
古代文学研究の新世紀へ

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
段
階
か
ら
関
わ
っ
た
例
会
委
員
の
一
人

と
し
て
、
ま
た
総
括
討
論
の
司
会
を
担
当
し
た
者
と
し
て
、
こ
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
全
体
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

一
昨
年
の
九
月
だ
っ
た
か
、
一
年
後
に
控
え
た
五
百
回
目
の
例
会
を
記

念
し
て
何
か
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
な
い
か
と
い
う
案
が

持
ち
上
が
っ
て
き
た
。
古
代
文
学
会
は
こ
れ
ま
で
月
例
会
と
夏
季
セ
ミ
ナ

ー
の
二
本
立
て
で
活
動
し
て
き
た
。
昭
和
三
十
五
年
一
月
発
足
以
来
こ
れ

ま
で
歩
ん
で
き
た
四
十
二
年
間
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
二
十
一
世
紀
に
向

け
て
新
た
な
第
一
歩
を
踏
み
出
す
絶
好
の
機
会
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な

い
だ
ろ
、
フ
か
。
企
画
運
営
を
任
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
例
会
委
員
は
例
会
五
百

回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
べ
き
か
検
討
す
る
こ
と

になった。

ま
ず
テ
ー
マ
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
念
頭
に
置
い
た
の
は
、
こ
の
機
会

に
学
会
を
広
く
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
で
き
る
限
り
外
部
に

向
け
て
開
い
て
ゆ
き
、
活
動
を
内
外
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
。
次
に

古
代
文
学
と
い
う
狭
い
領
域
に
留
ま
ら
ず
新
世
紀
に
向
け
て
隣
接
す
る
他

分
野
や
別
の
専
門
領
域
の
人
々
と
も
専
門
の
枠
を
越
え
て
交
流
を
積
極
的

に
図
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
の
二
点
が
確
認
さ
れ
た
。

今
日
文
学
研
究
は
文
学
部
の
危
機
的
状
況
と
と
も
に
改
め
て
そ
の
意
味

が
問
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
国
文
学
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
し

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
振
り
返
っ
て

例
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５
０
０
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
一
体
何
な
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
文
学
研
究
は
一

体
ど
こ
に
向
か
っ
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
文
学
会
は
こ
れ
ま

で
に
も
他
分
野
と
の
交
流
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
が
、
今
後
は
一
層
こ

う
し
た
交
流
や
連
携
を
深
め
る
こ
と
が
新
時
代
の
文
学
研
究
の
課
題
で
は

な
い
か
。
ま
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
多
く
の
新
入
会
員
に
参
加
し
て

も
ら
っ
て
学
会
に
清
新
な
風
を
吹
き
込
ん
で
も
ら
お
う
と
も
考
え
た
の
で

ある。そ
こ
で
、
こ
こ
数
年
の
古
代
文
学
会
の
活
動
を
検
証
し
て
み
る
と
、
大

き
く
二
つ
に
集
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
即
ち
フ
ィ
ー
ル
ド

と
テ
キ
ス
ト
の
問
題
で
あ
る
。
近
年
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
の
フ
ィ
ー
ル

ド
調
査
か
ら
日
本
本
土
古
代
の
歌
の
生
態
が
問
い
直
さ
れ
て
き
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
は
日
本
紀
講
読
の
現
場
論
的
な
解
読
に
よ
っ
て

歴
史
叙
述
の
生
成
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
論
を

見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
今
日
の
古
代
文
学
研
究
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
の

原
典
第
一
主
義
的
な
研
究
を
遙
か
に
越
え
た
と
こ
ろ
に
来
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
、
フ
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
、
第
一
部
に
は
「
歌
の
生
成
と
生

態
」
と
題
し
て
古
代
の
歌
を
取
り
上
げ
そ
の
生
成
を
フ
ィ
ー
ル
ド
の
面
か

ら
、
第
二
部
は
テ
キ
ス
ト
の
注
釈
行
為
を
通
し
て
歴
史
叙
述
の
生
成
を
探

る
「
歴
史
叙
述
と
注
釈
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
二
十
一
世
紀
の
古
代
文
学
研

究
を
模
索
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
た
。

保
坂
達
雄
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シンポジウムを振り返って

発
表
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
学
会
と
学
会
外
か
ら
一
人

ず
つ
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。
第
一
部
に
は
琉
球
弧
の
歌
掛
き
文
化
を

追
究
し
て
い
る
民
族
音
楽
学
の
酒
井
正
子
氏
と
学
会
か
ら
は
中
国
少
数
民

族
の
調
査
を
続
け
て
い
る
岡
部
隆
志
氏
に
、
第
二
部
に
は
中
世
日
本
紀
の

研
究
を
切
り
開
い
て
こ
ら
れ
た
阿
部
泰
郎
氏
と
学
会
か
ら
は
日
本
紀
注
釈

を
現
場
論
的
に
研
究
し
て
い
る
津
田
博
幸
氏
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
し

た
。
こ
れ
ら
四
人
の
方
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
を
越
え
て
互
い
に

ど
の
よ
う
に
交
流
し
え
る
の
か
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
新
た
な

地
平
を
提
示
し
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
第
一
部
第

二
部
を
踏
ま
え
、
第
三
部
を
総
括
討
論
の
場
と
し
多
年
学
会
活
動
の
中
心

と
し
て
活
躍
し
て
き
た
森
朝
男
氏
と
古
橋
信
孝
氏
に
新
世
紀
の
古
代
文
学

研
究
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
提
示
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
。

当
日
は
二
七
名
（
会
員
六
五
名
、
一
般
五
二
名
）
と
い
う
予
想
以
上

の
参
加
者
に
恵
ま
れ
、
終
日
熱
気
の
篭
も
っ
た
記
念
大
会
と
な
っ
た
。
フ

ィ
ー
ル
ド
と
テ
キ
ス
ト
の
両
面
を
通
し
て
古
代
の
言
語
表
現
が
ど
の
よ
う

な
仕
組
み
の
も
と
に
生
成
さ
れ
て
く
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
解
明
し
よ
う

と
意
図
し
た
企
画
に
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
者
が
み
ご
と
に
呼
応
し
て
く
だ
さ

っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
テ
キ
ス
ト
ま
た
口
調
と
文
字

と
い
、
フ
違
い
を
越
え
て
生
成
の
動
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
今
回
の

最
大
の
収
穫
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
フ
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
も

古
代
文
学
会
は
一
貫
し
て
表
現
の
問
題
に
拘
っ
て
来
た
が
、
こ
の
大
会
で

表
現
の
動
態
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
こ
と
で
、
可
変
性
と
流
動
性
に
富
ん
だ

生
成
段
階
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
が
あ
る
程
度
解
明
さ
れ
た
こ
と
か
ら

古
代
研
究
の
新
し
い
視
界
が
開
け
て
来
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
例
え
ば
酒
井
氏
は
口
調
段
階
の
歌
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
を
循
環
し
て
ジ

ャ
ン
ル
形
成
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
岡
部
氏

は
歌
の
場
が
付
帯
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
自
由
自
在
に
伸
縮
す

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
一
方
阿
部
氏
は
聖
徳
太
子
の
伝
説
を
例
に
テ
キ

ス
ト
の
増
幅
性
を
指
摘
さ
れ
、
津
田
氏
も
日
本
紀
講
の
場
か
ら
創
出
さ
れ

る
神
学
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
日
本
書
紀
と
い
う
考
え
方
を
提
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
第
一
部
第
二
部
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ

は
古
代
の
言
語
表
現
が
現
代
の
表
現
認
識
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
論
理
で

複
雑
に
生
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
テ
キ
ス

ト
に
定
着
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
旅
を
重
ね
、
定
着
後
も
さ

ら
な
る
旅
を
し
続
け
て
い
る
流
動
体
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ

ば
古
代
表
現
の
実
態
に
向
き
合
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
改
め
て
古
代
表

現
の
重
要
な
鍵
を
獲
得
し
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

総
括
討
論
で
は
、
森
氏
は
酒
井
氏
に
対
し
て
供
養
歌
と
哀
惜
歌
は
繋
が

っ
て
い
る
の
か
と
質
問
を
投
げ
か
け
、
ま
た
津
田
氏
に
は
日
本
紀
講
に
も

中
世
と
平
安
期
と
で
は
微
妙
な
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
投

げ
か
け
た
。
古
橋
氏
は
生
成
し
て
ゆ
く
も
の
を
見
て
ゆ
く
点
に
第
一
部
第

二
部
の
共
通
点
が
あ
っ
た
と
全
体
的
な
感
想
を
述
べ
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
含
み
な
が
ら
展
開
し
て
ゆ
く
の
が
生
成
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
こ

の
他
岡
部
氏
が
取
り
上
げ
た
歌
の
持
続
の
問
題
に
お
け
る
音
楽
と
言
葉
の

関
係
、
阿
部
・
津
田
両
氏
に
は
歴
史
叙
述
と
宗
教
、
ま
た
権
力
の
問
題
な

ど
、
少
な
い
時
間
な
が
ら
活
発
に
討
論
が
行
わ
れ
た
。

「
古
代
文
学
研
究
の
新
世
紀
へ
」
と
銘
打
っ
た
こ
の
大
会
は
、
発
表
者

参
加
者
の
溢
れ
る
熱
意
の
中
、
未
来
の
研
究
へ
の
地
平
が
見
え
て
き
た
大

会
で
あ
っ
た
と
思
う
。
皆
様
の
ご
協
力
に
厚
く
感
謝
し
た
い
。
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