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掲
載
に
あ
た
っ
て
 
 

古
典
文
学
研
究
室
 
中
島
和
歌
子
 
 

学
部
改
組
に
伴
い
、
卒
業
論
文
の
要
旨
を
こ
の
よ
う
な
形
で
掲
載
す
る
 
 

の
は
、
こ
れ
が
四
回
目
で
あ
る
 
（
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
は
続
く
）
。
私
事
 
 

を
述
べ
る
の
は
恐
縮
だ
が
、
二
〇
〇
五
年
反
復
期
は
、
内
地
研
修
に
出
て
 
 

不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
卒
論
中
間
発
表
会
の
準
備
ま
で
は
担
当
し
た
も
の
 
 

の
、
当
日
、
そ
し
て
年
末
の
受
け
取
り
日
、
年
が
明
け
て
か
ら
の
口
頭
試
 
 

問
等
は
全
て
欠
席
し
、
こ
れ
ら
の
世
話
は
全
て
国
語
学
研
究
室
の
吉
見
孝
 
 

夫
氏
に
お
願
い
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
御
礼
を
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
 
 
 

さ
て
四
月
初
旬
に
研
修
か
ら
戻
り
、
卒
業
前
に
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
れ
 
 

ら
の
要
旨
を
受
け
取
っ
た
の
だ
が
、
読
ん
で
み
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
 
 

ら
、
昨
年
七
月
の
構
想
発
表
会
で
聴
い
た
内
容
が
、
個
人
差
は
あ
る
も
の
 
 

の
、
い
ず
れ
も
深
め
ら
れ
て
い
た
。
論
文
掟
出
に
向
け
て
、
各
人
各
様
に
 
 

努
力
し
た
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
さ
ら
に
、
今
年
度
ま
た
再
改
組
後
の
担
任
 
 

と
な
り
、
日
々
新
入
生
連
に
接
す
る
に
つ
け
、
人
草
し
た
頃
の
姿
ま
で
も
 
 

が
思
い
出
さ
れ
て
く
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、
卒
業
論
文
完
戊
に
到
っ
た
と
 
 

い
う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
糧
の
一
つ
と
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
 
 
 

以
下
、
二
〇
〇
五
年
九
月
卒
業
者
の
要
旨
を
先
と
し
、
そ
の
後
は
、
二
 
 

〇
〇
六
年
三
月
卒
業
者
の
そ
れ
ら
を
研
究
室
ご
と
に
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

学
生
番
号
順
に
掲
載
し
た
。
 
 

二
〇
〇
五
年
度
卒
業
論
文
要
旨
集
 
 

文
化
文
政
期
の
女
性
が
使
用
し
た
終
助
詞
に
つ
い
て
 
 

国
語
学
研
究
室
一
一
四
〇
 
八
島
 
綾
子
 
 

現
代
の
日
本
語
は
、
終
助
詞
に
お
い
て
男
女
差
が
あ
る
。
そ
の
男
女
差
 
 

形
成
の
動
き
は
、
命
令
・
禁
止
の
働
き
で
は
な
い
「
な
」
、
「
ね
」
、
「
の
」
 
 

に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
文
化
文
政
期
の
滑
稽
本
を
資
料
と
し
て
、
終
助
詞
「
な
」
、
「
ね
」
、
 
 

「
の
」
に
つ
い
て
女
性
が
使
用
し
た
場
合
に
上
梓
語
や
働
き
、
使
用
者
の
 
 

年
齢
層
（
老
人
、
成
人
、
子
ど
も
）
と
階
層
 
（
上
層
、
中
層
、
下
層
）
 
か
 
 

ら
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
か
ら
終
助
詞
は
女
性
に
よ
っ
 
 

て
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

そ
の
結
果
、
年
齢
層
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
「
な
」
は
、
ど
の
よ
う
 
 

な
場
合
で
も
年
齢
層
の
か
た
よ
り
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
ね
」
 
 

と
「
の
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
音
化
さ
れ
た
「
ね
え
」
と
「
の
う
」
で
は
、
 
 

老
人
の
使
用
例
が
成
人
と
比
べ
て
大
変
少
な
く
、
成
人
と
同
じ
よ
う
に
使
 
 

用
す
る
傾
向
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
階
層
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
 
 

中
層
と
下
層
は
三
つ
の
終
助
詞
を
ま
ん
べ
ん
な
く
使
用
す
る
が
、
上
層
は
、
 
 

「
ね
」
は
、
他
の
階
層
と
同
様
に
使
用
す
る
が
、
「
な
」
、
「
の
」
は
、
極
 
 

端
に
使
用
例
が
少
な
い
の
で
、
使
用
し
な
い
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
文
化
文
政
期
の
終
助
詞
「
な
」
、
「
ね
」
、
「
の
」
は
、
 
 

全
て
の
女
性
が
皆
同
じ
よ
う
に
使
用
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
終
助
詞
を
 
 

使
用
す
る
女
性
の
年
齢
層
や
階
層
の
遠
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
使
用
に
つ
い
 
 

て
も
遠
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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