
生きられた歴史空間としての<古代＞

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
小
特
集
・
古
代
文
学
研
究
の
現
状
と
展
望

た
と
え
ば
、
古
代
史
を
調
査
す
る
と
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
〈
渡

来
人
〉
に
遭
遇
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
ば
あ
い
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
〈
渡

来
人
〉
が
あ
ら
わ
れ
る
。
だ
が
、
文
学
の
領
域
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
〈
渡

来
人
〉
の
影
は
ほ
と
ん
ど
見
え
て
こ
な
い
。
こ
の
落
差
は
ど
う
い
、
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
文
学
研
究
に
お
い
て
も
、
最
近
東
ア
ジ
ア
と
い
う

タ
ー
ム
が
使
わ
れ
だ
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
ぱ
あ
い
、
多
く
は
中

国
を
中
心
と
す
る
領
域
を
さ
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら

く
、
比
較
文
学
研
究
が
、
中
国
の
漢
詩
文
と
比
較
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
東
ア
ジ
ア
と
い
う
領
域

設
定
の
枠
組
み
は
、
戦
後
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
お
も
に
、
京
大
学
派

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
戦
前
の
大
東
和
共
栄
圏
と
い
う

政
治
的
文
化
的
な
枠
組
み
設
定
に
対
す
る
見
な
お
し
を
意
味
す
る
し
、
そ

れ
以
来
、
〈
帰
化
人
〉
は
〈
渡
来
人
〉
と
い
う
名
称
で
呼
ぶ
べ
き
だ
と
い

う
流
れ
が
産
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
歴
史
学
の
流
れ
を
文
学
研

究
は
、
そ
の
タ
ー
ム
の
変
更
だ
け
を
受
け
入
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は

従
来
と
変
え
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
朝
鮮
半
島
を
対
照

し
て
論
じ
る
に
は
、
テ
ク
ス
ト
ひ
と
つ
取
り
上
げ
て
も
困
難
な
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
こ
う
し
た
排
除
の
理
由
な
の
だ
ろ
う
か
。
東

ア
ジ
ア
と
い
う
領
域
設
定
に
お
い
て
朝
鮮
半
島
を
空
白
と
し
て
み
る
こ
と

は
、
も
し
か
す
る
と
、
柳
田
民
俗
学
が
つ
く
り
あ
げ
た
南
島
へ
の
（
か
ら

の
）
視
線
に
忠
実
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
七
十
年
代
の
古
代
研
究
に
お
け

生
き
ら
れ
た
歴
史
空
間
と
し
て
の
八
古
代
Ｖる

南
島
へ
の
視
線
は
、
柳
田
ｌ
折
口
の
視
線
に
添
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
柳
田
ｌ
折
口
民
俗
学
の
視
線
が
朝
鮮
半
島
を
空
白

と
し
て
排
除
し
て
い
る
こ
と
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か

な
の
だ
か
ら
、
古
代
と
い
う
歴
史
空
間
を
と
ら
え
な
お
し
て
ゆ
く
の
に
、

朝
鮮
半
島
と
い
う
、
そ
し
て
、
〈
渡
来
人
〉
と
い
う
概
念
を
検
証
し
な
お

し
て
ゆ
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
と

い
う
領
域
設
定
は
、
そ
こ
に
存
在
し
た
日
本
や
中
国
・
高
句
麗
・
新
羅
・

百
済
と
い
う
個
別
の
国
家
間
の
諸
関
係
を
問
題
に
す
る
と
い
う
以
上
に
、

そ
の
境
界
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
成
り
立
ち

え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
、
い
わ
ば
、
境
界
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

言
語
や
文
化
を
個
別
国
家
の
枠
組
み
で
切
り
取
る
こ
と
、
そ
う
し
た
切
断

が
近
代
の
国
民
国
家
の
枠
組
み
の
投
影
で
し
か
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
古
代
を
問
い
な
お
し
て
ゆ
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
文
学
の
問
題
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ

う
だ
。
表
現
論
や
発
生
論
は
個
別
言
語
の
完
結
性
を
前
提
に
理
論
化
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
個
別
言
語
そ
の
も
の
が
言
語
と
い
う
抽
象
の
分
割
で

し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
日
本
語
と
か
中
国
語
と
か
朝
鮮
語
と
い
う
個

別
言
語
が
、
そ
の
個
別
性
を
獲
得
し
て
行
く
過
程
そ
の
も
の
が
境
界
画
定

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。
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