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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
人
と
学
問

福　
　

田　
　

安　
　

典

感
傷
は
他
に
譲
り
、
学
術
誌
と
い
う
本
誌
の
性
格
に
鑑
み
、
学
問
を
語
る

こ
と
で
先
生
の
ご
冥
福
を
祈
り
た
い
。

先
生
の
学
問
は
、
日
本
近
世
文
学
会
を
主
戦
場
と
し
て
、
院
生
の
頃
か
ら

参
加
さ
れ
自
宅
を
会
場
に
提
供
さ
れ
る
ほ
ど
情
熱
を
傾
注
さ
れ
て
い
た
演
劇

研
究
会
を
中
心
に
、
伊
藤
正
義
・
片
桐
洋
一
両
先
生
と
の
厚
誼
、
近
松
研
究

所
、
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
、
晩
年
の
絵
画
関
係
の
私
的
研
究
会
、
稀
書

捜
索
な
ど
で
熟
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
孰
れ
と
も
無
縁
の
不
肖

の
弟
子
で
あ
る
の
で
、
各
領
域
か
ら
の
視
点
と
は
別
に
、
先
生
の
学
問
と
人

と
な
り
を
、
大
き
く
阪
大
ご
着
任
前
・
在
阪
大
時
代
・
以
後
の
三
期
に
分

か
っ
て
語
っ
て
み
た
い
。

本
誌
第
六
十
二
・
六
十
三
輯
の
御
退
休
記
念
輯
に
先
生
の
論
著
目
録
が
載

る
。
こ
の
目
録
に
『
赤
木
文
庫
古
浄
瑠
璃
稀
本
集
―
影
印
と
解
題
―
』
を
加

え
た
い
。
赤
木
文
庫
は
横
山
重
先
生
旧
蔵
書
の
研
究
者
垂
涎
の
文
庫
で
あ
る
。

横
山
重
先
生
は
、
若
き
信
多
先
生
に
目
を
か
け
ら
れ
、
信
多
先
生
も
横
山
先

生
の
話
を
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
口
調
の
熱
さ
は
終
生
変
わ
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
横
山
先
生
ご
逝
去
の
の
ち
、
先
生
の
御
尽
力
に
よ

り
古
浄
瑠
璃
正
本
九
十
六
点
と
先
生
の
御
所
蔵
本
四
点
を
加
え
て
阪
大
に
入

れ
ら
れ
た
。
本
書
は
先
生
の
学
問
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
先
生
の
退
官

に
合
わ
せ
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
書
の
時
松
孝
文
解
題
に
は
「
信

多
先
生
」
の
文
字
が
踊
っ
て
い
る
。
こ
の
書
を
加
え
て
先
生
の
大
阪
大
学
時

代
ま
で
の
学
問
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
生
が
大
阪
大
学
に
来
ら
れ
た
の
は
昭
和
四
十
三
年
十
月
、
三
十
六
歳
の

若
き
助
教
授
で
あ
っ
た
。
着
任
前
に
宇
治
加
賀
掾
研
究
で
衝
撃
的
に
斯
界
に

認
め
ら
れ
、『
近
世
文
芸
』
創
刊
号
、
古
典
文
庫
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
先
生

が
太
夫
を
問
題
と
さ
れ
た
の
は
卒
論
時
に
受
け
た
諸
先
生
方
の
ア
ド
バ
イ
ス

で
あ
っ
た
と
か
。
卒
論
で
扱
わ
れ
た
対
象
が
そ
の
ま
ま
高
い
評
価
を
得
て
い

た
こ
と
は
当
時
の
阪
大
生
の
語
り
草
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
注
目
さ
れ
る

の
は
西
鶴
の
『
暦
』『
凱
陣
八
島
』
と
近
松
の
『
新
暦
』『
出
世
景
清
』
の
上

演
年
代
に
つ
い
て
書
か
れ
た
『
西
鶴
研
究
』
掲
載
の
御
論
考
で
あ
る
。
こ
の
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近
松
と
西
鶴
、
加
賀
掾
と
竹
本
義
太
夫
の
競
演
は
よ
ほ
ど
先
生
の
心
を
惹
い

た
の
か
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
話
さ
れ
て
い
た
。

阪
大
に
着
任
さ
れ
て
か
ら
の
お
仕
事
は
、
古
浄
瑠
璃
正
本
集
、
評
判
記
集

成
、
そ
し
て
近
松
全
集
と
近
松
に
つ
い
て
の
研
究
書
に
指
を
折
る
べ
き
だ
が
、

の
ろ
ま
そ
ろ
ま
狂
言
、
浄
瑠
璃
御
前
物
語
、
狂
歌
、
人
形
浄
瑠
璃
舞
台
史
な

ど
も
捨
て
が
た
い
。
ま
た
「『
阿
弥
陀
胸
割
』
復
元
考
」、
謎
絵
研
究
を
は
じ

め
と
す
る
西
鶴
研
究
、
絵
画
関
係
、
契
沖
、
八
犬
伝
な
ど
の
演
劇
以
外
の
一

連
の
論
考
は
、
そ
の
発
表
段
階
か
ら
話
題
と
な
っ
た
も
の
が
多
い
。

私
の
受
け
た
講
義
は
、
先
生
の
こ
の
問
題
意
識
に
沿
い
、
か
つ
新
潮
古
典

集
成
や『
近
松
の
世
界
』、
新
大
系
の
古
浄
瑠
璃
集
の
上
梓
の
機
運
に
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
が
、
先
生
の
阪
大
退
任
後
の
お
仕
事
の
前
夜
と
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
が
多
か
っ
た
。
浄
瑠
璃
御
前
物
語
―
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
先
生
の
思
い

入
れ
は
格
別
で
あ
っ
て
、
折
し
も
岩
波
の
新
大
系
に
採
択
さ
れ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
大
学
院
の
演
習
の
大
半
は
ほ
ぼ
そ
れ
に
費
や
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
先
生
は
山
崎
写
本
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
「
す
べ
て
の
（
先
生
好
み
の
）

要
素
を
具
有
す
る
原
本
」
を
想
定
さ
れ
、
現
存
諸
本
は
そ
の
一
部
を
残
し
た

略
本
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
生
の
想
定
さ
れ
る
原
型
が
院

生
ご
と
き
で
は
見
え
な
い
の
で
、
担
当
院
生
は
大
い
に
悩
ん
だ
。
先
生
が
古

浄
瑠
璃
の
専
門
で
あ
る
こ
と
、
反
面
、
受
講
院
生
の
大
半
が
演
劇
専
門
で
は

な
い
と
い
う
構
図
で
厳
し
く
指
導
さ
れ
た
こ
と
は
、
個
人
的
に
は
印
象
的
で

あ
っ
た
。
狭
い
「
専
門
」
に
自
ら
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
広
い
関
心
を

持
っ
て
教
え
子
が
学
問
に
立
ち
向
か
う
素
地
を
、
そ
の
演
習
で
お
示
し
に
な

ら
れ
て
い
た
と
思
う
。

講
義
の
方
は
、
私
の
頃
は
融
通
無
碍
、
西
鶴
や
鈴
木
春
信
を
扱
い
、
楽
し

げ
で
受
講
生
も
多
か
っ
た
。
ま
さ
に
阪
大
の
名
物
教
授
の
観
を
呈
し
て
い
た
。

好
色
一
代
男
、
八
犬
伝
、
浄
瑠
璃
御
前
物
語
に
つ
い
て
の
言
及
が
増
え
ら
れ

た
。
そ
の
頃
の
阪
大
生
に
と
っ
て
は
演
劇
研
究
者
と
は
別
の
印
象
の
方
を
強

く
抱
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
、
手
元
に
先
日
神
戸
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
偲
ぶ
会
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
こ
に
生
涯
を
通
じ
た
論
著
書
目
録
が
載
る
。
そ
の
掲
載

項
目
か
ら
、
阪
大
退
官
時
の
も
の
を
引
い
た
も
の
が
先
生
の
晩
年
の
学
問
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
近
松
自
筆
零
葉
を
筆
頭
に
掲
げ
る
『
歌
舞
伎
浄
瑠
璃
稀

本
集
成
』（
演
劇
研
究
会
編
）
は
先
生
の
舗
か
れ
た
道
の
「
集
成
」
と
も
呼
ぶ

べ
き
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
秋
本
鈴
史
解
題
は
、
古
浄
瑠
璃
と
当
代
浄
瑠
璃
、

時
代
物
と
世
話
物
と
の
劃
然
を
問
う
も
の
で
、
時
松
孝
文
の
名
が
見
え
な
い

憾
み
は
あ
る
が
、
先
生
の
学
問
が
次
世
代
の
門
弟
や
研
究
者
に
受
け
継
が
れ

る
予
感
が
漂
っ
て
い
た
。
先
生
の
引
か
れ
た
線
に
若
き
情
熱
が
蝟
集
す
れ
ば
、

そ
こ
に
新
た
な
地
平
が
展
か
れ
る
よ
う
な
期
待
が
、
あ
の
頃
は
確
か
に
あ
っ

た
。
一
方
、
先
生
の
動
向
に
目
を
や
れ
ば
、
近
松
門
左
衛
門
や
演
劇
よ
り
も
、

岩
波
書
店
か
ら
出
さ
れ
た
西
鶴
、
馬
琴
、
浄
瑠
璃
御
前
物
語
の
「
三
部
作
」、

そ
し
て
大
津
絵
な
ど
の
仏
教
版
画
関
係
の
も
の
が
目
立
つ
。

以
上
、
演
劇
研
究
会
や
横
山
重
先
生
ら
に
導
か
れ
た
古
浄
瑠
璃
研
究
、
阪

大
時
代
に
お
け
る
近
松
研
究
、
先
生
の
学
問
が
次
世
代
へ
継
承
さ
れ
、
そ
れ

ま
で
に
胚
胎
し
て
い
た
新
方
向
の
研
究
が
昇
華
し
て
い
く
神
戸
女
子
大
学
時

代
か
ら
晩
年
ま
で
の
大
ま
か
な
俯
瞰
図
が
得
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
菲
才
の
私

ご
と
き
が
こ
の
よ
う
な
俯
瞰
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
何
ら
賛
同
を
得
ら
れ
る
わ
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け
で
は
な
い
が
、
こ
の
俯
瞰
か
ら
見
え
る
現
況
の
日
本
文
学
研
究
に
つ
い
て

先
生
の
お
考
え
を
思
量
し
な
が
ら
言
及
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
（
先
生
か

ら
の
お
叱
り
は
覚
悟
の
う
え
で
）
先
生
へ
の
拈
香
代
り
と
し
た
い
。

初
期
の
古
浄
瑠
璃
研
究
と
後
期
の
八
犬
伝
研
究
や
一
代
男
研
究
と
の
間
に

は「
懸
隔
」が
あ
る
と
見
ら
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も

し
そ
れ
を
「
懸
隔
」
と
見
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
逆
に
自
身
の
研

究
の
陥
穽
を
露
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。（
近

松
も
含
め
て
）古
浄
瑠
璃
は
、
謡
曲
、
伝
承
、
軍
記
、
語
り
、
和
歌
故
実
、
古

典
な
ど
前
代
ま
で
の
使
え
る
要
素
は
す
べ
て
取
り
込
み
、
出
版
や
上
演
と
い

う
洗
練
し
た
新
形
式
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
、
そ
れ
が
先
生

の
把
握
で
あ
っ
た
。
貪
婪
な
胃
袋
を
持
つ
古
浄
瑠
璃
（
西
鶴
、
近
松
、
馬
琴

も
同
じ
胃
袋
を
持
つ
と
さ
れ
た
）
の
全
容
は
先
生
の
知
嚢
に
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
一
作
品
に
つ
い
て
前
代
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
似
通
う
も

の
を
捜
索
し
、
そ
れ
を
取
捨
す
る
作
業
を
徹
底
的
に
教
え
込
ま
れ
た
。
こ
れ

は
単
な
る
典
拠
探
し
で
は
な
い
。「
文
学
」
と
は
何
か
を
見
つ
め
る
重
要
な
過

程
で
あ
っ
た
。
先
生
の
言
う
「
文
学
」
は
「
本
地
物
」、「
愛
」、「
義
理
」、「
遊

び
」
と
い
う
種
々
の
言
辞
に
よ
っ
て
重
層
化
さ
れ
、
対
象
に
よ
っ
て
そ
の
切

り
出
し
方
や
見
え
方
が
異
な
る
た
め
に
把
握
し
が
た
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
「
本
地
物
」
を
例
に
と
る
。「
本
地
物
」
は
先
生
に
と
っ
て
「
文
学
」

の
重
要
な
枠
組
み
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
「
文
学
」
型
は
古
浄
瑠
璃
や
説
経

に
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
、
も
の
ぐ
さ
太
郎
、
浄
瑠
璃
御
前
物
語
な
ど
に
も
求

め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
故
に
、
先
生
の
先
述
の
浄
瑠
璃
御

前
物
語
の
テ
キ
ス
ト
確
定
の
規
矩
は
「
本
地
物
」
で
あ
る
。
そ
の
枠
組
み
を

「
文
学
」
の
基
礎
に
置
い
た
場
合
、
実
は
八
犬
伝
も
一
代
男
も
「
本
地
物
」
の

型
に
あ
て
は
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
異
論
の
あ
る
こ
と
は
覚
悟
の
上
な
が

ら
、
生
誕
、
苦
労
、
奇
瑞
、
神
仙
へ
の
昇
華
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を「
本
地
物
」

と
呼
ぶ
こ
と
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
八
犬
伝
と
一
代
男
も
そ
れ
に
カ
テ
ゴ
ラ

イ
ズ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
先
生

の
大
切
な
「
文
学
」
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
生
の
認
識
を
通
し
て
見
た
場

合
、
古
浄
瑠
璃
と
八
犬
伝
の
間
に
は
「
懸
隔
」
な
ど
は
な
く
、
む
し
ろ
通
底

す
る
文
学
性
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
あ
と
は
そ
の
作
品
が
成
り
立
つ
た
め

に
前
時
代
の
素
材
が
確
定
さ
れ
、
そ
れ
を
作
家
な
る
名
料
理
人
が
書
承
・
伝

承
の
両
面
か
ら
取
捨
、
捌
い
て
み
せ
た
の
が
名
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
発
想
が
演
劇
に
お
け
る
「
世
界
定
め
」
と
酷
似
す
る
こ
と
、
こ
れ
ま
た
偶

然
で
は
な
い
。
一
代
男
や
八
犬
伝
を
作
者
に
よ
る
語
り
と
見
た
場
合
、
作
者

は
ま
ず
「
世
界
」
と
い
う
縦
糸
を
定
め
、
そ
れ
に
付
与
す
る
魅
力
あ
る
横
糸

を
探
し
て
い
く
。
時
に
は
そ
の
き
ら
び
や
か
な
横
糸
の
方
が
注
目
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
文
学
の
本
質
は
縦
糸
で
あ
る
。
そ
の
縦
糸
の
一
つ
が
「
本

地
物
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
生
の
こ
の
発
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
「
専

門
」
と
い
う
意
味
の
な
い
権
威
化
を
捨
て
去
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
小
説
、
俳

諧
、
演
劇
、
和
歌
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
専
門
を
主
張
し
、
他
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の

参
入
を
排
除
す
る
傾
向
が
現
在
の
研
究
の
向
か
う
方
向
で
あ
れ
ば
、
先
生
の

お
仕
事
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
論
争
に
よ
り
研

究
の
深
化
を
見
た
先
生
は
論
争
好
き
で
書
評
好
き
で
あ
っ
た
が
、
八
犬
伝
や

一
代
男
に
つ
い
て
は
論
争
が
巻
き
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
お
嘆
き
で
あ
っ
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た
。
先
生
の
口
調
を
ま
ね
れ
ば
、
研
究
者
よ
、
研
究
は
楽
し
い
の
だ
、
蛸
壺

の
よ
う
な
世
界
か
ら
飛
び
出
し
、
自
由
に
文
学
を
語
ろ
う
―
と
い
う
の
が
最

終
的
に
た
ど
り
着
か
れ
た
境
地
で
は
な
い
か
と
愚
察
し
て
い
る
。

先
生
の
危
惧
の
通
り
、
い
ま
日
本
文
学
研
究
の
魅
力
は
急
速
に
損
な
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
文
学
に
魅
力
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
も
、
若
年
層
の

意
識
の
劣
化
が
原
因
で
も
な
い
。「
文
学
」
を
研
究
し
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
る

べ
き
わ
れ
わ
れ
の
責
任
で
あ
ろ
う
。
時
松
孝
文
と
い
う
次
世
代
の
旗
頭
を

喪
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
先
生
か
ら
の
バ
ト
ン
を
受
け
損
な
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
自
戒
を
述
べ
て
、
語
り
た
い
こ
と
の
半
分
に
も
満
た
な
い
が
、
そ
の
語

れ
な
い
部
分
を
今
後
も
大
事
に
す
る
こ
と
で
追
悼
の
終
わ
り
と
し
た
い
。
合

掌
。

（
ふ
く
だ
・
や
す
の
り　

日
本
女
子
大
学
教
授
）
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