
歴史叙述と注釈

古
代
文
学
会
の
活
動
の
な
か
で
、
神
話
研
究
プ
ロ
パ
ー
の
成
果
は
少
な

く
な
い
。
『
記
」
『
紀
』
と
い
う
国
家
神
話
・
王
権
神
話
、
文
字
化
さ
れ
た

神
話
に
た
い
し
て
、
村
落
共
同
体
に
お
け
る
〃
生
き
て
い
る
神
話
″
の
探

求
で
あ
る
。
発
生
論
、
様
式
論
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
結
実
し
た
諸
成
果

は
、
沖
繩
・
南
島
古
謡
を
「
資
料
」
と
し
た
具
体
的
な
表
現
分
析
や
、
文

化
人
類
学
の
方
法
に
学
ん
だ
村
落
共
同
体
の
幻
想
構
造
、
ま
た
は
祭
祀
と

神
話
、
昔
話
と
神
話
の
関
係
な
ど
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
氏
族
伝
承
論
や
民
俗
学
的
発
想
を
こ
え
る
、
豊
か
な
神

話
の
表
現
分
析
へ
と
踏
み
込
む
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
た
と
え
ば
「
神

謡
」
「
叙
事
」
と
い
う
視
点
は
、
神
話
プ
ロ
パ
ー
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
歌
（
万
葉
歌
）
の
研
究
領
域
に
も
跳
ね
返
っ
て
く
る
よ
う
な
、
古
代

文
学
研
究
の
あ
ら
た
な
可
能
性
を
切
り
開
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
設
定
し
た
「
歴
史
叙
述
と
注
釈
」
と

い
、
フ
テ
ー
マ
は
、
そ
う
し
た
研
究
成
果
の
「
次
」
の
課
題
を
提
示
し
よ
、
フ

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
話
研
究
に
お
け
る
発
生
論
、
様
式
論
の
次
な
る

問
題
を
探
索
し
て
い
く
と
き
、
一
つ
の
指
針
と
な
っ
た
の
は
、
中
世
文
学

研
究
サ
イ
ド
に
お
い
て
展
開
し
て
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
〃
中
世
日
本
紀
″

論
に
あ
っ
た
。
今
回
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
招
い
た
阿
部
泰
郎
氏
は
、
ま
さ
し

く
そ
の
研
究
の
最
先
端
を
切
り
開
い
た
一
人
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
〃
中
世
日
本
紀
″
と
は
、
院
政
期
以
降
、
中
世
に
お
け
る
歌

生
成
す
る
神
話
、
越
境
す
る
方
法

例
会
５
０
０
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
古
代
文
学
研
究
の
新
世
紀
へ
〉

ｌ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歴
史
叙
述
と
注
釈
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

学
、
有
職
故
実
、
物
語
、
謡
曲
な
ど
の
注
釈
に
お
い
て
、
「
日
本
紀
（
記
）

に
云
は
く
」
と
い
っ
た
形
で
引
用
さ
れ
る
「
日
本
紀
」
テ
キ
ス
ト
の
総
称

で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
「
日
本
紀
」
の
名
で
呼
ば
れ
る

神
話
・
伝
承
・
説
話
の
類
い
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
『
日
本

書
紀
』
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
、
ま
さ
に
中
世
独
自
な
言
説
世
界
を
有

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
従
来
そ
れ
ら
は
「
荒
唐
無
稽
」
と
し
て
学

問
的
な
対
象
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
実
態
を
探
る
こ
と
で
、

近
代
的
価
値
観
と
は
異
な
る
中
世
独
特
の
知
や
学
問
の
内
実
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
浮
上
し
た
の
が
、
「
注
釈
」
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
近
代

的
な
学
問
に
お
け
る
「
訓
話
注
釈
」
と
は
異
な
り
、
テ
キ
ス
ト
や
語
句
の

注
釈
行
為
が
、
あ
た
ら
し
い
テ
キ
ス
ト
や
言
説
を
生
み
出
し
て
い
く
「
創

造
的
」
活
動
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
〃
中
世
日
本
紀
″
と
い
っ

た
と
き
、
そ
う
呼
ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
実
態
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
日
本
紀
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
、
あ
ら
た
な
文
献
を
生
成
さ
せ
て

い
く
運
動
の
核
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
運
動
を
担
う
知
の
営
為
と
し

て
「
注
釈
」
と
い
う
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
み
れ
ば
、
「
注
釈
」
と
い
う
視
点
は
、
じ
つ
は
「
日
本

書
紀
』
そ
の
も
の
の
な
か
に
内
在
し
て
い
た
。
「
本
文
」
（
正
文
）
に
付
さ

れ
た
多
く
の
「
一
書
」
の
位
置
で
あ
る
。
八
世
紀
に
成
立
し
た
時
点
で
、

斎
藤
英
喜
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生成する神話、越境する方法

す
で
に
『
日
本
書
紀
」
は
固
定
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
、
注
釈
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
流
動
・
生
成
し
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
孕
ん

で
い
た
。
そ
れ
が
平
安
時
代
前
期
に
朝
廷
主
催
で
行
な
わ
れ
た
「
日
本
紀

講
」
に
結
実
し
、
博
士
た
ち
の
「
日
本
紀
私
記
」
と
い
う
、
あ
ら
た
な

「
日
本
紀
」
言
説
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
も
う
一
人
の
パ
ネ

ラ
ー
で
あ
る
津
田
博
幸
氏
は
、
古
代
サ
イ
ド
に
お
け
る
「
日
本
紀
」
研
究

の
最
前
線
に
た
つ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
両
氏
の
視
線
が
、
期
せ

ず
し
て
「
聖
徳
太
子
」
と
い
う
人
物
に
注
が
れ
た
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。

阿
部
氏
は
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
『
三
宝
絵
』
「
扶
桑
略
記
』
な
ど
に
お
け
る

太
子
伝
が
、
「
日
本
紀
」
の
本
文
に
依
拠
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の

テ
キ
ス
ト
が
も
つ
「
注
釈
的
要
素
」
か
ら
、
中
世
に
お
け
る
絵
解
き
や
口

伝
と
い
、
う
あ
ら
た
な
太
子
伝
を
生
成
さ
せ
て
い
く
道
筋
を
提
示
し
た
。
聖

徳
太
子
の
「
神
話
」
そ
の
も
の
が
、
あ
ら
た
な
歴
史
叙
述
を
生
み
出
し
て

い
く
わ
け
だ
。
こ
の
と
き
聖
徳
太
子
は
、
歴
史
叙
述
の
な
か
の
主
人
公
と

し
て
語
ら
れ
つ
つ
、
同
時
に
歴
史
叙
述
を
創
造
す
る
主
体
と
な
る
。
聖
徳

太
子
が
作
っ
た
と
い
う
歴
史
書
（
「
天
皇
記
及
び
国
記
」
）
が
、
平
安
期
に

『
先
代
旧
事
本
紀
」
と
し
て
実
態
化
さ
れ
る
。
そ
れ
を
生
成
さ
せ
た
現
場

こ
そ
、
津
田
氏
が
扱
う
「
日
本
紀
講
」
で
あ
っ
た
。

津
田
氏
は
、
「
日
本
紀
講
」
に
お
け
る
注
釈
の
言
説
に
内
在
す
る
「
神

学
」
を
見
い
だ
す
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
自
体
の
な
か
に
内
蔵
さ
れ
て

い
た
「
中
国
式
神
秘
思
想
」
（
陰
陽
論
、
予
兆
説
）
と
も
絡
み
合
っ
て
い

く
。
そ
う
し
た
神
秘
思
想
の
集
約
と
し
て
造
形
さ
れ
、
か
つ
史
書
の
起
源

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
「
聖
徳
太
子
」
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
津
田

氏
の
聖
徳
太
子
へ
の
視
線
は
、
当
然
、
阿
部
氏
が
対
象
と
し
て
い
く
中
世

太
子
伝
の
世
界
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
な
お
か
つ
、
中
世
の
歴
史
叙
述

が
、
古
代
と
は
ま
た
違
う
、
あ
ら
た
な
「
神
学
」
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
こ

と
は
、
い
、
フ
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
神
学
」
と
は
何
な
の
か
。
津
田
氏
は
そ
れ
を
「
神

に
つ
い
て
解
き
明
か
し
た
り
、
神
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
た
り
、
神
を
現

出
せ
し
め
た
り
す
る
知
と
技
術
の
総
体
」
と
定
義
す
る
。
習
俗
と
し
て
の

信
仰
と
は
別
の
次
元
と
も
い
う
。
「
神
学
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
喚
起
す
る

の
は
、
た
と
え
ば
村
落
共
同
体
の
な
か
で
の
「
神
語
り
」
「
神
謡
」
と
は

異
質
な
神
話
言
説
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
神
話
は
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
歴
史
叙
述

と
神
話
と
は
違
う
と
い
っ
た
、
白
熱
し
た
論
議
を
呼
び
起
こ
し
た
。
両
氏

の
報
告
は
と
も
に
、
「
神
話
」
な
る
も
の
の
生
成
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
神

話
」
は
け
っ
し
て
「
始
原
」
か
ら
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に

作
り
替
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
変
成
し
て
い
く
神
話
を
生
み
出
す
力
こ

そ
、
「
注
釈
」
と
い
、
フ
言
説
の
方
法
で
あ
っ
た
。
「
注
釈
」
と
い
、
フ
知
の
領

域
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、
神
話
の
創
造
が
た
ん
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

議
論
を
こ
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
神
話
か
ら
歴
史
叙
述
へ
と
と
い
う
段
階
論
を
反
転
さ
せ
え
た
と
い
え

よ
う
。
こ
の
と
き
の
議
論
は
、
両
氏
の
方
法
が
も
つ
、
発
生
論
的
な
神
話

研
究
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
生
成
」
の
視
点
は
、
文
献
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、

第
一
部
で
扱
わ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
と
も
ク
ロ
ス
し
て
い
く
。
今
回
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
「
古
代
文
学
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
を
越
境
し
、

ま
さ
し
く
新
世
紀
に
突
入
し
た
我
々
の
知
と
学
問
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
開

か
れ
て
い
た
の
だ
。

-１２９-


