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ま
る
し
ま・か
ず
ひ
ろ
／
国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
部
特
任
助
教
。２
０
０

０
年
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。05
年
、同
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。08
年「
戦
国
期
武
田
氏
権
力
の

研
究
―
―
取
次
論
の
視
座
か
ら
」で
博
士（
史
学
）。専
門
は
戦
国
大
名
論
。

著
書
に『
真
田
四
代
と
信
繁
』（
平
凡
社
新
書
）、共
編
著
に『
武
田
氏
家
臣
団

人
名
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
）な
ど
多
数
あ
る
。

　
私
は
、
２
０
１
６
年
大
河
ド
ラ
マ
『
真
田
丸
』（
三

谷
幸
喜
脚
本
）の
時
代
考
証
を
担
当
し
て
い
る
。今
回
は
、

全
編
に
わ
た
り
三
人
の
チ
ー
ム
で
考
証
を
行
う
と
い
う

体
制
を
と
っ
て
い
る
。
私
は
ま
だ
40
に
も
な
っ
て
い
な

い
か
ら
、
考
証
者
と
し
て
は
か
な
り
若
い
部
類
に
入
る

だ
ろ
う
。
残
り
の
二
人
（
平
山
優
・
黒
田
基
樹
両
氏
）
は
、

私
の
約
一
回
り
上
だ
が
、
普
段
か
ら
親
し
く
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
関
係
で
あ
る
。

　
時
代
考
証
と
は
ど
う
い
う
仕
事
か
。
脚
本
家
が
書
い

た
台
本
に
対
し
て
、
事
実
関
係
の
誤
り
を
正
し
た
り
、

言
葉
や
人
び
と
の
考
え
方
を
当
時
の
も
の
に
近
づ
け
て

い
く
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
江
戸
時
代
の
講
談
な
ど
で
作
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
れ
ば
、
有
名
な
も
の
は
許
容
す
る
。

　
第
一
稿
の
台
本
で
は
、
登
場
人
物
の
せ
り
ふ

台
詞
が
現
代
語
に
近
い
。
こ
れ
を
当
時
の
会
話
ら
し

く
直
し
て
い
く
。
近
現
代
の
言
葉
を
排
除
し
て
、
で
き
る
限
り
戦
国
時
代
の
言
葉
に
置
き
換

え
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
視
聴
者
が
聞
い
て
分
か
ら
な
け
れ
ば
台
無
し
だ
か
ら
、
あ
ま
り
難

し
い
言
葉
は
使
え
な
い
。
や
む
を
得
ず
、
現
代
語
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
ス
タ
ッ
フ
に
専
門
家
が
い
る
の
で
お
任
せ
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
ち
ら
で
も
手
を

加
え
る
。
た
と
え
ば
「
眼
鏡
に
適
う
」
は
却
下
。
眼
鏡
は
伝
来
し
て
い
た
が
、
大
名
ク
ラ
ス

し
か
手
に
で
き
な
い
貴
重
品
な
の
で
、
慣
用
句
に
な
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。

　
会
話
も
身
分
差
を
踏
ま
え
て
、
敬
語
を
ど
う
使
う
か
考
え
る
。
尊
称
で
い
う
と
、
信
長
な

ら
「
上
様
」、
守
護
職
を
持
つ
戦
国
大
名
で
あ
る
武
田
勝
頼
や
上
杉
景
勝
な
ら
「
お御

　や屋
　か
た形

　さ
ま様

」、

そ
う
で
な
い
徳
川
家
康
や
真
田
昌
幸
は
「
殿
」
と
す
る
。
登
場
人
物
の
座
る
場
所
も
、
身
分

を
考
え
て
指
示
を
す
る
。
番
組
中
で
使
わ
れ
る
書
状
や
地
図
な
ど
の
小
道
具
の
準
備
も
手
伝

う
。

　
し
か
し
あ
く
ま
で
ド
ラ
マ
だ
か
ら
、
史
実
通
り
に
は
話
が
進
ま
な
い
。
省
略
も
あ
る
し
、

複
数
の
話
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
も
あ
る
。
安
易
に

妥
協
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
ド
ラ
マ
の
構
成
上

や
む
を
得
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。『
真
田
丸
』
は
三
谷

幸
喜
さ
ん
の
作
品
で
あ
っ
て
時
代
考
証
の
作
品
で
も
教

科
書
で
も
な
い
。
た
だ
大
河
ド
ラ
マ
は
、
史
実
と
受
け

止
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
、

注
意
が
必
要
だ
。

　
だ
か
ら
、
ド
ラ
マ
の
舞
台
で
あ
る
戦
国
時
代
か
ら
江

戸
時
代
初
期
の
時
代
性
を
、
い
か
に
上
手
く
取
り
込
ん

で
も
ら
う
か
が
本
当
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
時

代
考
証
陣
の
研
究
が
反
映
さ
れ
る
。
妥
協
を
し
な
い
の

は
、
こ
の
部
分
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
あ
ま
り
に
現
代
人
の
感
覚
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
う

と
視
聴
者
が
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
と
繰
り
返
し
議
論
す
る
。

　
ド
ラ
マ
序
盤
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
く
に国 

し
ゆ
う衆
」
と
よ
ば
れ
る
、
戦
国
大
名
に
従
属
す
る

自
治
領
主
が
出
て
く
る
。
真
田
家
も
国
衆
の
一
つ
で
、
戦
国
大
名
と
は
違
う
目
線
か
ら
戦
国

時
代
を
見
て
も
ら
お
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
。
ま
た
、
村
同
士
の
争
い
の
場
面
も
あ
る
が
、

戦
国
時
代
の
百
姓
は
、
刀
と
わ
き脇
　ざ
し指
を
帯
び
て
武
装
し
て
い
る
。
だ
か
ら
農
具
で
は
な
く
、
槍

な
ど
の
武
器
で
戦
わ
せ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

　
さ
ら
に
い
う
と
、
主
人
公
で
あ
る
真
田
信
繁
（
幸
村
）
は
、
豊
臣
秀
吉
に
気
に
入
ら
れ
て

い
く
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
寧
（
北
政
所
）
や
茶
々
（
淀
殿
）
と
い
っ
た
秀
吉
の
妻

の
生
活
空
間
で
あ
る
「
奥
」
に
成
人
男
性
を
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い―

―

。
こ
う
し
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
よ
う
す
る
に
、
三
谷
さ
ん
が
語
り
た
い
テ
ー
マ
を
、
戦
国
時
代
の
話
と
し
て
違
和
感
が
な

い
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
仕
事
な
の
だ
。今
回
の
時
代
考
証
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
側
と
の
連
携
が
、

チ
ー
ム
と
し
て
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
後
は
、
ク
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
ま
で
走
り

抜
け
る
の
み
で
あ
る
。
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