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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

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師　

東ひ
が
し

野の

泰や
す

子こ
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ど
う
考
え
て
も
冬
の
真
っ
最
中
で
寒
い
の
に
、

ど
う
し
て
春
と
い
う
の
だ
ろ
う
…
。
正
月
を
新

春
、
初
春
と
い
う
こ
と
が
子
ど
も
の
頃
は
不
思

議
で
な
ら
な
か
っ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
不
思
議

と
思
わ
な
く
な
っ
た
の
は
、
古
典
文
学
を
学
ん

だ
か
ら
と
い
う
よ
り
、
現
代
の
生
活
習
慣
と
し

て
な
じ
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
。
現
代
の

生
活
で
旧
暦
を
意
識
す
る
機
会
な
ど
め
っ
た
に

な
い
が
、
改
ま
っ
た
気
分
に
な
る
正
月
は
、
誰

し
も
、「
正
月
＝
物
事
の
は
じ
め
＝
春
」
と
い

う
こ
と
を
す
ん
な
り
受
け
入
れ
て
い
る
。

　

旧
暦
の
一
月
一
日
は
現
在
の
暦
の
一
月
末
か

ら
二
月
の
は
じ
め
、
立
春
は
だ
い
た
い
二
月
四

日
ご
ろ
で
、
寒
さ
の
頂
点
で
あ
る
。
い
に
し
え

の
人
々
も
立
春
の
歌
を
詠
み
な
が
ら
寒
か
っ
た

だ
ろ
う
。
そ
う
思
い
な
が
ら
古
今
和
歌
集
を
み

る
と
、
春
上
巻
の
巻
頭
歌
は
よ
く
知
ら
れ
た
、

年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を

去こ

年ぞ

と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む

と
い
う
、
在あ
り

原は
ら
の

元も
と

方か
た

の
年
内
立
春
の
歌
で
あ
る
。

理
屈
っ
ぽ
く
て
風
情
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、

ま
と
も
な
暖
房
も
な
く
底
冷
え
す
る
中
で
、
じ

り
じ
り
と
春
を
待
っ
て
い
た
当
時
の
人
に
し
て

み
れ
ば
、
年
が
明
け
て
い
な
い
の
に
も
う
春
が

来
た
！  

と
い
う
喜
び
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

古
今
和
歌
集
の
よ
う
な
勅
撰
和
歌
集
で
は
、

時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
和
歌
が
配
列
さ
れ

る
。立
春
の
歌
の
あ
と
は
、季
節
の
推
移
を
追
っ

て
春
の
歌
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
三
首
め
以
降

九
首
め
ま
で
は
雪
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
一

例
を
あ
げ
る
な
ら
、
第
七
首
め
、
読
人
し
ら
ず

歌
は
、

心
ざ
し
深
く
そ
め
て
し
を
り
け
れ
ば

消
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見
ゆ
ら
む
　
　

と
、
雪
の
消
え
残
る
中
で
花
を
待
つ
歌
で
あ
る
。

心
ざ
し
を
深
く
染
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
寒

さ
を
こ
ら
え
つ
つ
花
を
じ
っ
と
待
つ
早
春
の
風

情
が
あ
る
。「
春
は
名
の
み
の
風
の
寒
さ
や
」（
唱

歌
『
早
春
賦
』）
と
い
う
よ
う
に
、寒
さ
も
ま
た
、

春
の
季
節
感
で
あ
る
。

　

古
今
和
歌
集
の
春
上
巻
で
は
、
雪
の
歌
の
あ

と
、
鶯
、
若
菜
、
柳
の
歌
な
ど
が
数
首
ず
つ
、

そ
し
て
梅
の
歌
十
七
首
が
並
ぶ
。
我
々
も
梅
の

花
が
咲
く
と
、
春
は
も
う
そ
こ
ま
で
と
感
じ
る

も
の
の
、
現
実
に
は
コ
ー
ト
が
脱
げ
な
い
寒
さ

で
、
気
分
は
ま
だ
ま
だ
冬
で
あ
る
。
あ
あ
、
春

が
来
た
と
実
感
で
き
る
の
は
、
三
月
下
旬
に

な
っ
て
気
温
も
や
や
上
が
り
、
さ
く
ら
の
便
り

が
聞
か
れ
る
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　

い
に
し
え
の
人
々
も
、
や
は
り
春
は
何
よ
り

も
さ
く
ら
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
梅
の
歌
の
あ
と

は
春
上
巻
か
ら
下
巻
に
か
け
て
七
十
首
の
さ
く

ら
の
歌
が
つ
づ
く
。
現
代
も
毎
年
の
よ
う
に
さ

く
ら
の
歌
が
ヒ
ッ
ト
チ
ャ
ー
ト
を
賑
わ
せ
る
こ

と
、
古
今
和
歌
集
の
時
代
と
か
わ
り
が
な
い
。

現
代
人
も
さ
く
ら
に
は
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
さ
く
ら

と
い
う
と
、
古
今
和
歌
集
以
来
の
伝
統
文
化
を

ど
こ
か
で
意
識
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　

松
任
谷
由
実
の
「
春
よ
、
来
い
」
の
歌
詞
に

は
文
語
の
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。

春
よ 

遠
き
春
よ 

瞼
閉
じ
れ
ば
そ
こ
に
　

愛
を
く
れ
し
君
の 

な
つ
か
し
き
声
が
す
る

　
「
遠
き
」「
な
つ
か
し
き
」
は
文
語
に
お
け
る

形
容
詞
の
連
体
形
、「
愛
を
く
れ
し
」
の
「
し
」

は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
で
あ
る
。

こ
の
歌
で
は
ほ
か
に
「
淡
き
」「
溢
る
る
」「
ま

だ
見
ぬ
」
な
ど
、J

ーPO
P

と
い
わ
れ
る
ジ
ャ

ン
ル
の
歌
詞
と
し
て
は
珍
し
く
、
文
語
の
こ
と

ば
を
多
用
す
る
。
こ
れ
は
松
任
谷
由
実
が
も
と

も
と
持
っ
て
い
た
古
典
的
な
感
性
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
み
な
ら
ず
、
い

き
も
の
が
か
り
の
「SA

K
U

RA

」
に
も
文
語

の
こ
と
ば
づ
か
い
が
み
え
る
。

君
と 

春
に 

願
い
し 

あ
の
夢
は
　

今
も
見
え
て
い
る
よ 

さ
く
ら
舞
い
散
る

「
見
え
て
い
る
よ
」
の
「
よ
」
と
い
う
、
非
常

に
現
代
口
語
的
な
終
助
詞
と
同
時
に
、「
願

い
し
」
と
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体

形
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

「SA
K

U
RA

」
の
場
合
は
「
春
よ
、
来
い
」
に

触
発
さ
れ
た
面
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

さ
く
ら
と
い
う
題
材
は
、
現
代
人
の
古
典
的
な

感
性
を
呼
び
さ
ま
す
よ
う
で
あ
る
。

　

現
代
の
詩
文
に
も
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」、

そ
の
連
体
形
「
ぬ
」、
動
詞
の
命
令
形
「
せ
よ
」

「
あ
れ
」
な
ど
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
春

よ
、
来
い
」「SA

K
U

RA

」
の
場
合
、
象
徴

的
な
の
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形

「
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代

の
さ
く
ら
の
歌
は
、
過
ぎ
た
時
間
を
思
い
、
な

つ
か
し
む
も
の
が
多
い
。「
春
よ
、
来
い
」
も

「SA
K

U
RA

」
も
、さ
ら
に
福
山
雅
治
「
桜
坂
」

も
ケ
ツ
メ
イ
シ
「
さ
く
ら
」
も
、
歌
詞
に
登
場

す
る
「
君
」
は
、
今
は
そ
ば
に
い
な
い
。
こ
れ

ら
の
歌
の
中
で
は
、
さ
く
ら
舞
い
散
る
風
景
の

中
に
、
か
つ
て
の
「
君
」
の
姿
が
思
い
出
と
し

て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

古
今
和
歌
集
で
は
、
梅
花
の
香
り
や
橘
の
香

り
に
昔
の
人
を
思
い
出
す
。

人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は

花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る　
（
春
上
）

五
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば

昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
　
　
　（
夏
）

　

現
代
で
は
さ
く
ら
の
季
節
と
卒
業
入
学
の
時

期
が
一
致
し
て
い
る
た
め
、
人
と
出
会
い
別
れ

た
記
憶
と
さ
く
ら
と
が
強
く
結
び
つ
い
て
い

る
。
さ
く
ら
は
毎
年
の
よ
う
に
咲
き
、
そ
の
た

び
「
君
」
へ
の
思
い
を
深
く
し
て
ゆ
く
、
そ
れ

が
現
代
的
な
さ
く
ら
の
風
情
で
あ
る
。

　

昔
も
今
も
、
人
が
さ
く
ら
に
心
惹
か
れ
る
の

は
、
春
の
盛
り
に
咲
い
て
た
ち
ま
ち
に
散
る
姿

に
、
移
り
ゆ
く
時
の
は
か
な
さ
を
感
じ
る
か
ら

だ
ろ
う
。
春
に
卒
業
を
迎
え
る
中
学
生
は
、
こ

れ
か
ら
先
、
さ
く
ら
と
と
も
に
幾
た
び
か
の
別

れ
を
経
験
し
、
時
の
は
か
な
さ
を
知
る
こ
と
で
、

大
人
に
な
っ
て
ゆ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

春
は
名
の
み
の

風
の
寒
さ
や

一

春
を
め
ぐ
る
昔
と
今

さ
く
ら
の
歌
と

古
典
の
こ
と
ば

二

さ
く
ら
と

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

三


