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二
〇
一
九
年
度 

 
 

中
古
文
学
会
春
季
大
会 
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
発
表
要
旨 

  

期
日 

五
月
十
八
日
（
土
）
・
十
九
日
（
日
） 

会
場 

共
立
女
子
大
学 

      



1 

第
一
日 

五
月
十
八
日
（
土
） 

大
会
企
画 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

《『
伊
勢
物
語
』
を
考
え
直
す
》 

 

趣
意
説
明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
大
学 

田 

村 
 
 

隆 

パ
ネ
リ
ス
ト
紹
介
・
司
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
大
学 

田 

村 
 
 

隆 

パ
ネ
リ
ス
ト
報
告 

 

〈
報
告
１
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
州
大
学
名
誉
教
授 

今 

西 

祐
一
郎 

 

〈
報
告
２
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
帝
京
大
学
教
授
・
東
京
学
芸
大
学
名
誉
教
授 

木 

村 

茂 

光 

 

〈
報
告
３
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帝
塚
山
大
学
［
非
］
内 

田 

美
由
紀 

 

〈
報
告
４
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
政
大
学 

加 

藤 

昌 

嘉 

  

［
趣
意
］ 

『
古
今
集
』
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
国
風
文
化
と
し
て
の
平
安
朝
文
学
の
出
現
は
、
従
来
、

菅
原
道
真
の
遣
唐
使
中
断
の
過
大
評
価
な
ど
に
も
と
づ
い
て
、
中
国
文
化
の
影
響
か
ら
抜

け
出
し
た
日
本
文
化
成
熟
の
成
果
と
し
て
、
文
化
史
、
文
学
史
の
必
然
的
な
展
開
と
見
な

さ
れ
て
き
た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
文
化
・
文
芸
の
場
で
あ
る
宮
廷
で
は
、
そ
の
間
、
革
命
的
と
も
い
え
る

異
常
な
皇
統
交
替
が
起
こ
っ
て
い
た
。
仁
明
天
皇
の
後
、
藤
原
氏
に
支
え
ら
れ
盤
石
の
感

あ
っ
た
文
徳
、
清
和
と
続
い
た
皇
統
は
、
次
の
陽
成
天
皇
の
17
歳
で
の
退
位
と
い
う
異
常

事
態
に
よ
っ
て
断
絶
す
る
。
替
わ
っ
て
即
位
し
た
の
は
、
陽
成
天
皇
に
は
祖
父
に
あ
た
る

文
徳
天
皇
の
弟
の
時
康
親
王
、
55
歳
の
光
孝
天
皇
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
天
皇
の

代
替
わ
り
で
は
な
く
、
皇
統
の
交
替
で
あ
り
、
両
皇
統
間
の
確
執
の
一
端
は
文
献
に
も
記

さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
皇
統
交
替
に
関
し
て
、
歴
史
学
で
は
つ
と
に
そ
の
異
常
さ
が
指
摘
さ
れ
、
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
国
文
学
研
究
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
異
常
な
皇
統
交

替
の
さ
な
か
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
が
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
り
、
異
常
な
皇
統
交
替
に
よ

り
誕
生
し
た
宇
多
天
皇
、
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
が
『
古
今
集
』
の
編
纂
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
『
古
今
集
』
研
究
、
『
伊
勢
物
語
』
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
光
を
当

て
た
研
究
は
乏
し
く
、
『
伊
勢
物
語
』
は
「
珠
玉
の
歌
物
語
」
で
あ
り
、
『
古
今
集
』
は

「
延
喜
聖
代
」
に
お
け
る
文
運
隆
盛
の
証
で
あ
る
と
い
う
見
方
か
ら
抜
け
切
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
『
伊
勢
物
語
』
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
後
人
注
記
や
『
伊
勢
物
語
』

と
い
う
題
号
を
含
め
た
『
伊
勢
物
語
』
生
成
の
過
程
を
、
陽
成
天
皇
か
ら
光
孝
天
皇
へ
の

皇
統
交
替
と
い
う
背
景
に
絡
め
て
考
え
直
し
て
み
た
い
。
『
伊
勢
物
語
』
お
よ
び
日
本
古

代
史
の
研
究
者
計
四
名
を
登
壇
者
に
迎
え
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
。 
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研
究
発
表 

午
前
の
部 

 

フ
ロ
ラ
・
ハ
リ
ス
に
よ
る
英
訳
『
土
佐
日
記
』
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
社
会
事
業
大
学 

大
野 

ロ
ベ
ル
ト 

  

海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
は
十
九
世
紀
後
半
の
開
国
と
同
時
に
出
発
し
、
古
典
文
学
の

本
格
的
な
紹
介
も
、
こ
の
時
期
に
始
ま
っ
て
い
る
。
研
究
の
進
展
を
と
く
に
そ
の
初
期
に

お
い
て
支
え
た
の
は
、
原
典
で
は
な
く
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。
日
記
文
学
、

紀
行
文
学
の
嚆
矢
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
紀
貫
之
の
『
土
佐
日
記
』
も
そ
の
例
に
も
れ
ず
、

明
治
以
降
、
ア
ス
ト
ン
、
ポ
ー
タ
ー
、
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
、
マ
イ
ナ
ー
、
マ
ッ
カ
ラ
な
ど
の

研
究
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
英
訳
・
紹
介
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
英
訳
と

し
て
最
も
古
く
、な
お
か
つ
完
訳
で
あ
る
フ
ロ
ラ
・
ベ
ス
ト
・
ハ
リ
ス（Flora Best Harris

、

一
八
五
〇
〜
一
九
〇
九
）
に
よ
る
『
土
佐
日
記
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
内
容
や

成
立
事
情
は
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、

英
語
圏
の
研
究
書
で
も
、
し
ば
し
ば
そ
の
存
在
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
本

報
告
で
は
、一
八
九
一
年
と
一
九
一
〇
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
出
版
さ
れ
た
ハ
リ
ス
訳『
土

佐
日
記
』
に
つ
い
て
、
そ
の
書
誌
や
成
立
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
ハ
リ
ス
の
訳

業
が
国
内
外
で
受
け
た
評
価
や
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
今
後
『
土

佐
日
記
』
の
海
外
に
お
け
る
受
容
の
過
程
を
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
関
連
も

含
め
て
、
さ
ら
に
深
く
探
求
す
る
た
め
の
足
が
か
り
と
し
た
い
。 

     

  

『
更
級
日
記
』
冒
頭
の
薬
師
仏
と
『
源
氏
物
語
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
立
国
語
研
究
所
（
非
常
勤
研
究
員
） 

西
原 

志
保 

 

『
更
級
日
記
』
冒
頭
で
作
者
は
、
上
京
し
物
語
を
読
む
こ
と
を
願
い
、「
等
身
に
薬
師
仏

を
造
」
る
（
新
全
集
、279

頁
）。
こ
の
薬
師
仏
に
つ
い
て
は
、
絵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
後
半
で
夢
に
見
る
阿
弥
陀
如
来
と
の
関
係
な
ど
、
様
々
に
論
じ
ら

れ
る
。 

本
発
表
で
は
、
こ
の
薬
師
仏
に
、
京
へ
行
き
、
物
語
を
読
み
た
い
と
い
う
自
ら
の
祈
り

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
等
身
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
、
薫
が
大
君
の
死
後
「
む
か
し
お
ぼ
ゆ
る
人
形
を
も
つ
く
り
、
絵
に
も
か
き
と

り
て
、
お
こ
な
ひ
侍
ら
む
と
な
ん
」（
新
大
系
、
宿
木
、5

巻82

頁
）
と
思
い
、
自
ら
の

大
君
へ
の
執
着
を
癒
そ
う
と
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
と
、
自
ら
の
執
着
や
欲
望
を

癒
す
た
め
の
も
の
と
し
て
仏
像
の
よ
う
な
も
の
が
希
求
さ
れ
る
こ
と
が
、
共
通
す
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
更
級
日
記
』
作
者
は
浮
舟
に
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
が
、

大
君
の
「
人
形
」「
形
代
」
と
し
て
登
場
し
た
の
が
浮
舟
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
欲
望
を

託
す
対
象
で
あ
る
こ
の
薬
師
仏
は
、「
等
身
」
で
あ
る
こ
と
で
、
自
己
像
や
自
ら
の
分
身
・

人
形
の
よ
う
な
機
能
も
想
起
さ
せ
る
。 

そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
こ
の
薬
師
仏
を
自
画
像
、
あ
る
い
は
人
形
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
浮
舟
へ
の
憧
れ
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
物
語
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
へ
の
憧
れ
と
、
日
記
と
い
う
自
己
を
語
る
行
為

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
の
関
係
の
上
に
、『
更
級
日
記
』
冒
頭
の
「
等
身
」
の
薬
師
仏
を
位
置

づ
け
、
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
。 

 

第
二
日 

五
月
十
九
（
日
） 
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さ
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を
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
関
連
も

含
め
て
、
さ
ら
に
深
く
探
求
す
る
た
め
の
足
が
か
り
と
し
た
い
。 

     

  

『
更
級
日
記
』
冒
頭
の
薬
師
仏
と
『
源
氏
物
語
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
立
国
語
研
究
所
（
非
常
勤
研
究
員
） 

西
原 

志
保 

 

『
更
級
日
記
』
冒
頭
で
作
者
は
、
上
京
し
物
語
を
読
む
こ
と
を
願
い
、「
等
身
に
薬
師
仏

を
造
」
る
（
新
全
集
、279

頁
）。
こ
の
薬
師
仏
に
つ
い
て
は
、
絵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
後
半
で
夢
に
見
る
阿
弥
陀
如
来
と
の
関
係
な
ど
、
様
々
に
論
じ
ら

れ
る
。 

本
発
表
で
は
、
こ
の
薬
師
仏
に
、
京
へ
行
き
、
物
語
を
読
み
た
い
と
い
う
自
ら
の
祈
り

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
等
身
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
、
薫
が
大
君
の
死
後
「
む
か
し
お
ぼ
ゆ
る
人
形
を
も
つ
く
り
、
絵
に
も
か
き
と

り
て
、
お
こ
な
ひ
侍
ら
む
と
な
ん
」（
新
大
系
、
宿
木
、5

巻82

頁
）
と
思
い
、
自
ら
の

大
君
へ
の
執
着
を
癒
そ
う
と
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
と
、
自
ら
の
執
着
や
欲
望
を

癒
す
た
め
の
も
の
と
し
て
仏
像
の
よ
う
な
も
の
が
希
求
さ
れ
る
こ
と
が
、
共
通
す
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
更
級
日
記
』
作
者
は
浮
舟
に
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
が
、

大
君
の
「
人
形
」「
形
代
」
と
し
て
登
場
し
た
の
が
浮
舟
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
欲
望
を

託
す
対
象
で
あ
る
こ
の
薬
師
仏
は
、「
等
身
」
で
あ
る
こ
と
で
、
自
己
像
や
自
ら
の
分
身
・

人
形
の
よ
う
な
機
能
も
想
起
さ
せ
る
。 

そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
こ
の
薬
師
仏
を
自
画
像
、
あ
る
い
は
人
形
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
浮
舟
へ
の
憧
れ
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
物
語
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
へ
の
憧
れ
と
、
日
記
と
い
う
自
己
を
語
る
行
為

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
の
関
係
の
上
に
、『
更
級
日
記
』
冒
頭
の
「
等
身
」
の
薬
師
仏
を
位
置

づ
け
、
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
。 

 

第
二
日 

五
月
十
九
日
（
日
） 
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古
今
和
歌
六
帖
の
構
成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
国
大
学 

田
中 

智
子 

  

『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
現
存
諸
本
は
い
ず
れ
も
、
約
四
五
〇
〇
首
の
和
歌
を
二
五
の
大

項
目
（
大
項
目
と
い
う
呼
称
は
発
表
者
が
便
宜
的
に
用
い
た
も
の
）
に
分
け
、
さ
ら
に
そ

れ
を
五
〇
〇
余
の
項
目
に
分
類
・
配
列
す
る
か
た
ち
を
と
る
。
こ
う
し
た
項
目
別
の
歌
集

構
成
こ
そ
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
最
大
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
本
発
表
で
は
、
漢
籍
の
類

書
や
辞
書
、
ま
た
『
古
今
集
』
な
ど
の
勅
撰
集
の
分
類
法
と
の
比
較
を
通
じ
て
、『
古
今
和

歌
六
帖
』
に
お
け
る
和
歌
分
類
・
配
列
の
あ
り
方
に
検
討
を
加
え
、
同
集
独
自
の
歌
集
構

成
の
方
法
・
論
理
を
考
察
し
た
い
。 

 

な
お
、
二
五
の
大
項
目
は
、「
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
天
・
山
・
田
・
野
・
都
・
田
舎
・
宅
・

人
・
仏
事
・
水
・
恋
・
祝
・
別
・
雑
思
・
服
飾
・
色
・
錦
綾
・
草
・
虫
・
木
・
鳥
」
か
ら

成
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
第
一
帖
冒
頭
に
み
え
る
「
古
今
和
謌
六
帖
題
目
録
」
に
は
、

「
春
・
夏
・
秋
・
冬
」
の
さ
ら
な
る
上
位
概
念
と
し
て
「
歳
時
部
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

題
目
録
の
な
か
で
「
部
」
が
み
え
る
の
は
当
該
箇
所
の
み
で
あ
り
、
こ
の
「
部
」
の
位
置

づ
け
を
い
か
に
捉
え
る
か
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
構
成
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

本
発
表
で
は
こ
の
「
部
」
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
和
歌
の
具
体
例
に
即
し

な
が
ら
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
大
項
目
の
構
成
の
あ
り
方
に
再
検
討
を
加
え
、
同
集
の
構

成
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

      

空
海
の
「
文
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
―
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
に
み
る
実
践
と
思
考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早
稲
田
大
学 

河
野
貴
美
子 

   

空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
実
に
多
く
の
「
文
」
を
残
し

た
人
物
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
そ
の
中
で
も
空
海
の
詩
文
を
収
め
る
『
遍
照
発
揮
性
霊

集
』（
真
済
編
。
十
巻
。
う
ち
巻
八
～
巻
十
は
済
暹
編
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
に

よ
る
補
）
を
中
心
に
取
り
あ
げ
、
空
海
が
い
か
な
る
「
文
」
を
書
き
、
ま
た
、
空
海
が
「
文
」

と
い
う
も
の
を
い
か
に
捉
え
、
い
か
な
る
思
考
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。 

 

空
海
は
、
唐
へ
の
留
学
を
果
た
し
、
密
蔵
の
奥
義
を
学
び
取
る
と
と
も
に
、「
文
」
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
入
手
し
て
帰
国
し
た
。『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』所
収
の
文
か
ら
は
、

そ
う
し
た
空
海
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
い
か
な
る
葛

藤
や
創
意
が
あ
っ
た
の
か
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
空
海
は
帰
国
後
、天
皇
や
官
人
、

仏
者
や
弟
子
た
ち
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
「
文
」
を
通
じ
て
つ
な
が
り
を
持
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
「
文
」
に
は
、
空
海
に
と
っ
て
「
文
」
と
は
何
か

と
い
う
、
い
わ
ば
空
海
の
「
文
」
論
が
し
ば
し
ば
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
渡
唐
し

て
梵
字
を
も
習
得
し
た
空
海
は
、
真
言
の
教
え
を
（
梵
字
な
ら
ぬ
）「
文
」
で
伝
え
る
こ
と

の
限
界
を
説
く
一
方
、「
文
」
の
「
不
朽
」
を
称
え
た
り
、
詩
文
を
作
り
贈
答
す
る
こ
と
の

感
動
を
述
べ
た
り
も
し
て
い
る
。 

 

発
表
で
は
、「
文
」
を
め
ぐ
る
空
海
の
実
践
と
思
考
の
あ
り
よ
う
を
検
討
し
な
が
ら
、
平

安
初
期
と
い
う
時
代
の
文
学
に
お
い
て
空
海
の
存
在
と
行
動
が
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
た
い
。 
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研
究
発
表 

午
後
の
部 

  

渡
殿
の
戸
口
の
紫
の
上 

 

―
「
薄
雲
」
巻
に
お
け
る
中
将
の
君
を
介
し
た
歌
を
め
ぐ
っ
て
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湘
北
短
期
大
学
［
非
］ 

佐
藤 

洋
美 

  

『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
巻
、
大
堰
に
向
か
う
光
源
氏
は
、
後
を
追
う
明
石
の
姫
君
に
催

馬
楽
「
桜
人
」
の
一
節
を
用
い
て
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
口
に
す
る
が
、
そ
れ
を
聞
い
た

紫
の
上
は
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
「
待
ち
か
け
」、
女
房
で
あ
る
中
将
の
君
を
介
し
て
そ
の
「
桜

人
」
の
詩
句
を
用
い
た
皮
肉
な
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
。
従
来
、
当
該
場
面
は
紫
の
上
が

明
石
の
君
へ
の
嫉
妬
を
収
束
さ
せ
て
い
く
過
程
の
な
か
で
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
が
、
こ

こ
で
、「
渡
殿
の
戸
口
」
と
い
う
場
所
で
、
し
か
も
わ
ざ
わ
ざ
女
房
に
歌
を
託
し
て
詠
み
か

け
る
紫
の
上
の
ふ
る
ま
い
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。 

 

諸
注
釈
に
は
、「
渡
殿
の
戸
口
」
に
「
待
ち
か
け
」
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
、
紫
の
上
と

中
将
の
君
の
両
説
が
存
在
す
る
が
、
本
発
表
で
は
、
ま
ず
「
待
ち
か
く
」
の
主
体
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
紫
の
上
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、「
渡
殿
」
と
は

殿
舎
間
を
つ
な
ぐ
建
物
で
あ
り
、
女
房
の
局
に
な
る
こ
と
や
、
垣
間
見
の
場
と
し
て
描
か

れ
る
こ
と
な
ど
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
渡
殿
の
戸
口
」
と
い
う
場
所
の
特
異
性

を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
、
紫
の
上
が
そ
こ
で
歌
を
詠
み
か
け
る
意
義
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
場
所
で
、
紫
の
上
が
直
接
詠
み
か
け
る
の
で
は

な
く
、
光
源
氏
の
召
人
で
も
あ
る
中
将
の
君
に
歌
わ
せ
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

当
該
場
面
は
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
を
基
調
と
し
て
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
る
場
面
の
様
相
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
君
を
譲
渡
さ
れ
た
後
の
紫
の
上

の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

   

手
紙
に
み
え
る
柏
木
の
情
念 

―
『
源
氏
物
語
』「
胡
蝶
」
巻
「
い
と
細
く
小
さ
く
結
び
た
る
」
を
端
緒
と
し
て
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

國
學
院
大
學
［
院
］ 

小
菅 

あ
す
か 

  

「
胡
蝶
」
巻
、
玉
鬘
の
も
と
へ
求
婚
者
か
ら
手
紙
が
寄
せ
ら
れ
る
。
光
源
氏
は
そ
の
な

か
で
も
「
い
と
細
く
小
さ
く
結
び
た
る
」
手
紙
に
関
心
を
示
す
。「
思
ふ
と
も
君
は
知
ら
じ

な
わ
き
か
へ
り
岩
漏
る
水
に
色
し
見
え
ね
ば
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
の
手
紙
は
、
玉
鬘
へ

思
い
を
寄
せ
る
柏
木
が
送
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
ま
で
「
い
と
細
く
小
さ
く
結
び
た
る
」
形
式
は
、
懸
想
文
の
定
型
で
あ
る
結
び
文

と
、
こ
の
手
紙
を
「
結
ぼ
ほ
れ
た
る
」
と
表
し
た
光
源
氏
の
言
と
を
掛
け
る
こ
と
で
、
求

婚
者
と
し
て
の
心
情
を
表
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
結
び
文
の
有
り
様
が

こ
こ
ま
で
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
場
面
を
除
い
て
は
近
江
の
君
か
ら
弘
徽

殿
女
御
へ
送
ら
れ
た
手
紙
の
み
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
特
異
と
も
と
れ
る
形
式

を
柏
木
は
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

従
来
、「
結
ぶ
」
と
い
う
行
為
に
は
、
物
だ
け
で
は
な
く
同
時
に
動
作
主
の
思
い
を
も
繫

ぎ
合
わ
せ
る
機
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
柏
木
の
手
紙
は
結
び
文
と
い
う
形
式
を
持
つ

こ
と
で
、
情
念
と
も
呼
ぶ
べ
き
強
い
思
い
を
繫
ぎ
留
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
紙
は

玉
鬘
で
は
な
く
光
源
氏
に
よ
っ
て
開
封
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
本
来
玉
鬘
に
届
く
べ

き
情
念
が
光
源
氏
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

本
発
表
で
は
、
柏
木
に
と
っ
て
の
「
手
紙
を
結
ぶ
」
行
為
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
形
式
が
い
か
に
手
紙
で
詠
ま
れ
た
歌
と
連
関
し
、
柏
木
の
情
念
を
表
現

し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
手
紙
を
後
の
女
三
の
宮
と
の
物
語
へ

繫
が
る
端
緒
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
。 



5 

「
め
や
す
し
」
が
繋
ぐ
物
語
―
―
落
葉
宮
と
真
木
柱
を
中
心
に
―
― 

帝
京
中
学
・
高
等
学
校
［
非
］ 

深
田 

弥
生 

 

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
同
一
の
語
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
や
状
況
に
よ
っ
て
、
多
様
な

意
味
・
内
容
で
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
手
法
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
語

脈
」
と
い
う
。
本
発
表
で
は
、
そ
の
「
語
脈
」
が
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
一
例
と
し
て
、

「
め
や
す
し
」
と
い
う
語
と
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
物
語
を
追
っ
て
み
た
い
と
考
え
て

い
る
。 

「
め
や
す
し
」
の
語
脈
に
つ
い
て
指
摘
し
た
研
究
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
こ
の
形
容

詞
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
一
〇
五
例
を
数
え
る
。
ま
た
、
そ
の
対
象
に
着
目
す
る
と
、
取

り
立
て
て
後
見
を
持
た
な
い
女
君
に
顕
著
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
目
に
付
く
。こ
の
語
は
、

寄
る
辺
な
い
身
の
上
の
女
君
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
重
要
だ

と
思
わ
れ
る
。 

今
回
は
、「
め
や
す
し
」
の
語
が
集
中
す
る
物
語
の
中
で
も
、
再
婚
す
る
女
君
と
し
て
共

通
項
を
持
つ
、
落
葉
宮
と
真
木
柱
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
い
。
彼
女
た
ち
は
、
朱
雀
院
が

女
三
宮
の
婿
選
び
の
際
に
口
に
し
た
、
生
き
難
い
女
性
の
人
生
を
な
ぞ
っ
た
二
人
だ
と

言
っ
て
よ
い
。 

 

本
発
表
で
は
、
ま
ず
こ
の
二
人
の
共
通
点
を
挙
げ
、
二
人
の
運
命
が
入
れ
替
わ
る
こ
と

も
有
り
得
た
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
、
互
い
に
補
完
す
る
物
語
と
し
て
読
み
得
る
こ
と
を
確
認

し
、
論
を
進
め
る
。
次
に
、
落
葉
宮
と
夕
霧
の
事
件
で
「
め
や
す
し
」
が
繰
り
返
さ
れ
る

さ
ま
と
、
真
木
柱
の
人
生
に
対
す
る
玉
鬘
の
「
め
や
す
し
」
と
い
う
言
説
と
を
そ
れ
ぞ
れ

読
み
解
く
。
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
後
見
人
の
決
め
た
わ
け
で
な
い
再
婚
に
よ
っ

て
苦
悩
し
た
女
君
の
人
生
に
対
す
る
、
物
語
の
一
つ
の
見
解
を
垣
間
見
る
こ
と
を
目
標
と

す
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
諸
本
の
断
層
―
―
証
本
系
と
普
通
本
系
と
―
― 
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松
村
博
司
氏
が
『
栄
花
物
語
』
諸
本
を
、
古
本
系
、
流
布
本
系
、
異
本
系
に
分
類
し
た

後
、
久
保
木
秀
夫
氏
に
よ
っ
て
西
本
願
寺
本
の
位
置
づ
け
が
見
直
さ
れ
た
。
さ
ら
に
顕
昭

説
証
本
系
の
伝
本
で
あ
る
学
習
院
大
学
文
学
部
所
蔵
本(

以
下
、
学
習
院
本
と
略
称
す
る)

が
発
見
さ
れ
た
後
、
加
藤
静
子
氏
に
よ
る
続
編
の
学
習
院
本
研
究
、
小
島
明
子
氏
に
よ
る

富
岡
本
の
検
討
が
為
さ
れ
て
き
た
。 

 

ま
た
、
歴
史
叙
述
に
関
し
て
は
先
学
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
梅
沢
本
に
立
脚

し
て
い
る
。 

 

さ
て
、
学
習
院
本
を
閲
す
る
と
全
四
〇
巻
に
わ
た
り
膨
大
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
異

同
の
傾
向
の
特
徴
は
、
普
通
系
諸
本
の
独
自
本
文
を
ほ
ぼ
有
す
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、

西
本
願
寺
本(

流
布
本
系)

の
特
色
で
あ
る
巻
一
五
の
願
文
、
出
所
不
明
の
本
文
と
さ
れ
て

き
た
巻
八
の
富
岡
甲
本(

異
本
系)

の
書
き
入
れ
、
巻
二
五
の
書
き
入
れ
と
し
て
見
ら
れ
る

兼
好
法
師
真
跡
本
の
一
節
、
西
本
願
寺
本
及
び
陽
明
文
庫
本(

古
本
系
二
種)

に
見
ら
れ
る

巻
二
〇
の
末
尾
の
部
分
な
ど
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
学
習
院
本
は
顕
昭
説
証
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
室
町
期
の
書
写
で
あ
り
、
同

系
の
古
筆
切
を
通
覧
し
て
も
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
頃
の
も
の
が
残
存
す
る
程
度
で

あ
る
。
誤
写
が
想
定
さ
れ
る
部
分
や
明
ら
か
な
誤
り
、
意
味
不
明
な
記
述
も
あ
る
。
だ
が
、

い
っ
ぽ
う
で
和
歌
の
異
伝
資
料
や
普
通
本
系
諸
本
と
は
異
な
る
記
述
も
看
取
さ
れ
る
の
だ
。

 

 

本
発
表
で
は
、
学
習
院
本
の
位
相
を
見
定
め
な
が
ら
、
藤
原
道
長
と
そ
の
子
女
頼
通
、

寛
子
、
嬉
子
に
関
わ
る
記
事
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
本
の
論
理
を
析
出
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 






