」
を
書
い

て
も
ら
っ
た
。
正
し
く
書
け
る
生
徒
は
ク
ラ
ス

に
一
、二
名
で
、
大
半
は
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
り
ぬ
…
」
あ
た
り
で
手
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。

「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
」に
続
き
な
ん
て
あ
る
の
？

と
い
う
生
徒
す
ら
い
る
。
聞
け
ば
、「
い
ろ
は
」

は
「
ど
ろ
け
い
」
で
し
か
使
っ
た
こ
と
が
な

く
、「
…
ち
り
ぬ
」
ま
で
し
か
知
ら
な
い
ら
し
い
。

複
数
の
ク
ラ
ス
で
試
み
た
け
れ
ど
、
ど
の
ク
ラ

ス
で
も
「
ど
ろ
け
い
」
と
い
う
声
が
あ
が
る
。

　
「
ど
ろ
け
い
（
地
域
に
よ
っ
て
は
、
け
い
ど

ろ
）」
と
は
、
泥
棒
チ
ー
ム
と
警
察
チ
ー
ム
に

分
か
れ
て
行
う
大
人
数
の
鬼
ご
っ
こ
で
、
私
の

住
む
神
戸
市
を
は
じ
め
、
チ
ー
ム
分
け
に
「
い

ろ
は
」
を
使
う
地
域
が
あ
る
よ
う
だ
。「
い
ろ

は
」
の
使
い
方
は
、
一
人
ず
つ
左
右
に
振
り
分

け
て
い
く
と
き
に
、「
い
、
ろ
、
は
…
」
と
唱

え
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
」

ま
で
が
泥
棒
、「
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
」
ま
で
が

探
偵
、
ま
た
は
「
ぬ
」
に
当
た
っ
た
子
が
「
ぬ

す
っ
と
」、「
た
」
に
当
た
っ
た
子
が
「
探
偵
」
と
、

地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　
「
ど
ろ
け
い
」
は
、
子
ど
も
が
み
な
「
い
ろ

は
」
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
か
ら
あ
っ

た
遊
び
な
の
だ
ろ
う
。
私
の
小
学
校
時
代
（
昭

和
四
十
年
代
）
は
、
ひ
ら
が
な
を
五
十
音
順
に

習
っ
た
。
し
か
し
、
学
校
で
習
わ
ず
と
も
、
当

時
の
た
い
て
い
の
子
ど
も
は
「
い
ろ
は
」
を
唱

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
銭
形

平
次
』
の
主
題
歌
に
「
恋
の
い
ろ
は
は
見
当
つ

か
ぬ
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
っ
た
記
憶
も
あ
り
、

現
在
の
子
ど
も
よ
り
は
「
い
ろ
は
」
が
身
近
に

あ
っ
た
。

  

ま
た
、
最
近
は
「
ぬ
す
っ
と
」
と
い
う
言
葉

も
使
わ
れ
な
く
な
り
、
子
ど
も
た
ち
に
馴
染
み

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
ぬ
す
っ
と
」
は

今
は
「
ど
ろ
ぼ
う
」
で
あ
る
。「
い
ろ
は
に
ほ

へ
と
ち
り
ぬ
─
ぬ
す
っ
と
」「
る
を
わ
か
よ
た

─
た
ん
て
い
」
と
い
う
使
い
方
を
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
い
ろ
は
」
を
使
う
意
味

も
な
か
ろ
う
と
思
う
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、

最
近
の
子
ど
も
た
ち
も
「
ど
ろ
け
い
」
で
は
意

味
も
わ
か
ら
ず
に
「
い
ろ
は
」
を
唱
え
て
い
る
。

「
ど
ろ
け
い
」
と
「
い
ろ
は
」
の
結
び
つ
き
は
、

子
ど
も
の
遊
び
の
な
か
で
の
伝
承
、
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
先
の
高
校
生
た
ち
に

と
っ
て
、「
い
ろ
は
」
は
、
遊
び
の
と
き
の
な

ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
呪
文
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
、
学
校
の
古
典
の
時
間
に
習
う
な
ど
と

は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
平
安
時
代

か
ら
あ
っ
て
、
当
時
の
か
な
文
字
を
す
べ
て
一

回
ず
つ
使
っ
て
、
意
味
の
あ
る
歌
に
な
っ
て
い

る
ん
で
す
よ
、
と
い
う
と
、
本
当
に
か
な
文

字
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
と
、「
お
ま

え
は
ア
行
を
探
せ
」「
お
れ
は
カ
行
な
」
な
ど

と
手
分
け
し
て
五
十
音
順
に
確
認
し
て
い
る
。

「
ゐ
」「
ゑ
」
が
ワ
行
で
、
ア
行
の
「
い
」「
え
」

と
は
違
う
音
だ
と
い
う
こ
と
も
は
じ
め
て
納
得

し
た
よ
う
す
で
、
ず
い
ぶ
ん
感
心
し
て
い
る
。

　
「
ど
ろ
け
い
」
の
ほ
か
に
「
い
ろ
は
」
が
使

わ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
？
と
尋
ね
る
と
、
ド

レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド
が
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
イ
ロ
ハ
で

あ
る
こ
と
を
み
な
思
い
出
し
、
小
学
生
に
人
気

の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
『
忍
た
ま
乱
太
郎
』
の
主
人

公
・
乱
太
郎
は
、
忍
術
学
園
の
一
年
「
は
組
」

だ
が
、
一
年
「
い
組
」
の
ほ
う
が
優
等
生
な
の

だ
と
、
ふ
だ
ん
の
古
典
の
時
間
は
居
眠
り
し
が

ち
な
子
ま
で
も
、
い
つ
に
な
く
楽
し
げ
に
教
え

て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

中
学
校
国
語
の
一
年
生
教
材
に「
い
ろ
は
歌
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
話
を
授
業

の
導
入
と
す
る
の
も
古
典
へ
の
誘
い
と
し
て
有

効
で
は
な
か
ろ
う
か
。

  

「
い
ろ
は
＝
ど
ろ
け
い
」
と
い
う
彼
ら
の
認

識
に
、
私
は
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
「
い
ろ
は
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
遊
び
の

中
に
、
暮
ら
し
の
中
に
、
そ
れ
と
意
識
せ
ず
に

存
在
し
続
け
て
い
る
も
の
こ
そ
、
古
典
ら
し
い

古
典
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

役
に
立
つ
も
立
た
ぬ
も
な
く
、
当
た
り
前
の

よ
う
に
そ
こ
に
あ
っ
て
日
々
を
彩
っ
て
い
る
、

古
典
に
由
来
す
る
そ
う
い
う
も
の
を
私
た
ち
の

生
活
は
確
か
に
持
っ
て
い
る
。

　

桜
が
咲
け
ば
花
見
に
行
か
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、

毎
年
の
よ
う
に
桜
に
ち
な
ん
だ
歌
が
ヒ
ッ
ト

チ
ャ
ー
ト
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き

声
は
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
ま
り
上
手
な
鳴
き
か

た
で
は
な
く
て
も
、「
ほ
う
、
ほ
け
き
ょ
う
（
法

華
経
）」と
聞
こ
え
て
し
ま
う
。
七
月
七
日
に
は
、

牽
牛
織
女
の
た
め
に
空
模
様
を
気
に
か
け
、
子

ど
も
た
ち
は
た
ど
た
ど
し
い
字
で
短
冊
に
願
い

事
を
書
く
。
モ
モ
タ
ロ
ス
や
ウ
ラ
タ
ロ
ス
に
憑ひ
ょ
う

依い

さ
れ
る
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
電
王
は
、
グ
ロ
テ
ス

ク
な
風
貌
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
な
ん
だ
か
可
愛

ら
し
く
見
え
て
く
る
。

　

こ
う
し
た
生
活
を
私
た
ち
は
楽
し
ん
で
い
て
、

そ
れ
だ
け
で
も
古
典
に
由
来
す
る
文
化
を
享
受

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
な

ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
「
ど
ろ
け
い
」
の
呪
文

が
「
い
ろ
は
う
た
」
だ
と
気
づ
い
た
と
き
、
そ

こ
に
は
新
鮮
な
驚
き
と
知
る
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
。

桜
を
惜
し
む
気
持
ち
や
桃
太
郎
へ
の
な
つ
か
し

さ
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
問
い
直
し
た
り
、

身
近
に
あ
り
な
が
ら
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
言
葉

の
意
味
を
確
か
め
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
数
百

年
前
の
世
界
に
少
し
近
づ
い
て
み
る
の
も
、
古

典
へ
の
扉
を
開
く
ひ
と
つ
の
鍵
で

あ
ろ
う
。

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師　

東ひ
が
し

野の

泰や
す

子こ

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ

れ
、
古
典
の
取
扱
い
が
具
体
的
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
小
学
校
で
も
古
典
教
材
が
導
入
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、中
学
校
で
の
指
導
の
あ
り
方
に
も
、い
っ
そ
う
の
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

東
野
先
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
室
で
古
典
を
教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
経
験
か
ら
、

生
徒
を
古
典
の
授
業
に
引
き
込
む
た
め
の
導
入
の
工
夫
や
、
古
典
を
学
ぶ
魅
力
、
教
え
る
楽
し
さ

に
つ
い
て
、
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。


