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石
塚
聖
人(

国
文
学
専
攻
博
士
前
期
課
程
一
年) 

﹁
近
世
に
お
け
る
﹁
モ
ノ
ノ
ケ
﹂
の
語
義
・
表
記
﹂ 

 

﹁
モ
ノ
ノ
ケ
﹂
と
い
う
語
は
︑
現
在
で
は
﹁
物
の
怪
﹂
と
表
記

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
文
脈
に
お
い
て
は
︑
妖

怪
︑
幽
霊
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
古
代
に
お
い
て
﹁
モ
ノ
ノ
ケ
﹂
と
は
﹁
モ
ノ
﹂
の
﹁
ケ
﹂︑

つ
ま
り
霊
的
存
在
︵
モ
ノ
︶
の
発
す
る
気
配
︵
ケ
︶
を
意
味
し
て

い
た
︒
ま
た
︑
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
疾
病
な
ど
を
引
き
起
こ

す
原
因
と
さ
れ
て
き
た
霊
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
霊
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
心
身
の
病
も
﹁
モ
ノ
ノ
ケ
﹂
と
呼
称
さ
れ
て

い
た
︒ 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑﹁
ケ
﹂
を
﹁
怪
﹂
と
表
記
す
る
の
は
語
義

と
齟
齬
し
て
お
り
︑
表
記
の
面
に
お
い
て
も
︑
古
代
か
ら
現
代
に

か
け
て
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
特
に
こ
の
変
遷

は
︑
当
時
の
史
料
に
鑑
み
る
に
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け

て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
︒ 

し
か
し
︑
現
在
の
﹁
モ
ノ
ノ
ケ
﹂
研
究
の
多
く
は
﹃
源
氏
物

語
﹄
や
﹃
栄
花
物
語
﹄︑﹃
大
鏡
﹄
な
ど
の
摂
関
期
に
か
け
て
の
文

献
上
が
対
象
に
な
っ
て
お
り
︑
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の

体
系
的
な
研
究
は
あ
ま
り
存
在
し
て
い
な
い
︒ 

本
発
表
は
︑
当
時
の
史
料
か
ら
近
世
期
に
﹁
モ
ノ
ノ
ケ
﹂
が
ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
︑
受
容
さ
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
︑
い
ま
だ

に
判
然
と
し
な
い
箇
所
の
多
い
﹁
物
の
怪
﹂
と
化
し
た
﹁
モ
ノ
ノ

ケ
﹂
像
の
原
点
を
考
察
し
て
い
く
︒ 

 

王
学
勤(

国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
一
年) 

﹁﹃
杜
子
春
﹄
に
お
け
る
遁
世
思
想
へ
の
考
察
﹂ 

 

﹃
杜
子
春
﹄
は
大
正
九
年
六
月
に
執
筆
さ
れ
︑
七
月
に
鈴
木
三

重
吉
の
主
宰
す
る
児
童
文
学
雑
誌
﹃
赤
い
鳥
﹄
の
創
刊
号
に
掲
載

さ
れ
た
︒﹃
杜
子
春
﹄
に
ま
ぐ
っ
て
議
論
は
主
に
三
つ
の
傾
向
が
存

在
し
て
い
る
︒
第
一
は
原
典
﹃
杜
子
春
伝
﹄
と
の
比
較
で
あ
る
︒

第
二
は
人
々
の
薄
情
へ
の
風
刺
と
正
し
い
人
間
性
を
提
唱
す
る
こ

と
で
あ
る
︒
第
三
は
芥
川
龍
之
介
の
経
歴
を
結
び
︑
創
作
意
図
を

再
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
今
回
の
発
表
は
三
つ
の
傾
向
以
外
に

﹃
杜
子
春
﹄
に
お
け
る
遁
世
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒ 

こ
の
遁
世
思
想
は
主
に
三
つ
の
源
が
あ
る
︒
ま
ず
は
﹃
杜
子
春

伝
﹄
が
書
か
れ
た
時
代
背
景
と
そ
の
小
説
の
発
展
の
脈
絡
か
ら
見

れ
ば
﹃
杜
子
春
伝
﹄
に
色
濃
く
遁
世
思
想
が
含
ん
で
い
る
こ
と
︒

芥
川
龍
之
介
の
﹃
杜
子
春
﹄
は
そ
の
思
想
を
受
け
続
い
で
い
た
︒

次
は
陶
淵
明
と
隠
遁
の
生
活
に
対
す
る
芥
川
龍
之
介
の
あ
こ
が
れ

で
あ
る
︒
桃
の
花
で
囲
ま
れ
た
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
︑
芥
川
龍

之
介
が
翻
案
し
た
時
に
﹃
桃
花
源
記
﹄
か
ら
の
遁
世
思
想
を
﹃
杜

子
春
﹄
に
導
き
入
れ
た
︒
そ
の
影
響
の
問
題
で
あ
る
︒
最
後
に
芥

川
龍
之
介
の
生
活
経
歴
︑
手
紙
︑
作
っ
た
漢
詩
な
ど
か
ら
見
る
︑

芥
川
龍
之
介
の
個
人
的
な
気
質
の
問
題
も
あ
る
︒ 

﹃
杜
子
春
﹄
に
お
け
る
遁
世
思
想
を
深
く
掘
り
︑
新
た
な
読
み

方
を
提
供
し
た
い
︒ 

   



鄭
成
程(

国
文
学
専
攻
博
士
前
期
課
程
二
年) 

﹁
日
中
二
次
元
文
化
か
ら
見
る
新
語
・
流
行
語
の
発
展
﹂ 

 

新
語
・
流
行
語
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
社
会
を
反
映
す
る
こ
と

が
で
き
る
︵
蒋
︐
２
０
１
８
：
７
１
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
新
語
・
流

行
語
の
分
析
を
通
じ
て
︑
そ
の
当
時
の
世
相
が
把
握
で
き
︑
今
後

の
社
会
動
向
が
予
想
で
き
る
と
言
え
る
︒
そ
し
て
︑
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
︑
二
次
元
文
化
に
関
心
を
寄
せ
る
人
は
増
え

る
一
方
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
言
葉
も
︑
世
の
中
の
一
般

の
人
々
及
び
社
会
に
あ
る
程
度
影
響
を
与
え
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
︒ 

本
研
究
は
︑﹁G

oogle T
ren

ds

﹂
と
﹁
百
度
指
数
﹂
を
用
い
て

日
本
と
中
国
の
二
次
元
文
化
に
現
れ
て
い
る
新
語
・
流
行
語
の
う

ち
︑
意
味
や
使
い
方
が
近
い
語
彙
を
比
較
し
︑
そ
れ
ら
の
言
葉
の

語
源
と
語
彙
間
の
影
響
及
び
社
会
に
与
え
る
影
響
を
解
明
す
る
こ

と
に
よ
り
︑
相
互
の
言
語
文
化
・
差
異
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た

い
︒
そ
の
新
語
・
流
行
語
の
発
展
か
ら
︑
日
中
両
国
の
文
化
交
流

の
傾
向
を
展
望
し
︑
将
来
︑
日
中
両
国
の
文
化
交
流
を
始
め
︑
相

互
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
の
二
次
元
産
業
の
発
展
を
も
促
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒ 

      

鈴
置
拓
也(

中
国
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
一
年) 

﹁
中
村
敬
宇
の
文
章
論
に
つ
い
て
﹂ 

 

中
村
敬
宇
は
︑
幕
末
期
に
は
御
儒
者
と
し
て
︑
明
治
維
新
後
は

啓
蒙
家
・
教
育
者
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
︑
彼
に
関
す
る

研
究
も
数
多
い
︒
し
か
し
︑
敬
宇
の
文
章
論
に
つ
い
て
の
研
究
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
︒
一
方
で
︑
幕
末
明
治
期
の
漢
文

学
︑
殊
に
文
章
論
に
つ
い
て
の
研
究
も
乏
し
い
︒ 

敬
宇
の
文
章
論
は
︑
他
の
儒
者
同
様
﹁
道
﹂
と
深
く
関
係
し
て

い
る
︒
簡
潔
に
言
え
ば
︑
そ
の
学
習
方
法
は
﹁
道
﹂
の
載
せ
ら
れ

た
聖
賢
の
書
を
熟
読
し
て
そ
の
﹁
文
理
﹂
を
胸
中
に
蓄
え
る
と
い

う
も
の
で
あ
り
︑
作
文
法
は
そ
の
蓄
え
た
﹁
文
理
﹂
を
﹁
平
常
の

説
話
﹂
の
如
く
字
句
に
拘
ら
ず
に
直
接
的
に
表
現
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
︒ 

﹁
平
常
の
説
話
﹂
の
如
く
作
文
を
す
る
と
い
う
の
は
︑
彼
の
英

学
の
素
養
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
洋
学
流
入

全
盛
期
で
あ
る
幕
末
明
治
期
に
お
け
る
特
徴
的
な
文
章
論
だ
と
言

え
る
︒ 

本
発
表
で
は
︑
学
問
形
成
期
か
ら
明
治
以
降
に
い
た
る
ま
で
︑

敬
宇
の
生
涯
に
渡
る
文
章
論
に
つ
い
て
︑
文
稿
あ
る
い
は
文
集
を

中
心
に
用
い
て
考
察
を
試
み
︑
さ
ら
に
︑
そ
れ
が
日
本
の
近
代
化

過
程
に
お
い
て
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
新
た
な
課
題
へ
と
繋
げ
た
い
︒ 
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講
演
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︹
演
題
︺ 

愛
執
の
図
像
学―

―

中
世
説
話
画
に
描
か
れ
た
愛
と
発
心

︹
講
師
紹
介
︺ 

早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授 

山
本
聡
美
氏 

 

一
九
七
〇
年
宮
崎
県
生
ま
れ
︒
専
門
は
日
本
中
世
絵
画
史
︒
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満

期
退
学
︒
博
士(

文
学)

︒
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
専
任

講
師
︑
金
城
学
院
大
学
准
教
授
︑
共
立
女
子
大
学
教
授
を
経
て
︑

二
〇
一
九
年
か
ら
現
職
︒
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
︑

角
川
財
団
学
芸
賞
︑
上
野
五
月
記
念
日
本
文
化
研
究
奨
励
賞
︒ 

著
書
・
共
編
著
に
︑ 

﹃
九
相
図
資
料
集
成 

死
体
の
美
術
と
文
学
﹄(

共
編
︑
岩
田
書

院
︑
二
〇
〇
九
年) 

﹃
九
相
図
を
よ
む 

朽
ち
て
ゆ
く
死
体
の
美
術
史
﹄

︵K
A

D
O

K
A

W
A

︑
二
〇
一
五
年
︶ 

﹃
病
草
紙
﹄(

共
編
︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
一
七
年) 

﹃
闇
の
日
本
美
術
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︶ 

﹃
中
世
仏
教
絵
画
の
図
像
誌
﹄(

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
〇
年) 

な
ど
多
数
︒ 

 


