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文
献
学
的
に
考
察
し
て
、
こ
の
論
題
の
も
と
に
扱

ふ
く
き
「
古
代
文
学
」
の
時
代
区
分
を
、
一
応
、
記

載
文
学
時
代
（
即
ち
推
古
朝
か
ら
奈
良
末
期
ま
で
）

と
限
定
し
、
こ
の
期
間
に
現
れ
た
文
学
作
品
を
対
象

に
討
論
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

奈
良
初
期
に
は
古
事
記
や
日
本
書
紀
が
完
成
し
て

ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
の
撰
書
に
現
れ
た
神
話
・
伝
説
・

歌
謡
な
ど
を
伝
唱
文
学
の
領
域
に
於
て
扱
ふ
べ
き
で

あ
る
と
す
る
論
旨
に
は
一
面
の
理
が
あ
り
、
そ
の
発

生
の
本
源
に
対
し
て
は
忠
実
で
あ
る
と
首
肯
し
得
る

が
、
語
部
に
よ
っ
て
承
存
さ
れ
た
内
容
も
、
文
字
に

固
定
さ
れ
れ
ば
、
記
戦
文
学
と
し
て
の
新
し
い
角
度

か
ら
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

こ
れ
は
奈
良
末
期
に
成
立
し
た
万
葉
集
に
も
云
ひ

得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
伝
謂
歌

は
古
事
記
の
場
合
と
は
異
な
り
、
太
古
時
代
か
ら
の

口
碑
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
概
ね
文
字
伝
来
以
後

の
所
産
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
伝
請
歌

が
、
語
部
と
い
ふ
特
定
人
物
に
よ
っ
て
伝
へ
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
誰
人
か
の
口
伝
に
よ
っ

郵
送
に
よ
る
討
論

古
代
文
学
研
究
に
お
け
る
今
日
の
焦
点
と
欠
点

て
記
録
さ
れ
た
事
情
（
即
ち
文
字
に
固
定
さ
れ
る
に

至
っ
た
経
路
）
は
同
列
で
あ
る
。
そ
し
て
特
定
人
物
の

手
に
よ
ら
な
か
っ
た
が
た
め
に
相
当
の
異
伝
歌
を
生

ず
る
結
果
に
さ
へ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
記
載
文
学

と
し
て
の
価
値
は
、
必
ず
し
も
伝
唱
文
学
の
領
域
に

追
従
し
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体

の
分
野
に
於
て
検
討
を
加
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
風
土
記
の
場
合
に
も
論
及
し
得
る
こ

と
で
あ
る
が
、
記
載
文
学
と
し
て
の
使
命
は
、
文
字

に
よ
る
新
し
い
表
現
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
見
地
に
立
っ
て
「
時
代
区
分
」

を
再
認
識
し
、
口
伝
の
世
界
か
ら
安
定
し
た
境
域
に

導
入
さ
れ
た
「
文
学
と
し
て
の
形
態
」
を
改
め
て
追

究
し
て
行
く
と
い
ふ
点
に
今
日
の
課
題
が
残
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

青

木

生

子

Ｈ
図
ら
ず
も
前
野
貞
男
氏
に
よ
っ
て
「
時
代
区
分
」

（
記
載
文
学
と
し
て
の
云
之
は
、
今
、
別
に
し
て
）

の
問
題
が
提
案
さ
れ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
も
一

つ
の
関
心
事
で
あ
る
。
古
代
文
学
の
範
囲
を
ど
こ
に

お
く
か
。
互
い
の
暗
黙
の
了
解
の
範
囲
で
今
は
具
体

的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
一
方
で

こ
の
問
題
は
、
当
然
逢
着
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
課

題
で
あ
る
と
思
う
。
（
本
学
会
に
即
し
て
い
え
ば
、

「
上
代
文
学
」
で
な
く
て
古
代
文
学
で
あ
る
と
こ
ろ

の
理
由
な
ど
）
。
そ
れ
は
、
研
究
範
囲
の
便
宜
的
な

打
合
せ
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
古
代
文
学
の

本
質
問
題
に
当
然
か
か
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

具
体
的
詳
細
な
研
究
と
同
時
に
一
方
で
、
こ
の
綜
合

的
本
質
的
な
課
題
を
念
頭
に
お
き
た
く
思
う
。

本
学
会
で
、
で
き
れ
ば
共
同
作
業
の
よ
う
な
も
の

が
（
右
の
何
れ
の
面
で
あ
ろ
う
と
）
企
画
さ
れ
れ
ば

面
白
い
と
思
う
。
勿
論
長
年
月
を
か
け
て
で
あ
る
。

目
前
野
氏
の
「
記
載
文
学
」
の
御
意
見
に
つ
い
て
。

古
代
文
学
で
は
、
今
日
し
り
う
る
も
の
は
す
べ
て

記
載
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
文
献
学
的
に
、
記

載
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
意
味
を
検
討
す
べ
き
と
す

る
御
意
見
に
は
そ
れ
と
し
て
賛
成
で
あ
る
。
だ
が
、

記
載
を
文
献
的
現
象
的
の
面
だ
け
で
い
う
の
な
ら
や

そ
れ
は
す
べ
て
記
載
文
学
で
あ
っ
て
こ
れ
を
特
記
す

る
必
要
も
な
い
。
口
謂
と
記
戦
と
の
区
別
は
、
む
し

ろ
文
学
を
、
発
想
や
歴
史
的
実
態
を
重
視
す
る
発
生

史
の
上
か
ら
考
え
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
。
要
す
る

に
、
文
字
に
よ
る
表
現
に
あ
く
ま
で
即
す
る
か
、
発

想
を
よ
り
重
ん
ず
る
か
に
よ
っ
て
分
れ
る
研
究
憩
度

で
あ
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
古
事
記
も
万
葉
も
記

載
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
面
で
重
視
す
る
御
意
見
だ

が
へ
そ
こ
に
は
氏
も
自
ら
口
・
承
か
ら
記
載
へ
の
推
移
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を
認
め
て
い
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え
記
載
さ
れ
た
も

の
で
も
口
調
さ
れ
た
も
の
の
記
載
と
、
記
載
を
前
提

に
生
れ
た
も
の
と
の
区
別
は
認
め
て
い
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
こ
の
点
を
重
視
し
た
い
。

（
記
載
時
代
に
入
っ
た
万
葉
で
も
、
当
の
作
者
が
は

た
し
て
記
載
し
た
も
の
か
、
こ
れ
を
目
的
に
し
て
作

っ
た
も
の
か
、
或
は
そ
う
で
な
い
も
の
も
相
当
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
記
載
す
る
事
態
に
当
っ
て
何
ら
か

の
改
変
が
さ
れ
る
場
合
も
当
然
考
え
ら
れ
る
）
。
一

方
、
口
請
文
学
の
問
題
は
当
然
民
俗
学
と
も
関
連
し

て
く
る
の
で
、
諸
氏
の
御
意
見
も
賜
り
た
く
思
う
。

（
前
野
氏
の
御
意
見
を
と
り
ち
が
え
て
い
る
点
が
あ

っ
た
ら
お
わ
び
い
た
し
ま
す
）

太

田

善

麿

古
代
文
学
の
研
究
を
さ
さ
え
る
も
の
は
、
何
で
あ

ろ
う
か
。
天
才
に
よ
っ
て
す
ば
ら
し
く
高
く
大
き
い

文
芸
作
品
が
制
作
さ
れ
た
り
、
そ
れ
が
深
く
享
受
鑑

賞
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
機
制
を
探
索
す
る
の
に
は

古
代
は
適
切
な
場
所
が
ら
と
は
言
え
ぬ
。
こ
れ
に
対

し
、
た
と
い
低
く
貧
し
い
も
の
で
は
あ
る
と
し
て
も
、

よ
り
多
く
の
人
食
が
言
語
活
動
に
か
か
わ
っ
て
、
制

作
の
体
験
を
わ
か
ち
あ
う
と
い
う
機
制
を
探
索
す
る

場
所
と
い
う
の
な
ら
、
ぴ
っ
た
り
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
今
日
、
日
本
人
が
当
面
し
つ
つ
あ
る
最

も
大
き
な
課
題
の
一
つ
ｌ
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
、

み
ず
か
ら
の
も
の
を
ゑ
ず
か
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
述

伊

原

昭

前
執
筆
者
諸
氏
が
時
代
区
分
を
問
題
に
さ
れ
た
の

は
全
く
同
感
で
あ
る
。
同
じ
く
〃
古
代
文
学
″
と
言

っ
て
も
研
究
者
一
人
一
人
の
意
味
す
る
内
容
が
異
っ

ベ
明
か
す
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
な
る
と
い
う
こ

と
、
右
に
せ
よ
左
に
せ
よ
、
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

や
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
受
け
売
り
、
口
ま
ね
に
満
足
し
得

な
い
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
ｌ
は
、
ま
こ
と
に

世
界
的
か
つ
当
世
紀
的
課
題
と
も
言
え
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
実
は
言
語
活
動
を
創
造
的
に
営
む
主
体

を
形
成
す
る
問
題
で
あ
り
、
や
が
て
人
間
を
文
学
的

に
成
長
せ
し
め
る
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

古
代
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
享
受
す
る
作
品
と
し
て

は
、
さ
さ
や
か
な
も
の
し
か
な
い
。
す
ば
ら
し
い
作

品
を
享
受
し
て
自
己
に
お
い
て
幸
福
と
満
足
と
を
味

わ
お
う
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
古
代
は
謂
わ
ぱ
不
毛

の
地
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
わ
た

し
と
し
て
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
文
芸
産
出
の

営
み
の
意
味
が
ゆ
か
し
く
て
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
な
意
識
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
輩
の
性
情

を
、
わ
た
し
は
貧
乏
性
を
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
お
の
れ
の
性
な
ら
ば
、
そ
れ
に
徹
し
て
み
る

必
要
が
あ
ろ
う
か
と
も
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
ら
は
卒
爾
に
言
い
出
る
と
誤
解
を
ま
ね
く
お

そ
れ
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
措
い
て
他
に
言
う
べ
き
こ

と
も
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

て
い
る
現
状
は
困
り
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
研
究
者

達
が
同
じ
テ
ー
マ
に
対
し
て
協
力
的
な
研
究
を
し
な

い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ

と
学
界
で
の
共
同
研
究
と
い
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
例
と
し
て
私
は
一
二
の
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

そ
の
一
つ
は
、
多
く
の
古
代
文
学
作
品
に
つ
い
て

完
全
な
総
索
引
が
作
成
せ
ら
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
現
在
、
総
索
引
の
あ
る
の
は
万
葉
だ
け

で
あ
ろ
う
（
古
事
記
の
は
、
む
し
ろ
語
彙
的
な
索
引

の
よ
う
で
あ
る
）
。
総
索
引
の
お
か
げ
で
、
ど
れ
ほ

ど
簡
単
・
正
確
・
多
量
に
希
望
の
資
料
が
検
索
さ
れ

収
集
さ
れ
る
か
は
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
日

の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
時
間
・
労
力
・
経
費
を
要
す

る
仕
事
の
作
成
を
求
め
る
の
は
無
理
か
も
し
れ
ぬ
が

個
人
で
な
く
学
界
全
体
か
ら
多
く
の
研
究
者
達
が
参

加
し
、
早
く
完
全
な
も
の
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

研
究
者
達
が
個
灸
に
浪
費
し
て
い
た
力
を
、
も
っ
と

内
容
に
深
く
立
ち
入
っ
た
研
究
の
方
向
へ
と
ふ
り
む

け
た
な
ら
と
思
う
。
作
成
の
方
法
も
、
例
え
ば
、
総

索
引
で
は
「
ウ
ネ
ピ
」
「
ヲ
」
「
ヲ
シ
」
と
あ
る
が
、

「
ヲ
ヲ
シ
」
と
い
う
説
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

既
成
の
語
概
念
で
作
成
せ
ず
、
語
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し

（
二
音
く
ら
い
づ
つ
に
分
解
す
る
）
て
新
し
い
語
解

釈
を
立
て
得
る
よ
う
な
新
し
い
視
野
か
ら
の
〃
言

的
″
索
引
が
、
今
ま
で
の
語
彙
的
索
引
に
加
え
て
作

ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

も
う
一
つ
は
、
研
究
成
果
の
目
録
、
解
題
、
紹
介
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等
の
作
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
状
で
は
学
会
誌
が

そ
れ
ぞ
れ
労
力
を
か
け
な
が
ら
も
個
灸
別
友
に
不
完

全
な
も
の
を
載
せ
、
研
究
者
も
一
つ
の
ト
ゥ
ー
ル
だ

け
で
は
安
心
で
き
ず
す
べ
て
の
雑
誌
に
目
を
通
そ
う

と
す
る
。
こ
れ
も
亦
、
学
界
全
体
で
計
画
し
協
同
で

完
全
な
も
の
を
作
れ
ば
そ
れ
を
み
る
だ
け
で
学
界
の

動
向
を
確
実
に
知
り
得
て
研
究
上
便
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
学
界
が
も
っ
と
協
力
し
て
共
通
の
ト

ウ
ー
ル
を
作
る
こ
と
が
学
界
の
進
歩
を
促
す
道
で
は

な
か
ろ
う
か
。

尾

崎

暢

映

太
平
洋
戦
争
後
と
く
に
さ
か
ん
と
な
っ
た
方
法

に
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
社
会
学
的
方
法
と
民
俗
学
的
方

法
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
と
て
も
現
在
で
は

そ
の
方
法
一
色
に
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
た
狭
い
も
の
で
な

く
、
た
と
え
ば
、
西
郷
信
綱
氏
あ
た
り
の
論
考
を
見

て
も
、
氏
は
民
俗
学
の
徒
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

ほ
ど
果
敢
に
此
の
方
法
や
成
果
を
と
り
い
れ
、
視
野

は
ひ
ろ
く
、
観
察
は
深
く
鋭
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

、

、

、

、

北
山
茂
夫
氏
あ
た
り
の
態
度
に
は
、
い
っ
こ
く
な
も

の
は
あ
る
が
、
実
証
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
は
明

ら
か
に
見
え
て
い
る
。
民
俗
学
畑
の
人
の
も
の
も
こ

の
例
に
も
れ
ず
、
三
谷
栄
一
氏
な
ど
の
も
の
も
、
該

博
な
知
見
と
探
査
の
上
に
立
っ
て
考
察
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
記
紀
・
万
葉
が
古

典
で
あ
る
以
上
、
な
お
文
献
学
的
方
法
を
基
礎
と

し
、
重
ん
ず
べ
き
ば
当
然
で
あ
り
、
こ
の
点
に
力
を

そ
そ
が
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
今
後
と
て
も
変
り
は

あ
る
ま
い
。
こ
の
意
味
で
、
武
田
・
沢
潟
、
両
氏
あ

た
り
の
注
釈
の
仕
事
は
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
そ

れ
で
も
、
諸
説
の
集
大
成
が
個
人
の
力
で
な
さ
れ
る

以
上
、
遺
漏
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
せ
つ
に

望
ま
れ
る
の
は
、
曾
て
改
造
社
の
「
短
歌
研
究
」
で

な
さ
れ
た
よ
う
な
共
同
研
究
の
再
開
で
あ
る
。
ま
た

同
じ
く
、
曽
て
の
岩
波
書
店
の
「
万
葉
集
研
究
年
報
」

の
よ
う
な
、
考
説
の
た
ん
ね
ん
な
収
集
と
そ
の
要
旨

の
紹
介
が
望
ま
れ
る
。
か
よ
う
な
文
献
学
的
方
法
に

も
と
づ
き
、
研
究
者
の
主
体
的
立
場
を
ま
も
り
な
が

ら
、
広
く
他
の
方
法
・
成
果
を
も
参
酌
し
て
、
公
正

な
成
果
を
う
る
よ
う
つ
と
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

次
に
言
い
た
い
の
は
、
本
文
批
判
、
音
韻
・
語
法
・
語

彙
の
研
究
、
時
代
史
の
観
察
等
に
よ
る
成
果
を
ふ
ま

え
た
解
釈
に
よ
っ
て
疑
問
が
解
決
さ
れ
た
と
思
わ
れ

て
い
た
も
の
に
も
、
な
お
不
備
や
近
代
的
合
理
解
の

指
摘
さ
れ
る
場
合
の
す
ぐ
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
の
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し

て
・
発
想
の
研
究
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た

い
。
以
上
の
意
見
は
全
く
平
凡
の
域
を
出
な
い
。
そ

れ
で
も
、
前
野
氏
以
下
の
諸
氏
の
そ
れ
と
、
す
こ
し

ず
つ
交
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
。

谷

馨

一
、
発
想
に
就
い
て
の
研
究
を
重
視
し
よ
う
と
す
る

発
言
に
賛
成
で
あ
る
。
古
代
人
の
生
活
感
情
に
能
ふ

限
り
こ
の
身
を
近
づ
け
て
ゆ
き
た
い
も
の
だ
と
思
う

二
、
万
葉
研
究
は
近
来
い
よ
い
よ
微
に
入
り
細
を
穿

つ
観
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
分
解
の
域
に
と
ど
ま

る
弊
を
伴
う
憾
み
無
し
と
せ
ぬ
。
綜
合
を
忘
れ
て
は
、

作
品
に
対
す
る
愛
情
は
稀
薄
と
な
り
、
論
の
格
調
は

低
ま
る
。
私
は
、
そ
う
い
う
意
味
に
於
け
る
格
調
高

い
論
考
に
接
し
た
い
思
い
が
し
き
り
で
あ
る
。

鴻

巣

隼

雄

古
代
文
学
研
究
の
焦
点
を
私
自
身
の
当
面
し
て
い

る
問
題
と
結
び
つ
け
て
絞
り
上
げ
て
見
る
と
、
概
括

的
に
は
時
代
区
分
に
関
す
る
課
題
と
で
も
い
え
そ
う

な
も
の
が
ま
ず
頭
に
浮
ん
で
く
る
。
と
く
に
古
代
前

期
末
と
古
代
後
期
初
め
を
つ
な
ぐ
ク
サ
ピ
の
役
目
を

何
が
つ
と
め
て
い
る
の
か
、
又
古
代
後
期
の
終
末
を

ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
の
か
、
更
に
口
承
文
芸
と
読

者
文
芸
と
が
互
に
転
換
す
る
時
期
を
ど
こ
に
置
く
べ

き
か
、
定
型
詩
誕
生
の
諸
契
機
は
何
か
な
ど
、
大
切

な
疑
問
が
未
解
決
の
ま
上
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
項
が
把
握
で
き
て
こ
そ
文
芸
史

の
時
代
区
分
が
設
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
れ
に
成
功
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
御
意
見
に
も

あ
る
よ
う
に
、
事
実
の
羅
列
以
上
に
、
や
は
り
発
想

形
式
に
重
点
を
置
く
、
新
し
い
視
点
が
必
要
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
胸
中
を
去
来
す
る
課
題
で
あ
り

夢
で
あ
る
。


