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語文112（2019・6　大阪大学国語国文学会）

信
多
純
一
先
生
の
学
徳
に
感
謝

大　
　

橋　
　

正　
　

叔

私
の
よ
く
知
る
信
多
純
一
先
生
は
日
本
近
世
文
学
の
真
摯
な
研
究
者
と
し

て
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
学
徳
を
記
す
の
が
、
何
と
お
叱
か
り
を
受
け
よ
う
が
、

先
生
を
偲
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
。

私
が
信
多
先
生
と
お
会
い
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
の
大
学
院
後

期
授
業
初
日
で
、
私
は
修
士
一
年
次
生（
二
四
歳
）、
先
生
は
奈
良
女
子
大
学

か
ら
大
阪
大
学
へ
転
出
さ
れ
て
の
赴
任
（
三
六
歳
）
で
あ
っ
た
。
当
時
、
信

多
先
生
は
、『
宇
治
加
賀
掾
年
譜
』
に
代
表
さ
れ
る
堅
実
な
調
査
に
基
づ
く
実

証
的
な
論
考
を
次
々
と
発
表
さ
れ
、
近
松
門
左
衛
門
や
浄
瑠
璃
研
究
の
中
堅

研
究
者
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
私
は
、
卒
業
論
文
に
近
松
門
左
衛
門

を
選
ん
だ
こ
と
か
ら
、
山
根
賢
吉
先
生
の
勧
め
も
あ
り
、
信
多
先
生
が
移
ら

れ
る
と
い
う
大
阪
大
学
大
学
院
を
受
験
し
、
幸
運
に
も
入
学
が
許
可
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
依
頼
、五
十
年
に
亘
り
恩
師
と
し
て
多
く
の
導
き
を
、ま
た
、い

ろ
い
ろ
な
場
で
厚
誼
を
頂
戴
し
て
き
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

修
士
課
程
に
三
年
間
在
学
し
た
が
、
二
年
目
は
大
阪
大
学
も
当
時
の
大
学

紛
争
の
渦
中
に
あ
り
、
全
共
闘
に
よ
る
文
学
部
校
舎
封
鎖
、
文
学
研
究
科
院

生
協
議
会
の
ス
ト
権
成
立
に
よ
り
授
業
は
四
月
か
ら
十
二
月
末
に
ス
ト
が
解

除
さ
れ
る
ま
で
全
く
な
く
、
先
生
の
授
業
を
受
講
し
た
の
は
一
年
半
だ
け
で

あ
っ
た
。
修
士
論
文
も
、
信
多
先
生
の
下
で
近
松
で
は
と
て
も
書
け
な
い
と

の
思
い
か
ら
、
中
世
と
近
世
と
の
間
を
探
る
と
い
う
態
で
あ
っ
た
。
で
は
疎

遠
か
と
い
う
と
、
逆
に
大
学
紛
争
が
教
員
と
学
生
と
の
間
を
却
っ
て
近
く
し
、

話
し
合
う
機
会
は
決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
当
時
、
文
学
部
教
官
の
中

で
最
若
手
で
あ
っ
た
信
多
助
教
授
は
脇
田
修
助
教
授
と
共
に
学
生
と
の
折
衝

役
に
当
た
っ
て
お
ら
れ
た
し
、
国
文
学
講
座
内
で
も
教
官
と
学
生
・
院
生
と

の
懇
談
や
研
究
会
等
も
し
ば
し
ば
開
か
れ
て
い
た
。
修
士
課
程
修
了
後
、
昭

和
四
十
六
年
四
月
か
ら
私
は
国
文
学
講
座
の
助
手
に
就
き
、
三
年
間
講
座
の

一
員
と
し
て
勤
め
、先
生
は
上
司
で
も
あ
っ
た
。
信
多
先
生
は
、池
上
禎
造
・

田
中
裕
両
教
授
、
宮
地
裕
助
教
授
の
三
方
が
京
都
大
学
の
大
先
輩
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
講
座
も
和
気
藹
々
で
、
落
ち
着
い
た
研
究
環
境
の
中
に
お
ら
れ

た
と
思
っ
て
い
る
。

信
多
先
生
と
私
と
の
強
い
繋
が
り
は
、
近
松
二
百
五
十
年
忌
を
記
念
す
る
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「
近
松
展
」（
於　

阪
急
百
貨
店
）
の
最
終
日
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
二
十

一
日
に
、
展
示
の
片
付
け
を
済
ま
し
、
二
人
で
国
鉄
大
阪
駅
の
阪
急
百
貨
店

側
ガ
ー
ド
下
に
あ
る
、
背
に
冷
た
い
風
を
受
け
る
屋
台
の
酒
を
飲
み
な
が
ら
、

演
劇
研
究
会
を
復
活
す
る
決
意
を
示
さ
れ
た
先
生
の
熱
い
思
い
を
共
有
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

関
西
の
演
劇
研
究
会
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
よ
り
浄
瑠
璃
関
係
の
資
料

整
理
や
研
究
会
な
ど
を
行
っ
て
き
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
五
年
七
月
に
年
輩

の
先
生
方
の
間
に
生
じ
た
事
情
の
た
め
休
会
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
再
開
に

は
諸
先
生
方
と
の
話
し
合
い
や
了
解
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

休
会
の
因
を
蒸
し
返
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
信
多
先
生
は
全
て

を
引
き
受
け
る
覚
悟
で
再
開
の
言
挙
げ
を
さ
れ
、
同
調
さ
れ
る
先
生
方
に
協

力
を
得
よ
う
と
の
決
心
を
固
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
決
意
を
聞
き
受
け

た
の
が
私
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
契
機
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
信
多
先

生
に
と
っ
て
は
、
遠
慮
あ
る
先
生
方
へ
ご
自
身
の
独
歩
を
申
告
す
る
出
来
事

と
私
に
は
思
え
た
。
演
劇
研
究
会
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
か
ら
信
多
研
究
室

を
事
務
局
に
、
大
阪
大
学
文
学
部
会
議
室
を
研
究
会
会
場
と
し
て
再
開
さ
れ

る
。
以
後
今
日
ま
で
事
務
局
や
会
場
は
変
遷
す
る
が
会
は
維
持
さ
れ
、
多
く

の
近
世
演
劇
研
究
者
の
研
鑽
と
育
成
の
場
と
な
っ
た
こ
と
は
衆
目
の
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
功
績
の
第
一
は
信
多
先
生
の
再
開
へ
の
決
断
で
あ
る
。

こ
の
時
を
機
に
、
先
生
の
活
動
、
研
究
領
域
の
幅
が
一
段
と
広
が
っ
て
い
っ

た
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。

信
多
先
生
は
日
本
近
世
演
劇
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
さ
れ
て
い
た
が
、

本
文
に
添
え
ら
れ
た
挿
絵
か
ら
作
品
の
趣
意
を
求
め
る
斬
新
な
論
考
も
発
表

さ
れ
研
究
領
域
を
広
げ
ら
れ
て
い
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
私
が
最
初
に
受

け
た
演
習
『
好
色
一
代
男
』
の
授
業
の
中
で
、
日
本
近
世
文
学
会
で
「
一
代

男
」の
挿
絵
を
め
ぐ
っ
て『
義
経
記
』と
の
関
係
に
つ
い
て
発
表
し
た
が
、
否

定
的
な
反
応
で
あ
っ
た
と
残
念
そ
う
に
言
わ
れ
、
後
に
著
書
『
に
せ
物
語
絵

│
絵
と
文

文
と
絵
』（
平
成
七
年
五
月
）「
あ
と
が
き
」
に
「
私
が
、
絵
と
密
接
に
つ
な

が
り
を
も
っ
た
契
機
は
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
の
日
本
近
世
文
学
会
名
古
屋

会
場
で
の
口
頭
発
表
『
好
色
一
代
男
成
立
の
諸
問
題
―
新
発
見
の
粉
本
を
中

心
と
し
て
』
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
と
、
自
身
で
述
べ
て
ら

れ
た
よ
う
に
早
く
か
ら
持
ち
続
け
て
お
ら
れ
た
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
平

成
二
十
二
年
九
月
に
『
好
色
一
代
男
の
研
究
』（
岩
波
書
店
）
を
上
梓
さ
れ
て

い
る
が
、
本
当
に
長
い
間
温
め
ら
れ
て
お
ら
れ
た
課
題
だ
っ
た
の
だ
と
思
う

と
同
時
に
、
初
志
貫
徹
さ
れ
る
先
生
の
研
究
心
の
持
続
力
を
改
め
て
仰
ぎ
見

る
こ
と
で
あ
る
。
刊
行
後
、
お
宅
に
伺
う
こ
と
が
あ
り
、
同
書
へ
の
感
想
を

聞
か
れ
た
が
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
「
一
代
男
」
等
の
挿
絵
西
鶴
自
画
説
に

対
し
て
西
鶴
自
画
に
あ
ら
ず
と
断
定
さ
れ
、
西
鶴
下
絵
に
基
づ
く「
一
代
男
」

挿
絵
の
判
読
、
加
え
て
『
義
経
記
』『
曾
我
物
語
』
を
「
一
代
男
」
の
粉
本
と

す
る
信
多
新
説
に
、
何
と
答
え
た
か
、
た
だ
、
論
証
の
あ
り
方
が
こ
れ
ま
で

の
先
生
の
論
文
と
か
な
り
違
和
感
の
あ
る
こ
と
は
だ
け
は
伝
え
た
記
憶
は
あ

る
。
私
の
感
じ
た
差
異
は
先
生
も
十
分
承
知
で
、挿
絵
研
究
に
つ
い
て
は「
近

松
研
究
等
の
過
程
で
行
な
っ
た
、
年
月
を
か
け
彫
琢
し
て
い
っ
た
論
文
執
筆

の
あ
り
方
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
に
私
に
も
思
え
た
。」（『
に
せ
物
語
絵
│

絵
と
文

文
と
絵
』）
と
自
身
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
好
色
一
代
男
の
研
究
』
の
前
、

平
成
十
六
年
に
『
馬
琴
の
大
夢　

南
総
八
犬
伝
の
世
界
』（
岩
波
書
店
）
を
、

2



さ
ら
に
、
平
成
二
十
年
に
は
『
浄
瑠
璃
物
語
の
研
究
』（
岩
波
書
店
）
を
刊
行

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
三
著
は
信
多
先
生
の
畢
生
の
大
夢
の
結
晶
と
い
う

べ
き
著
書
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

三
著
書
に
共
通
す
る
の
は
、
通
説
、
ま
た
は
、
そ
れ
ま
で
の
諸
説
に
対
し

て
信
多
先
生
が
独
自
の
見
解
を
披
露
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
三
著
書
そ
れ

ぞ
れ
の
発
表
時
に
、
紹
介
や
書
評
に
類
す
る
論
評
が
い
く
つ
か
は
出
さ
れ
て

い
る
が
、
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
形
で
反
論
、
も
し
く
は
、
毀
誉
褒
貶
を
述

べ
た
論
は
管
見
の
範
囲
で
は
『
浄
瑠
璃
物
語
の
研
究
』
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
か
と
思
う
。『
浄
瑠
璃
物
語
の
研
究
』
は
、
語
り
物
の
特
質
と
し
て
、

残
存
諸
本
に
見
ら
れ
る
増
補
・
書
き
継
ぎ
等
の
流
動
的
な
本
文
生
成
を
経
て
、

「
浄
瑠
璃
物
語
」
が
成
立
し
た
と
す
る
従
前
の
見
解
に
対
し
て
、「
浄
瑠
璃
物

語
」
の
本
文
は
首
尾
整
っ
た
「
原
浄
瑠
璃
」
が
先
に
あ
り
、
残
存
諸
本
は
「
原

浄
瑠
璃
」
の
省
略
・
改
編
に
よ
る
本
文
で
あ
る
と
す
る
既
発
表
の
自
説
を
、

新
資
料
を
得
て
敷
衍
・
補
強
さ
れ
る
、
先
生
の
研
究
へ
の
持
続
力
を
伝
え
る

も
の
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日
、
神
戸
三
宮
生
田
神
社
会
館
で
「
信
多
純

一
先
生
を
偲
ぶ
会
」
が
催
さ
れ
た
が
、
先
生
の
ご
遺
影
の
前
に
は
数
々
の
御

著
書
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
業
績
の
ほ
ど
が
偲
ば
れ
た
。
そ
れ
ら
は
私
の
手

元
に
も
あ
り
、
そ
の
中
の
多
く
は
先
生
ご
自
身
か
ら
頂
戴
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
著
書
を
一
覧
し
て
、
通
読
で
き
ず
中
断
し
た
一
書
が
あ
る
こ
と
を
思
い

出
し
た
。
そ
れ
は
『
馬
琴
の
大
夢　

南
総
八
犬
伝
の
世
界
』
で
あ
る
。
先
生

に
と
っ
て
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
は
、
既
に
『
に
せ
物
語
絵
│
絵
と
文

文
と
絵
』「
あ

と
が
き
」
に
「
最
近
惹
か
れ
る
作
品
に
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
が
あ
る
。
こ

の
作
な
ど
こ
の
（
挿
絵
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
そ
の
作
品
の
秘
め
ら
れ
た
構

想
・
趣
意
を
探
る
と
い
う
、
私
な
り
の
切
口
を
も
っ
て
す
る
作
品
研
究
に
向

か
う
）
立
場
で
考
察
す
る
に
も
っ
と
も
好
個
の
も
の
で
あ
る
。
作
者
馬
琴
自

身
挿
絵
の
構
図
指
定
を
行
な
い
、
さ
ら
に
己
が
作
の
深
意
を
そ
の
中
の
一
図

に
籠
め
、
自
註
し
て
読
者
に
注
意
喚
起
を
さ
え
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
」
と
、
予
告
ま
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
意
中
の
作
で
あ
っ
た
。
考
究
の
万
全

を
な
し
て
の
上
梓
は
信
多
先
生
の
大
夢
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
書
の
読
了
に
は
先
生
と
同
じ
よ
う
な
挿
絵
に
対
す
る
感
性
が
求
め
ら
れ
、

正
直
に
言
え
ば
、
そ
の
理
解
に
大
き
な
負
担
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
先
生
の

感
性
の
鋭
さ
は
『
心
中
天
の
網
島
』
の
読
み
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
見

繋
が
り
の
な
い
「
か
み
」
と
い
う
語
に
連
関
す
る
意
味
を
捉
え
て
、
醸
し
出

す
情
緒
を
探
り
浮
か
び
立
た
せ
て
、
作
者
の
隠
れ
た
作
意
を
剔
出
す
る
。
鋭

い
感
性
の
育
成
に
は
浮
世
絵
や
仏
画
・
仏
教
版
画
に
も
造
詣
の
深
い
、
先
生

の
幅
広
い
見
識
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
う
。
斬
新
な
読
解
で
あ
り
、
挿
絵
の

解
釈
に
も
こ
の
読
解
が
働
い
て
い
る
と
私
に
は
思
え
た
。『
馬
琴
の
大
夢　

南
総
八
犬
伝
の
世
界
』
で
は
、
挿
絵
の
構
図
を
独
自
の
感
性
に
よ
っ
て
受
け

止
め
、
其
の
意
味
す
る
内
容
を
順
次
付
け
加
え
て
読
者
を
馬
琴
の
意
図
へ
と

導
く
が
、
こ
の
連
関
を
繋
ぐ
の
は
、
文
字
の
類
似
、
連
想
を
引
き
起
こ
す
事

柄
の
指
摘
で
あ
る
が
、
論
証
に
惹
か
れ
る
以
上
に
多
大
な
関
連
資
料
を
提
示

す
る
著
者
の
筆
勢
に
押
し
切
ら
れ
疲
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
私
の
『
八
犬

伝
』
秘
鍵
研
究
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
作
者
馬
琴
そ
の
人
に
密
着
し
た
思
い

入
れ
の
深
い
真
摯
な
研
究
、
こ
れ
が
信
多
の
研
究
態
度
で
あ
る
、
と
明
言
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
筆
運
び
で
あ
る
。
馬
琴
の
強
靭
な
持
続
力
、
精
神
力
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を
称
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
先
生
自
身
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
圧
力
に
数
歩
退
く
ほ
か
術
が
な
い
の
は
お
そ
ら
く
私
だ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
改
め
て
、『
馬
琴
の
大
夢　

南
総
八
犬
伝
の
世
界
』
を
読
み
直
し

て
気
付
く
先
生
の
偉
大
さ
で
あ
り
、
た
だ
た
だ
学
徳
に
感
謝
す
る
ば
か
り
で

あ
る
。

（
お
お
は
し
・
た
だ
よ
し　

天
理
大
学
名
誉
教
授
）
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