
平
安
朝
文
人
に
お
け
る
過
去
と
現
在
の
意
識

―
漢
詩
集
序
を
テ
ク
ス
ト
遺
産
言
説
の
一
例
と
し
て

G

ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ

ER
LIN

I　

E

エ
ド
ア
ル
ド

doardo
序

　

古
典
と
い
う
言
葉
は
、「
現
代
」
の
対
立
語
と
し
て
「
過
去
の
文
化
」
を
網
羅
的
に
示
す
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
よ
う
に
古
典
は
過
去
の
も
の
で
あ
る
と
短
絡
的
に
捉
え
て
し
ま
う
と
、
古
典
は
現
在
と
無
関
係
で
あ
る
、
我
々
の
現
代
社
会

の
諸
問
題
を
解
く
に
は
役
立
た
な
い
知
識
だ
と
い
う
誤
解
を
導
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。「
伝
統
」
と
同
様
に
、「
古
典
」（
＝

classics

）
も
、
近
代
化
す
る
十
九
世
紀
の
社
会
の
所
産
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
時
、
多
く
の
人
々
は
、
失
わ
れ
て
い
く
も
の
に
対
し
て
、
何
か
意
味
づ
け
し
た
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と

過
去
と
断
絶
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
、
時
代
を
超
え
て
「
手
渡
さ
れ
る
」（
＝
継
承
さ
れ
る
）
と
い

う
意
味
を
込
め
た
「tradition

」（
＝
伝
統
）
と
い
う
単
語
が
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
前
田
雅
之　

二
〇
一
八
年　

六
〇
頁
）

つ
ま
り
伝
統
と
古
典
と
い
う
概
念
は
、
過
去
の
知
識
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
意
識
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
古
典
の
危
機
」
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
近
年
、「
古
典
の
危
機
」
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
が）

（
（

、
こ
れ
ら
は
全
て
、
古
典
は
今

－ （50 －（（9）
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日
一
般
社
会
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
前
提
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
古
い
物
ま
た
は
伝
統
的
な
文
化
が
必
ず
し
も
軽
視
さ

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
映
画
、
小
説
、
漫
画
、
ゲ
ー
ム
な
ど
の
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
歴
史
的
人
物
の
物

語
を
楽
し
み
、
古
代
や
中
世
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
知
ろ
う
と
す
る
人
々
が
若
者
を
始
め
非
常
に
多
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
古
い
街

並
み
や
過
去
の
遺
跡
を
訪
ね
る
た
め
に
世
界
中
か
ら
集
ま
る
観
光
客
が
日
本
で
も
急
増
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
々
に
好
ま
れ
て
い
る
「
過
去
の
世
界
」
の
中
で
目
立
っ
て
い
る
の
は
、「
文
化
遺
産
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
般
人
の
み
な
ら
ず
、
政
治
や
学
問
の
専
門
家
た
ち
に
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
政
府
は
二

〇
一
八
年
に
「European Year of C

ultural H
eritage 

欧
州
文
化
遺
産
年
」
を
開
催
し
、
そ
の
会
期
中
の
一
一
、
七
〇
〇
件
の
イ
ベ
ン

ト
に
37
カ
国
か
ら
六
百
万
人
も
の
人
々
が
参
加
し
た）

（
（

。
学
問
の
領
域
で
は
、
二
〇
一
二
年
に
創
立
さ
れ
た
ば
か
り
のA

ssociation of 

C
ritical H

eritage Studies

（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
遺
産
研
究
学
会
、
あ
る
い
は
批
判
的
遺
産
研
究
学
会
）
が
二
〇
一
八
年
の
例
会
に
84
組
の

パ
ネ
ル
と
五
六
〇
件
の
発
表
と
い
う
驚
く
べ
き
参
加
者
数
が
あ
っ
た）

（
（

。
つ
ま
り
現
在
、
社
会
の
様
々
な
エ
リ
ア
で
は
「
遺
産
」
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
に
対
す
る
認
識
が
だ
ん
だ
ん
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
重
視
さ
れ
て
い
る
「
文
化
遺
産
」
の
中
に
は
、
当
然
、
文
学
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、

遺
産
の
先
行
研
究
に
も
、
ユ
ネ
ス
コ
の
遺
産
リ
ス
ト
に
も
、
文
学
と
文
学
作
品
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
一
方
、
文
学
研
究
の
学

者
た
ち
も
、
遺
産
と
い
う
新
し
い
課
題
に
は
あ
ま
り
興
味
を
示
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
文
学
の
先
行
研
究
に
は
「
遺

産
」
ま
た
はheritage

と
い
う
単
語
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
日
本
で
残
存
す
る
文
学
作
品
を
全
体
と
し
て
指

す
か
、
一
人
の
作
者
が
後
世
に
与
え
た
影
響
な
ど
を
示
す
か
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
他
国
の
文
学
研

究
で
も
同
様
で
、
例
え
ば
中
国
で
は
『
文
學
遺
産
』
と
い
う
学
術
誌
が
一
九
五
四
年
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
題
名
は
た
だ
長

い
歴
史
を
誇
る
中
国
文
学
を
全
体
的
に
意
味
す
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
遺
産
研
究
を
積
極
的
に
参
照
し
取
り
入
れ

－ （49 －  （（0）（（（）



た
日
本
文
学
の
先
行
研
究
は
ロ
ベ
ル
タ
・
ス
ト
リ
ッ
ポ
リ
氏
の
単
著
し
か
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る）

4
（

。

　

で
は
果
た
し
て
、
文
学
、
特
に
古
典
文
学
は
「
文
化
遺
産
」
の
一
種
類
、
つ
ま
り
「
文
学
遺
産
」
あ
る
い
は
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と

し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
こ
の
捉
え
直
し
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
遺
産
の
概
念
に
よ
っ
て
文
学
作
品
の
理
解
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
深
ま
る
の
か
。

　

こ
の
よ
う
な
質
問
に
答
え
る
た
め
、
私
は
現
在
、「
世
界
遺
産
と
東
ア
ジ
ア
文
学
―
文
化
遺
産
と
し
て
の
日
本
漢
文
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
三
年
間
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
日
の
発
表
は
こ
の
研
究
の
中
間
報
告
で
も
あ
る
。
本
研
究
の
第
一
の
目
的

は
、
文
学
研
究
と
遺
産
研
究
の
学
際
的
な
対
話
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
古
典
の
危
機
」
つ
ま
り
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」
と

い
う
問
題
に
新
し
い
回
答
を
打
ち
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
確
に
し
て
お
き
た
い
が
、
日
本
古
典
文
学
の
作
品
を
ユ
ネ
ス
コ
の
リ

ス
ト
に
登
録
さ
せ
る
こ
と
は
、
本
研
究
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
古
典
文
学
を
「
遺
産
」
と
い
う
枠
組
み
に
位
置
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
社
会
や
政
界
に
お
け
る
文
学
研
究
へ
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
無
形
文
化
遺
産
に
は
「
文
化
の
多

様
性
及
び
人
類
の
創
造
性
に
対
す
る
尊
重
を
助
長
す
る
（prom

oting respect for cultural diversity and hum
an creativity

）」

（U
N

ESC
O

 2003

）
と
い
う
重
要
な
役
割
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
古
典
文
学
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
な
意
識
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

遺
産
研
究
と
文
学
研
究
の
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
開
く
可
能
性
と
展
望
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
二
〇
一
八
年
の
第
42
回
国
際
日
本

文
学
研
究
集
会
の
シ
ョ
ー
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
発
表
し
た
が）

5
（

、
本
日
は
、
平
安
初
期
の
文
学
作
品
を
具
体
的
に
分
析
し
な
が
ら
、
遺
産
研

究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
を
試
し
て
い
き
た
い
。
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず
、
遺
産
を
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
文
化
的
営
為
（cultural 

practice

）
と
し
て
再
定
義
す
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
遺
産
化
（heritagization
）、
批
判
的
言
説
分
析
（critical discourse analysis

）、

ま
た
は
遺
産
の
不
可
知
論
（heritage agnosticism

）
と
い
う
用
語
と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
ら
に
基
づ
き
、
平
安
初
期
の

－ （48 －（（（）



勅
撰
漢
詩
集
の
「
序
」
を
「
遺
産
言
説
」
と
し
て
捉
え
直
し
、
漢
籍
か
ら
の
受
容
と
典
拠
な
ど
の
間
テ
ク
ス
ト
性
関
係
を
「
遺
産
化
」

の
一
例
と
し
て
理
解
し
て
み
る
。
結
論
で
は
、「
日
本
文
学
の
遺
産
史
」
や
「
東
ア
ジ
ア
の
共
有
文
学
遺
産
」
な
ど
の
よ
り
広
い
ビ
ジ
ョ

ン
に
お
い
て
本
研
究
の
意
義
を
再
確
認
す
る
。

遺
産
研
究
の
概
念
と
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
遺
産
研
究
か
ら
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
受
け
入
れ
る
か
、
説
明
す
る
。
文
化
遺
産
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
こ
の
二
〇
年
の

間
、
様
々
な
方
向
に
発
展
し
て
き
た
が
、
遺
産
が
文
化
財
に
限
ら
な
い
、
よ
り
広
い
意
味
を
持
つ
概
念
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
傾
向
が

顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、C

ritical heritage studies

（
批
判
的
遺
産
研
究
）
と
い
う
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
遺
産

は
「
物
」
で
は
な
く
、
文
化
的
お
よ
び
社
会
的
な
「
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
り
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
人
間
は
現
在
を
理
解
す
る
た
め

の
記
憶
行
為
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
（Sm

ith 2006:  2

）。
し
た
が
っ
て
、

ま
す
ま
す
、
あ
ら
ゆ
る
内
在
的
な
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
遺
産
の
基
本
的
な
意
味
は
人
と
物
の
間
を
結
ぶ
「
無
形
」

的
な
関
係
に
あ
る
。（A

kagaw
a 2016:  81

））
（
（

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
研
究
の
焦
点
は
文
化
財
そ
の
物
か
ら
、
遺
産
物
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
評
価
と
意
味
作
り
に
移
り
、
次
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

遺
産
は
メ
タ
文
化
的
過
程
（m

etacultural process

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遺
物
、
建
物
、
風
景
、
祭
典
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
遺
産

－ （47 －  （（（）（（（）



物
は
社
会
的
価
値
が
付
加
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
も
の
自
体
は
遺
産
に
な
ら
な
い
。
こ
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
遺
産
は
文
化
自
体

を
考
え
る
メ
タ
文
化
的
反
省
を
含
意
す
る
独
特
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
。
遺
産
は
「
文
化
に
価
値
を
付
加
す
る
」
と
い
う
意
味
を

含
意
す
る
の
で
あ
る
。（Sánchez- C

arretero 2013:  387

））
7
（

分
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
例
え
ば
万
里
の
長
城
、
あ
る
い
は
奈
良
の
東
大
寺
に
お
け
る
遺
産
と
し
て
の
価
値
は
、
そ
の
石

や
木
材
の
巧
み
な
組
み
立
て
に
宿
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
物
を
通
し
て
人
間
、
と
り
わ
け
中
国
人
や
日
本
人
が
、
自
分
の
過
去
と
の

関
係
を
意
識
し
な
が
ら
、
現
在
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
理
解
し
、
構
築
す
る
と
い
う
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
無
形

文
化
遺
産
の
場
合
で
も
変
わ
ら
な
い
。
歌
舞
伎
や
祇
園
祭
の
場
合
、
そ
の
芸
術
的
ま
た
は
宗
教
的
な
意
味
は
と
も
か
く
、
遺
産
と
し
て

の
価
値
は
そ
の
芸
能
や
祭
典
を
観
た
り
、
参
加
し
た
り
す
る
人
々
が
作
る
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
つ
ま
り
京
都
人
や
日
本
人

と
い
う
ロ
ー
カ
ル
ま
た
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
構
築
に
あ
る
。

　

つ
ま
り
遺
産
は
、
最
初
か
ら
遺
産
と
し
て
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
各
共
同
体
に
よ
っ
て
特
別
な
価
値
が
与
え
ら
れ
、
次
の
世
代
に

伝
わ
る
瞬
間
に
初
め
て
遺
産
に
な
る
の
で
あ
り
（G

raham
 &

 H
ow

ard 2008

）、
こ
の
付
加
価
値
を
作
る
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
た
め
「
遺

産
化
」（heritagization

）
ま
た
は
「
遺
産
づ
く
り
」（heritage- m

aking

）（Sánchez- C
arretero 2013:  388

－89

）
と
い
う
造
語
が
よ
く

用
い
ら
れ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
文
化
的
所
産
の
価
値
は
作
品
に
内
在
す
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
な
の
か）

8
（

、
と
い

う
難
問
は
文
学
理
論
で
も
、
論
争
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
こ
の
対
立
か
ら
の
が
れ
る
た
め
、
遺
産
研
究
で
は
「
遺
産
ア
グ
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
（
不

可
知
論
）」（heritage agnosticism

）（B
rum

ann 2014

）
と
い
う
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
案
さ
れ
た
。
神
や
超
自
然
的
な
現
象
は
論

証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
始
ま
る
宗
教
学
に
学
ん
で
、
遺
産
ア
グ
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
は
遺
産
物
の
内
在
的
な
価
値
を
問

－ （4（ －（（（）



わ
ず
、
そ
の
価
値
を
信
じ
る
人
々
の
言
動
や
、
社
会
に
お
け
る
そ
の
影
響
を
検
討
す
る
と
い
う
認
識
論
的
な
立
場
で
あ
る
。

　

人
々
の
言
動
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
遺
産
は
、
言
説
的
構
造
（discursive construction

）（Sm
ith 2006:  13

）
と
し
て
も
定
義
さ
れ
、

「
批
判
的
言
説
分
析
」（critical discourse analysis

）（Fairclough 1992;  Fairclough &
 W

odak 1997

）
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
分

析
さ
れ
た
。
本
来
の
言
説
分
析
と
異
な
り
、

批
判
的
言
説
分
析
に
欠
か
せ
な
い
の
は
た
だ
の
言
説
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
言
説
を
伴
う
社
会
的
か
つ
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
分
析
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
言
説
が
発
生
す
る
社
会
的
な
効
果
の
分
析
で
も
あ
る
（Sm

ith 2006:  15

））
10
（

つ
ま
り
批
判
的
言
説
分
析
は
、
テ
ク
ス
ト
と
合
わ
せ
て
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
よ
り
深
く
考
察
す
る
方
法
で
あ
り
、
特
に
文
化
遺

産
を
論
考
す
る
に
は
効
果
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
批
判
的
言
説
分
析
を
採
用
し
たLaurajane Sm

ith

氏
はauthorized heritage 

discourse

（
権
威
付
け
の
遺
産
言
説
）、
つ
ま
り
遺
産
の
管
理
と
概
念
を
支
配
す
る
西
洋
中
心
的
な
言
説
の
存
在
を
論
証
し
た
（Sm

ith 

2006

）。

　

さ
て
、
遺
産
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
近
代
と
現
代
に
行
わ
れ
て
い
る
遺
産
化
や
遺
産
言
説
に
集
中
し
、
前
近
代
の
ケ
ー

ス
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、D

avid H
arvey

氏
が
述
べ
る
よ
う
に
「
遺
産
は
昔
か
ら
ず
っ
と
我
々
と
共
に
あ
り
、

人
々
の
懸
念
と
経
験
に
よ
っ
て
創
り
続
け
ら
れ
て
き
た
」）

11
（

（H
arvey 2001:  320

）
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遺
産
を
め
ぐ
る
言
説
も
ど

の
国
の
ど
の
時
代
に
も
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
近
代
に
作
ら
れ
た
遺
産
言
説
は
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
た

の
か
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
続
け
た
の
か
と
い
う
論
考
、
つ
ま
り
「
遺
産
史
」（H

istory of H
eritage

）（H
arvey 2008

）
を
執
筆
す
る

こ
と
は
、
過
去
と
現
在
の
関
係
と
文
化
の
評
価
と
継
承
を
理
解
す
る
に
は
重
要
で
あ
り
、「
古
典
の
危
機
」
に
答
え
る
手
掛
か
り
に
も
な
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る
と
期
待
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
遺
産
史
」
に
お
け
る
「
遺
産
言
説
」
を
掘
り
出
す
際
は
、
古
典
文
学
の
作
品
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
本

日
は
、
遺
産
ア
グ
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
に
学
ん
で
、
文
学
作
品
の
内
在
的
な
価
値
を
問
わ
ず
、
そ
し
て
批
判
言
説
分
析
を
採
用
し
な
が
ら
、

平
安
初
期
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
、
遺
産
言
説
に
相
当
す
る
内
容
の
有
無
と
そ
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
分
析
に
ふ
さ

わ
し
い
資
料
と
し
て
、
ま
ず
、
嵯
峨
天
皇
（
七
八
六
～
八
四
二
）
と
淳
和
天
皇
（
七
八
六
～
八
四
〇
）
の
勅
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

『
凌
雲
集
』（
八
一
四
年
）、『
文
華
秀
麗
集
』（
八
一
八
年
）、『
経
国
集
』（
八
二
七
年
）、
い
わ
ゆ
る
三
代
勅
撰
漢
詩
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の

「
序
」
を
取
り
上
げ
た
い
。
勅
撰
集
の
序
文
を
遺
産
言
説
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
初
期
の
文
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
過

去
の
文
化
と
テ
ク
ス
ト
を
評
価
し
、
保
護
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
意
識
し
、
構

築
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
新
し
い
照
明
を
与
え
た
い
。
文
献
学
の
テ
ク
ス
ト
分
析
と
遺
産
研
究
の
言
説
分
析
を
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
よ
り
深
い
テ
ク
ス
ト
の
理
解
に
た
ど
り
着
け
る
と
期
待
し
て
い
る
。

　

結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
遺
産
の
概
念
を
用
い
て
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
勅
撰
漢
詩
集
の
序
の
本
質
的
意
義
が
よ
り
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

勅
撰
漢
詩
集
序
に
お
け
る
遺
産
言
説

　

小
野
岑
守
が
執
筆
し
た
『
凌
雲
集
』「
序
」
に
は
、
そ
の
第
一
勅
撰
集
の
編
纂
の
経
緯
を
語
る
箇
所
が
あ
る
。

歎
光
陰
之
易
暮
、
惜
斯
文
之
將
墜
。
爰
詔
臣
等
、
撰
集
近
代
以
來
篇
什
。

光
陰
の
暮
れ
易
き
こ
と
を
歎
か
ひ
、
斯
文
の
墜
ち
な
む
と
す
る
こ
と
を
惜
し
み
た
ま
ふ
。
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爰
に
臣
等
を
詔
し
て
、
近
代
以
来
の
篇
什
を
撰
集
せ
し
め
た
ま
ふ
。）

12
（

『
凌
雲
集
』
編
纂
の
目
的
は
「
近
代
以
来
」
の
「
斯
文
」、
つ
ま
り
桓
武
朝
と
嵯
峨
朝
（
七
八
二
～
八
一
四
）
に
作
ら
れ
た
作
品
を
集
め

て
保
護
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
嵯
峨
天
皇
一
人
の
漢
詩
文
で
は
な
く
、
天
皇
と
公
卿
た
ち
と
い
う
共
同
体
が
作
っ
た
作
品
群
で
あ
る

こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。

嵯
峨
天
皇
の
文
人
的
な
隠
逸
志
向
は
、
一
方
で
反
政
治
的
・
非
政
治
的
な
雰
囲
気
を
持
つ
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
の
反
面
、
天

皇
と
近
臣
た
ち
を
つ
な
ぎ
と
め
る
精
神
的
な
紐
帯
と
な
っ
て
い
た
。

（
山
本
登
朗　

二
〇
一
五
年　

一
六
六
頁
）

そ
も
そ
も
、
宇
多
朝
以
前
の
詩
宴
が
、
内
宴
・
重
陽
宴
に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
公
事
で
あ
り
、
恒
例
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
た
儀
式
で
あ
っ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
天
皇
と
臣
下
の
間
の
秩
序
を
視
覚
的
に
確
認
さ
せ
、
そ
の
紐
帯
を
強
化
す

る
場
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
滝
川
幸
司　

二
〇
一
五
年　

八
一
～
八
二
頁
）

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
平
安
初
期
の
詩
宴
や
密
宴
な
ど
で
天
皇
と
臣
下
た
ち
が
一
緒
に
漢
詩
を
作
る
と
い
う
習
慣
、
い
わ

ゆ
る
「
君
臣
唱
和
」
は
、
宮
廷
社
会
の
「
精
神
的
な
紐
帯
」
を
強
化
す
る
「
共
同
体
儀
式
」（H

eldt 2008

）
の
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る）

13
（

。
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こ
こ
で
、
同
じ
役
割
は
勅
撰
集
の
編
纂
作
業
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
強
調
し
た
い
。
つ
ま
り
、
漢
詩
を
取
捨
選
択
し
、
そ
れ

を
勅
撰
集
と
い
う
新
し
い
マ
ク
ロ
テ
ク
ス
ト
（
詩
集
）
に
記
録
す
る
こ
と
は
、
宮
廷
社
会
の
共
通
記
憶
を
構
築
す
る
意
味
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
い
う
記
憶
は
、
記
録
と
異
な
っ
て
お
り
、
資
料
な
ど
の
物
で
は
な
く
、
積
極
的
な
文
化
的
過
程
（active cultural process

）
で

あ
る
と
考
え
た
い
。
先
行
研
究
が
述
べ
る
通
り
、
記
憶
は
遺
産
と
共
通
す
る
。

遺
産
と
同
様
、
記
憶
は
所
有
す
る
物
で
は
な
く
、「
図
書
館
の
棚
に
あ
る
本
の
よ
う
に
手
に
と
っ
て
、
開
け
て
、
読
む
こ
と
が
で
き

る
」（C

onw
ay 1997:  4

）
物
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
記
憶
は
、
世
界
を
理
解
す
る
我
々
の
能
力
に
不
可
欠
で
あ
る
、
覚
え
る
こ
と

と
忘
れ
る
こ
と
を
含
む
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
文
化
的
過
程
で
あ
る
（M

isztal 2003:  1

）。

（Sm
ith 2006:  58

））
14
（

こ
こ
で
特
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
前
掲
し
た
『
凌
雲
集
』
序
の
箇
所
で
描
か
れ
た
嵯
峨
天
皇
の
精
神
的
な
態
度
で
あ
る
。
時
の
流
れ

を
嘆
き
、
文
化
の
喪
失
を
惜
し
む
と
い
う
嵯
峨
天
皇
の
感
情
こ
そ
が
編
纂
の
決
定
的
な
動
機
だ
っ
た
と
、
は
っ
き
り
と
記
述
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
、
嵯
峨
天
皇
一
人
の
個
人
的
な
感
情
だ
け
で
は
な
く
、
天
皇
が
代
表
す
る
貴
族
社
会
が
共
有
す
る
情
緒
で
も

あ
り
、
そ
の
共
同
体
の
共
通
記
憶
を
支
え
る
力
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
同
一
化
と
い
う
過
程
は
和
歌
の
場
合
で

も
現
れ
、
例
え
ば
兵
藤
裕
己
氏
が
指
摘
し
た
通
り
「
和
歌
を
よ
む
と
は
、
和
歌
世
界
の
共
同
性
へ
自ア

イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ

己
同
一
化
す
る
行
為
で
あ
る
」
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
感
情
と
行
動
の
因
果
関
係
と
い
う
点
で
あ
る
。
最
近
の
遺
産
研
究
や
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
に
よ
る
と
、
感
情
（em

otion

）
や
情
動
（affection

）
は
「
行
動
志
向
で
あ
り
、
人
々
が
何
か
を
す
る
こ
と
を
押
し
促
す
」）

15
（

（W
etherell et al. 2019

）
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
遺
産
も
情
動
的
営
為
（affective practice

）
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
（W

etherell 
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2012

））
16
（

。
天
皇
の
情
動
に
押
し
促
さ
れ
た
『
凌
雲
集
』
の
編
纂
も
、
宮
廷
共
同
体
の
共
通
記
憶
を
構
築
す
る
「
情
動
的
営
為
」
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
共
同
体
の
記
憶
構
築
の
他
に
、
遺
産
言
説
の
基
本
的
な
目
的
は
次
の
世
代
に
財
産
を
残
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
も
実
は

勅
撰
集
の
序
文
に
現
れ
る
が
、「
近
代
以
来
の
斯
文
」
を
集
め
る
『
凌
雲
集
』
よ
り
も
、『
文
華
秀
麗
集
』
と
『
経
国
集
』
の
序
文
で
は

そ
の
こ
と
を
顕
著
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。『
文
華
秀
麗
集
』
に
所
収
さ
れ
た
漢
詩
に
つ
い
て
、
序
の
作
者
仲
雄
王
は
そ
の
「
後
」（
つ

ま
り
後
世
）
か
ら
の
評
価
を
宣
言
す
る
。

英
聲
因
而
掩
後
、
逸
價
藉
而
冠
先
。

英
声
因
り
て
後
を
掩
ひ
、
逸
価
藉
り
て
先
に
冠
る
。

さ
ら
に
『
経
国
集
』「
序
」
で
は
、
滋
野
貞
主
は
次
の
よ
う
に
、
目
前
の
利
益
ば
か
り
を
気
に
す
る
人
々
を
非
難
し
な
が
ら
、「
千
載
」

（
＝
千
年
）
も
存
続
す
る
「
功
」（
＝
業
績
）
を
「
後
に
伝
」
え
る
「
古
の
作
者
」
を
賛
美
す
る
。

夫
貧
賤
則
懾
於
飢
寒
、
富
貴
則
流
於
逸
樂
。
遂
營
目
前
之
務
、
而
遺
千
載
之
功
。
是
以
古
之
作
者
、
寄
身
於
翰
墨
、
見
意
於
篇
籍
。

不
託
飛
馳
之
勢
、
而
聲
名
自
傳
於
後
。

夫
れ
貧
賤
な
る
と
き
に
は
則
ち
飢
寒
を
懾
る
、
富
貴
な
る
と
き
に
は
則
ち
逸
楽
を
流
に
す
。
遂
に
目
前
の
務
を
営
み
て
、
千
載
の

功
を
遺
る
。
是
を
以
ち
て
古
の
作
者
は
、
身
を
翰
墨
に
寄
せ
、
意
を
篇
籍
に
見
し
、
飛
馳
の
勢
に
託
か
づ
し
て
、
声
名
自
ら
に
後

に
伝
は
る
。
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同
じ
序
文
の
最
後
に
、
貞
主
は
勅
撰
集
の
存
続
を
願
っ
て
い
る
。

名
曰
『
經
國
集
』。
冀
映
日
月
而
長
懸
、
爭
鬼
神
而
將
奧
。

名
づ
け
て
『
経
国
集
』
と
曰
ふ
。
冀
は
く
は
日
月
と
映
え
て
長
く
懸
り
、
鬼
神
と
争
ひ
て
奥
く
あ
ら
む
こ
と
を
。

　

さ
て
、
以
上
の
序
文
の
内
容
は
、
ど
の
程
度
「
遺
産
言
説
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
後
世
に
よ
っ
て
評
価
さ

れ
た
い
と
い
う
純
粋
な
希
望
は
、
ど
の
詩
人
や
作
者
に
も
少
な
く
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。Stephen O

w
en

氏
に
よ
る
と
、
中
国
古

典
文
学
の
「
基
本
的
な
規
則
は
、
過
去
と
未
来
の
間
に
再
確
認
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
。《
私
が
（
過
去
を
）
記
憶
す
る
か
ら
、
私
も
（
未

来
に
）
記
憶
さ
れ
る
と
望
め
る
》」）

17
（

（O
w

en 1986:  1

）。O
w

en

氏
が
述
べ
る
こ
の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
繋
ぐ
「
契
約
」
は
、
前
掲
の

勅
撰
集
序
の
箇
所
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
や
は
り
遺
産
研
究
で
論
じ
ら
れ
る
遺
産
概
念
に
も
通
用
す
る
論
考
だ
と
い
う
こ
と

を
こ
こ
で
は
特
筆
し
た
い
。
文
学
の
概
念
と
同
様
に
、
日
本
に
お
け
る
文
化
の
継
承
に
対
す
る
姿
勢
も
中
国
思
想
に
影
響
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、「
遺
産
言
説
」
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
日
本
文
学
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
和
漢
比
較
研
究
や
中
国
文
学
研
究
ま
で
こ
の
課

題
を
広
げ
う
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　

遺
産
言
説
に
せ
よ
、
過
去
と
未
来
の
契
約
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
古
代
と
近
代
を
区
別
す
る
歴
史
的
意
識
で
あ

ろ
う
。W
iebke D

enecke

氏
に
よ
る
と
、
嵯
峨
朝
の
文
人
た
ち
の
斬
新
さ
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
意

識
」、
あ
る
い
は
「
近
代
性
」
の
感
覚
で
あ
る
が
（D

enecke 2013:  98

－101
）、
私
は
こ
れ
こ
そ
が
遺
産
と
い
う
情
動
的
営
為
の
不
可
欠

な
条
件
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
つ
ま
り
自
分
が
生
き
て
い
る
時
代
と
そ
の
前
の
時
代
を
区
別
し
な
い
限
り
、
過
去
の
文
化
を
評
価
し
、
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継
承
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
意
識
は
、
お
そ
ら
く
編
纂
作
業
を
支
え
た
方
針
で
も
あ
っ
た
。
勅
撰
集
は
、
宮
廷
で
作
成
さ
れ
た
漢
詩
文
を
網

羅
的
に
集
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
か
ら
特
に
価
値
の
あ
る
作
品
だ
け
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
取
捨
選
択
プ
ロ
セ
ス
が
困
難
な
事

業
で
あ
っ
た
の
は
、
序
文
に
は
っ
き
り
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
凌
雲
集
』
序
で
は
、

豈
臣
等
能
所
議
乎
。
而
殊
被
詔
旨
、
敢
以
採
擇
。

豈
に
臣
等
の
よ
く
議
る
所
な
ら
む
や
。
而
も
殊
に
詔
旨
を
被
り
、
敢
へ
て
採
択
せ
む
と
す
。

臣
之
此
撰
、
非
臣
獨
斷
。
與
從
五
位
上
行
式
部
少
輔
菅
原
朝
臣
清
公
、
大
學
助
外
從
五
位
下
勇
山
連
文
繼
等
、
再
三
議
。
猶
有
不

盡
、
必
經
天
鑒
。

臣
の
此
の
撰
は
、
臣
は
独
断
に
あ
ら
ず
。
従
五
位
上
行
式
部
少
輔
菅
原
朝
臣
清
公
・
大
學
助
外
従
五
位
下
勇
山
連
文
継
等
と
、
再

三
詳
議
す
。
猶
し
尽
さ
ぬ
こ
と
有
る
と
き
に
は
必
ず
天
鑒
を
経
る
。

と
あ
り
、『
文
華
秀
麗
集
』「
序
」
で
は
、

臣
謹
與
從
五
位
上
行
式
部
少
輔
兼
阿
波
守
臣
菅
原
朝
臣
清
公
、
從
五
位
下
行
大
學
助
紀
傳
博
士
臣
勇
山
連
文
繼
、
從
六
位
下
守
大

内
記
臣
滋
野
宿
爾
貞
主
、
從
七
位
下
守
少
內
記
兼
行
播
磨
少
目
臣
桑
原
公
腹
赤
等
、
各
相
平
論
甄
定
取
捨
。

臣
謹
み
て
、
従
五
位
上
行
式
部
少
輔
兼
阿
波
守
臣
菅
原
朝
臣
清
公
、
従
五
位
下
行
大
学
助
紀
伝
博
士
臣
勇
山
連
文
継
、
従
六
位
下
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守
大
内
記
臣
滋
野
宿
爾
貞
主
、
従
七
位
下
守
少
内
記
兼
行
播
磨
少
目
臣
桑
原
公
腹
赤
等
と
、
各
相
平
論
し
、
取
捨
を
甄
定
す
。

と
あ
り
、『
経
国
集
』「
序
」
で
は
、

爰
詔
正
三
位
行
中
納
言
兼
右
近
衛
大
將
春
宮
大
夫
良
岑
朝
臣
安
世
、
令
臣
等
鳩
訪
斯
文
也
。
詞
有
精
麁
、
濫
吹
須
辨
。
文
非
一
骨
、

備
善
維
雜
。

爰
に
正
三
位
行
中
納
言
兼
右
近
衛
大
将
春
宮
大
夫
良
岑
朝
臣
安
世
に
詔
し
て
、
臣
等
を
し
て
斯
文
を
鳩
訪
せ
し
め
た
ま
ふ
。
詞
に

精
麁
有
り
、
濫
吹
辨
く
べ
し
。
文
は
一
骨
に
非
ら
ず
、
備
善
維
れ
雑
じ
る
。

と
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
序
文
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
や
は
り
編
纂
と
い
う
事
業
は
、
付
加
価
値
を
作
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
り
、
宮
廷
の
共
同
体

が
共
有
す
る
価
値
観
を
再
確
認
、
再
構
築
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
文
学
遺
産
」
は
、
作
品
そ
の
物
で
は
な
く
、
作
品
を
選
択
し
、
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
文
化
的
お
よ
び
社
会
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

と
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
し
、
正
統
化
す
る
勅
撰
集
の
序
文
は
、
遺
産
言
説
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。

勅
撰
漢
詩
集
序
に
お
け
る
漢
籍
の
遺
産
化

　

周
知
の
通
り
、
平
安
初
期
の
勅
撰
漢
詩
集
の
序
は
『
論
語
』
や
『
荘
子
』
な
ど
、
様
々
な
漢
籍
を
典
拠
に
も
つ
箇
所
が
多
い
。
そ
の
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中
で
、
先
学
に
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
魏
文
帝
（
曹
丕
）
の
「
論
文
」（
二
一
七
年
、『
典
論
』、『
文
選
』
所
収
）
で
あ
り
、『
凌

雲
集
』「
序
」
の
冒
頭
部
に
次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

臣
岑
守
言
、
魏
文
帝
有
曰
「
文
章
者
經
國
之
大
業
、
不
朽
之
盛
事
。
年
壽
有
時
而
盡
、
榮
樂
止
乎
其
身
」。
信
哉
。

臣
岑
守
い
言
さ
く
、
魏
の
文
帝
曰
へ
る
こ
と
あ
り
「
文
章
は
経
国
の
大
業
、
不
朽
の
盛
事
な
り
。
年
寿
は
時
と
し
て
尽
く
る
こ
と

あ
り
、
栄
楽
は
其
の
身
に
止
ま
る
。」
と
。
信
な
る
哉
。

魏
文
帝
に
由
来
す
る
こ
の
「
文
章
経
国
思
想
」、
つ
ま
り
文
学
を
通
じ
て
の
統
治
と
い
う
概
念
は
、
嵯
峨
朝
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
と
よ
く
指

摘
さ
れ
て
い
る
が）

18
（

、
そ
の
実
際
的
な
働
き
と
役
割
は
未
だ
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る）

19
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
上
掲
の

箇
所
で
は
「
魏
の
文
帝
曰
へ
る
こ
と
あ
り
」
と
原
文
の
作
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
序
文
の
作
者
小
野
岑
守
は
わ
ざ

わ
ざ
「
魏
文
帝
」
の
名
前
を
挙
げ
る
の
か
。
お
そ
ら
く
岑
守
は
、「
文
章
経
国
」
と
い
う
概
念
を
摂
取
す
る
際
、
や
は
り
権
力
者
で
あ
っ

た
魏
文
帝
の
名
前
に
連
な
る
権
威
（
あ
る
い
は
象
徴
的
資
本
）
そ
の
も
の
を
も
摂
取
し
、「
凌
雲
集
序
」
と
い
う
新
し
い
テ
ク
ス
ト
の
中

に
組
み
込
も
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嵯
峨
政
権
の
新
し
い
世
界
観
と
文
化
的
政
策
を
正
統
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
勅
撰
集
に
と
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
権
威
に
満
ち
た
漢
籍
と
そ
の
作
者
と
の
直
接
的
な
関
係
を
宣
揚
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

実
は
、
中
国
史
上
の
人
物
を
摂
取
し
て
再
利
用
す
る
例
は
、
他
の
勅
撰
集
の
序
文
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
経
国
集
序
」
で
は
、

嵯
峨
天
皇
と
淳
和
天
皇
が
中
国
太
古
の
君
主
、
堯
と
舜
に
同
一
化
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

堯
之
克
讓
文
思
、
舜
之
濬
哲
好
問
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堯
が
克
讓
文
思
な
る
、
舜
が
濬
哲
好
問
な
る

O
ur latter- day Yao has displayed his concern over the proper ordering of governm

ent in ceding the throne. O
ur latter-

day Shun displays deep w
isdom

 and intellectual curiosity.

（H
eldt 2008:  307

）

こ
の
箇
所
を
英
訳
し
たG

ustav H
eldt

氏
は
、「
堯
」
と
「
舜
」
を
「O

ur latter- day Yao

」
と
「O

ur latter- day Shun

」（
我
々
の
近

代
の
堯
、
我
々
の
近
代
の
舜
）
と
補
足
し
、
堯
・
舜
と
嵯
峨
・
淳
和
の
同
一
化
を
明
白
に
し
た
が
（H

eldt 2008:  307

）、
原
文
で
は
そ

の
読
み
方
は
も
っ
ぱ
ら
読
者
に
任
せ
ら
れ
、
そ
し
て
堯
と
舜
は
異
国
（
中
国
）
の
人
物
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
に
注
意
し
た
い
。W

iebke D
enecke

氏
に
よ
る
と
、「
経
国
集
序
」
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、「
日
本
文
学
史
を
書
く
と
い
う

目
的
で
、
中
国
の
歴
史
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
完
全
に
帰
化
」）

20
（

（D
enecke 2004:  110

）
さ
れ
、「
中
国
と
し
て
の
日
本
」（Japan as C

hina

）

と
い
う
偽
装
に
よ
っ
て
、
中
国
の
詩
と
日
本
の
漢
詩
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
」）

21
（

（D
enecke 2004:  99

）
と
述
べ
て
い
る
。D

enecke

氏
は
こ
の
よ
う
な
漢
籍
の
再
利
用
を
「
創
造
的
再
演
」（creative reenactm

ent

） （D
enecke 2004:  97 , 110

）
と
名
付
け
る
が
、
私
は

こ
れ
こ
そ
を
「
遺
産
化
」（heritagization

）
と
し
て
捉
え
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漢
籍
の
引
用
は
た
だ
の
装
飾
で
は
な
く
、
魏
文

帝
、
堯
、
舜
な
ど
の
歴
史
的
人
物
が
新
し
い
「
日
本
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
に
再
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
文
人
の
共
通
知
識
、

共
有
記
憶
と
な
り
、
日
本
の
文
学
遺
産
の
一
部
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
そ
の
た
め
、「
創
造
的
再

演
」
よ
り
強
い
「
創
造
的
私
物
化
」（creative appropriation

）
と
い
う
術
語
を
使
っ
て
み
た
い
。
こ
れ
は
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
で
良
く

持
ち
上
げ
ら
れ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
の
盗
用
や
奪
取
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
は
な
く
、
他
文
化
を
自
分
の
文
化
と
し
て
換
骨

奪
胎
、
あ
る
い
は
カ
ニ
バ
ラ
イ
ズ
（cannibalize

、
共
食
い
）
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
創
造
的
私
物
化

と
い
う
観
点
は
、
遺
産
研
究
で
重
視
さ
れ
て
い
る
「
所
有
性
」（ow

nership

）、
つ
ま
り
「
文
化
は
誰
の
も
の
な
の
か
」
と
い
う
幅
広
い
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問
題
に
つ
な
が
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
こ
れ
を
、
日
本
文
学
研
究
に
重
ね
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
漢
文
は
本
当
に
日
本
文
学
な
の
か
」、

「
漢
字
に
基
づ
く
日
本
語
表
記
は
本
当
に
日
本
人
の
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
再
考
を
促
す
可
能
性
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
け
る
漢
籍
の
遺
産
化
は
、
東
ア
ジ
ア
の
「
文
」
と
い
う
共
有
文
化
圏
へ
参
加
す
る
た
め
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
活
動
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
で
作
ら
れ
た
「
文
」
と
中
国
で
作
ら
れ
た
「
文
」
を
区
別
せ
ず
、
ど
ち
ら
も
「（
漢
）
文
」

と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
、
中
国
と
日
本
の
距
離
感
を
圧
縮
し
、
一
つ
の
時
空
間
、
つ
ま
り
一
つ
の
文
化
圏
と
し
て
再
形
成
、
再
認
識

し
う
る
効
果
が
あ
る
。
当
然
、
こ
れ
は
言
説
と
し
て
、
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
上
の
み
で
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
平
安
の
文
人
た
ち
は
東
ア
ジ
ア
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
圏
、
つ
ま
りB

enedict A
nderson

氏
が
い
う
「
想
像
の
共
同

体
」（im

agined com
m

unity

）（A
nderson 1983

）
に
所
属
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
無
形
文
化
遺
産
の
一
つ
だ
と
言
え
る

「
漢
文
」
と
い
う
共
通
書
記
言
語
を
通
じ
て
、
中
国
の
テ
ク
ス
ト
を
私
物
化
し
な
が
ら
、
創
造
的
に
遺
産
化
し
、
つ
ま
り
新
し
い
日
本
文

学
遺
産
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　

文
学
は
、
様
々
な
共
同
体
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
物
だ
が
、
同
時
に
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
価
値
観
を
定
め
る
重
要

な
道
具
で
も
あ
っ
た
の
で
、
評
価
さ
れ
、
保
護
さ
れ
、
作
り
直
さ
れ
、
そ
し
て
文
化
遺
産
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
勅
撰

漢
詩
集
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

結
論

　

以
上
、
平
安
初
期
の
勅
撰
漢
詩
集
の
序
を
文
化
の
保
護
と
伝
承
に
関
わ
る
遺
産
言
説
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
た
。
ま
た
、
漢
籍
か
ら

の
引
用
や
受
容
を
、
遺
産
化
の
一
例
と
し
て
見
な
し
、
平
安
宮
廷
と
い
う
共
同
体
に
お
け
る
記
憶
作
り
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
構
築
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を
実
行
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
論
考
し
た
。

　

一
二
〇
〇
年
前
に
制
作
さ
れ
た
勅
撰
漢
詩
集
が
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
結
果
か
ら
判
断
す
る
と
、
や
は
り
こ
の
遺
産
言
説
は
、

理
論
的
な
段
階
に
止
ま
る
空
虚
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
で
は
な
く
、
実
際
の
社
会
、
つ
ま
り
平
安
以
降
の
日
本
文
学
史
と
作
品
の
流
布
に
具

体
的
な
効
果
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
当
然
、
こ
の
継
承
過
程
に
は
、
の
ち
の
人
々
、
特
に
平
安
後
期
の
文
人
た
ち
の
行
動

と
評
価
が
決
定
的
な
作
用
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
遺
産
化
の
一
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
度
の
課
題
と
し
た
い
。

　

文
学
作
品
と
し
て
の
内
在
的
な
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
勅
撰
漢
詩
集
の
序
文
に
は
「
遺
産
」
と
い
う
価
値
を
作
ろ
う

と
す
る
言
説
が
顕
著
で
あ
る
の
で
、
日
本
遺
産
史
を
書
く
た
め
に
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
漢
籍
の
受
容
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
日
本
文
学
は
、
同
時
に
ま
たD

enecke

氏
が
「
東
ア
ジ
ア
漢
文
文
化
圏
の
共
有
文
学
遺
産
」（shared literary heritage 

of the East A
sian sinographic sphere

）（D
enecke 2017

）
と
名
付
け
る
膨
大
な
文
化
遺
産
を
一
層
豊
か
に
し
た
も
の
だ
と
再
評
価

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
前
近
代
に
存
在
し
て
い
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
有
遺
産
を
再
考
し
、
再
発
見
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
所
産
で
あ

る
国
民
国
家
（nation

）
に
よ
っ
て
分
裂
さ
れ
、
束
縛
さ
れ
て
い
る
現
代
東
ア
ジ
ア
の
社
会
に
新
た
な
共
通
記
憶
や
共
同
体
を
想
像
さ

せ
る
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
「
文
学
遺
産
史
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
日
本
文
学
史
は
、
よ
り
広
い
「
東
ア
ジ
ア
文
学
遺
産
史
」
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
文
学
研
究
に
も
学
問
分
野
を
越
境
で
き
る
新
た
な
役
割
を
与
え
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
文
学
遺
産
を
物
で
は

な
く
、
文
化
的
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
を
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
流
れ
と
し
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
勅
撰
漢
詩
集
の
よ
う
な
日
本
漢
文
は
、
日
本
人
や
ア
ジ
ア
人
の
共
有
記
憶
、

つ
ま
り
文
化
遺
産
だ
と
本
当
に
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
遺
産
と
い
う
付
加
価
値
を
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
に
加
え
る
か
ど
う
か
は
現
代
社

－ （（4 －（（5）



会
の
人
々
が
決
め
る
の
だ
が
、
い
ま
文
学
研
究
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
せ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
。「
テ
ク
ス

ト
は
人
（
信
仰
、
習
慣
な
ど
）、
行
為
、
人
間
関
係
、
現
実
世
界
に
お
け
る
因
果
関
係
を
も
た
ら
し
、
と
同
時
に
変
更
を
促
す
」）

22
（

（Fairclough 

2003:  8
）
力
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
日
こ
そ
社
会
に
お
け
る
文
学
研
究
の
重
要
性
は
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

※ 

本
研
究
は
、
欧
州
委
員
会H

orizon 2020 -  M
arie Sklodow

ska C
urieA

ctions

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
契
約
番
号792809

）
の
資
金
で
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
） 

日
本
古
典
文
学
の
場
合
は
、
こ
の
二
年
間
に
国
内
外
で
い
く
つ
か
の
催
し
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「Seeking a Future for East A

sia’s Past:  Sinographic 
Sphere Studies

（
東
ア
ジ
ア
の
過
去
の
た
め
に
将
来
を
探
る　

漢
字
圏
学
）」（
ボ
ス
ト
ン
大
学
、
二
〇
一
八
年
）、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」（
明
星
大

学
、
二
〇
一
九
年
一
月
）、
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ルC

lassical Japanese Special Interest G
roup （A

A
S

、D
enver　

二
〇
一
九
年
三
月
）、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
21
世
紀
の
人

文
知
と
は
―
世
界
の
古
典
学
か
ら
考
え
る
」（
早
稲
田
大
学
、
二
〇
一
九
年
六
月
）
な
ど
。
出
版
物
と
し
て
は
、
勝
又
基
（
二
〇
一
九
年
）
と
前
田
雅
之
（
二
〇
一
八
年
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）  https:// europa.eu/ cultural- heritage/ about_ en.htm

l

（
3
）  International C

onference of the A
ssociation of C

ritical H
eritage Studies

第
４
回
例
会
、
二
〇
一
八
年
九
月
一
～
六
日
、
浙
江
大
学
（
杭
州
）。https:// w

w
w.

criticalheritagestudies.org/ hangzhou- conference.

（
4
）  R

oberta Strippoli, D
ancer, N

un, G
host, G

oddess: The Legend of G
iō in Japanese Literature, Theater, Visual Arts and C

ultural H
eritage. B

oston:  B
rill, 2017 .

（
5
） 

『
第
42
回　

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
一
九
年
、
二
一
三
頁
。

（
6
）  «Increasingly, the view

 has been that, alongside any intrinsic value heritage m
ay have, ultim

ately m
eaning resides in the “intangible” relationships it provides 

betw
een people and things.» 

和
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
7
）  «H
eritage is a m

etacultural process in the sense that artifacts, buildings, landscapes, festivals or any other heritage elem
ent are not by them

selves heritage 
unless there is social value attached to them

. From
 this point of view

, heritage is a peculiar type of cultural product because it im
plies a m

etacultural 
reflection about culture itself. H

eritage im
plies “adding value to culture”.»

（
8
） 

美
術
や
文
学
作
品
の
内
在
的
な
価
値
を
否
定
す
る
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
（
一
九
九
五
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
9
） 

例
え
ば
カ
ノ
ン
形
成
を
め
ぐ
る
研
究
。
日
本
文
学
の
場
合
はShirane 2003 , 1999  

やR
aud 2003  

な
ど
を
参
照
。

（
10
）  «Integral to C

D
A

 is not sim
ply an analysis of discourse but also an analysis of the social and political context of that discourse and an analysis of the social 

effects that a discourse has».

（
11
）  «H

eritage has alw
ays been w

ith us and has alw
ays been produced by people according to their contem

porary concerns and experiences».

（
12
） 
本
稿
に
お
け
る
勅
撰
集
序
の
原
文
と
書
き
下
し
は
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』（
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
、
一
九
七
九
年
、
一
九
八
五
年
）
に
よ
る
（
た
だ
し
、
ふ

り
が
な
を
省
く
）。

（
13
） 

こ
の
見
解
の
早
い
例
は
、
鈴
木
日
出
男
「
嵯
峨
文
学
圏
」（『
季
刊　
文
学　
国
語
』
六
八
巻
、
一
九
七
三
年
八
月
）
一
～
一
二
頁
。
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
ま
と
め
はD

enecke 
2013:  98

に
あ
る
。

（
14
）  «A

s w
ith heritage, m

em
ory is not an object to possess, m

em
ories are not ‘like books in a library that w

e can pull dow
n, open up, and read’ （C

onw
ay 1997:  4

）. 
R

ather, m
em

ory is an active cultural process of rem
em

bering and of forgetting that is fundam
ental to our ability to conceive the w

orld （M
isztal 2003:  1

）».

（
15
）  «em

otion is action- oriented, it pushes people to do things».

（
16
） 

学
問
に
お
け
る
感
情
と
感
情
の
定
義
に
つ
い
て
は
、D

e A
ntoni 2020

、
日
本
の
ケ
ー
ス
に
関
し
て
は
、D

e A
ntoni &

 C
ook 2019  

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）  «The fundam

ental rule w
as the reaffi

rm
ation of a contract m

ade w
ith past and future:  “A

s I rem
em

ber, so m
ay I hope to be rem

em
bered”».

（
18
） 

最
近
こ
の
見
解
が
再
考
さ
れ
、
例
え
ば
滝
川
幸
司
の
先
掲
論
（
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。

（
19
） 

文
章
経
国
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
の
概
観
は
、D

enecke 2013　

九
五
～
九
八
頁
、
ま
た
は
宋
晗
「
嵯
峨
朝
に
お
け
る
文
章
と
経
国
―
漢
文
芸
の
二
重
の
価
値
」（『
國
學
院
雑

誌
』
一
一
九

－

九
号
、
二
〇
一
八
年
九
月
）
と
宋
晗
『
平
安
朝
文
人
論
』（
博
士
論
文
、
東
京
大
学
人
文
社
会
系
研
究
科
日
本
文
化
研
究
専
攻　

二
〇
一
八
年
）
一
七
～
三
三

頁
を
参
照
。

（
20
）  «the com

plete naturalization of C
hinese tem

poral narratives for the purpose of w
riting Japanese literary history».

（
21
）  «U

nder this disguise of “Japan as C
hina” the difference betw

een C
hinese poetry and Japanese kanshi is m

ade invisible».

（
22
）  «In sum

, texts have causal effects upon, and contribute to changes in, people （beliefs, attitudes, etc.

）, actions, social relations, and the m
aterial w

orld.»
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＊
討
論
要
旨

　

奈
良
女
子
大
学
大
学
院
の
楊
琴
氏
か
ら
は
、
漢
籍
の
受
容
と
い
う
の
は
、
漢
籍
だ
け
な
の
か
、
或
い
は
仏
典
の
受
容
も
含
め
る
の
か
、
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
以
前
は
、

漢
籍
は
仏
教
の
内
典
、
外
典
と
い
う
区
別
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
日
本
に
伝
来
す
る
と
き
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
漢
籍
受
容
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
楊
氏
の
も
う
ひ
と
つ
の
質
問
と
し
て
は
、

漢
詩
の
受
容
に
つ
い
て
、
仏
教
が
中
国
に
伝
来
す
る
以
前
以
後
で
、
漢
詩
そ
の
も
の
の
か
た
ち
と
、
漢
訳
仏
典
、
仏
典
の
漢
訳
の
場
合
は
、
言
葉
の
つ
か
い
か
た
に
変
化
が
あ
っ
た
。

そ
う
い
っ
た
も
の
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
は
漢
籍
の
受
容
と
い
え
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

発
表
者
は
、
と
て
も
関
係
の
あ
る
問
題
で
あ
る
、
と
し
、
仏
教
に
つ
い
て
は
勉
強
不
足
で
、
あ
ま
り
今
の
自
身
の
研
究
で
は
触
れ
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
、
と
断
り
つ
つ
、
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。
そ
も
そ
も
、
仏
教
は
日
本
に
と
っ
て
海
外
の
文
化
と
し
て
考
え
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
ま
ず
中
国
に
き
て
、
日
本
ま
で
渡
っ
て
く
る
、
そ
れ
を
も
ち
ろ
ん
、「
遺

産
」
と
し
て
考
え
て
も
い
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
昨
年
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
研
究
と
し
て
、
名
古
屋
大
学
の
阿
部
泰
郎
氏
を
研
究
代
表
者
と
す
る
科
研
費
基
盤
研
究
「
宗
教
テ
ク

ス
ト
遺
産
の
探
査
と
綜
合
的
研
究
―
人
文
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」
と
い
う
研
究
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
も
、「
遺
産
研
究
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
遺

産
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。
宗
教
研
究
で
も
、
や
は
り
過
去
か
ら
他
の
人
、
他
の
世
代
が
残
し
た
も
の
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
問
題
、「
遺
産
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使

わ
な
く
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、「
遺
産
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
文
化
を
い
ま
、
ど
う
す
る
、
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
。
漢
詩
も
お
そ
ら
く
同
じ
こ
と
で
、

使
う
人
、
た
と
え
ば
、
日
本
人
が
作
っ
た
漢
詩
は
中
国
人
が
作
っ
た
漢
詩
と
は
ど
う
違
う
か
と
い
う
問
題
を
、
和
漢
比
較
研
究
で
、
現
在
調
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
面
白
い
の
は
、
た
と

え
ば
、
漢
詩
は
誰
の
も
の
な
の
か
、
中
国
の
も
の
な
の
か
、
で
は
日
本
人
が
作
っ
た
漢
詩
は
日
本
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
、
文
化
は
誰
の
も
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い

く
。
我
々
の
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
国
文
学
、
日
本
文
学
、
中
国
文
学
と
い
う
概
念
を
や
は
り
と
ら
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
東
ア
ジ
ア
、
も
っ
と
広
い
範
囲
で
考
え
る
べ
き

だ
、
と
研
究
途
上
な
が
ら
考
え
て
い
る
。
発
表
者
は
以
上
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

　

楊
氏
は
、
つ
ま
り
発
表
者
の
考
え
で
は
、
仏
典
も
東
ア
ジ
ア
の
漢
文
文
化
圏
の
文
化
遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
私
と
し
て
は
、
漢
籍
の
受
容
の
と

こ
ろ
に
は
、
仏
典
も
い
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
、
と
質
問
の
意
図
を
述
べ
た
。
発
表
者
は
、
む
し
ろ
こ
の
、
文
学
を
「
遺
産
研
究
」
か
ら
と
ら
え
る
考
え
に
参
加
し
て
ほ
し
い
、
こ
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れ
が
言
説
と
し
て
使
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
し
て
、
考
え
て
み
て
ほ
し
い
、
と
回
答
し
た
。

　

お
茶
の
水
女
子
大
学
の
生
田
慶
穂
氏
は
、
俳
句
を
世
界
遺
産
に
す
る
と
い
う
動
き
が
あ
る
と
紹
介
し
、
発
表
中
、
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
も
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
俳
句
は
近
現

代
に
入
っ
て
か
ら
日
本
の
文
化
が
世
界
に
広
ま
っ
て
い
っ
て
様
々
な
地
で
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
思
っ
て
み
る
と
、
漢
詩
や
漢
文
を
東
ア
ジ
ア
圏
で
捉
え
直
す
の
と
は
逆

に
、
今
度
は
俳
句
と
い
う
日
本
文
化
を
、
世
界
の
な
か
で
捉
え
直
す
と
い
う
動
き
も
あ
り
え
る
の
だ
と
思
い
、
面
白
い
視
点
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
、
と
述
べ
た
。

　

発
表
者
は
、
以
下
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
た
し
か
に
俳
句
の
い
ろ
い
ろ
な
協
会
が
集
ま
っ
て
無
形
文
化
遺
産
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
、
私
か
ら
見
る
と
無
形
文
化
遺
産
に
な

れ
る
可
能
性
が
あ
る
気
も
す
る
が
、
本
当
に
そ
う
な
れ
ば
、
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
う
。
や
は
り
今
日
、
俳
句
と
い
う
の
は
、
日
本
人
が
作
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
の
俳
句
を

世
界
遺
産
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
ま
、
ど
の
国
で
も
、
ど
の
言
語
で
も
俳
句
は
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
俳
句
は
世
界
の
文
化
で
す
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
な
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
た
面
白
い
こ
と
で
、
俳
句
は
日
本
の
も
の
だ
ろ
う
か
、
世
界
の
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
答
え
の
な
い
問
題
に
な
る
の
が
、
と
て
も

刺
激
的
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。

　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
グ
エ
ン　

ヴ
ー 

ク
イ
ン 

ニ
ュ
ー
氏
は
、
自
身
は
ベ
ト
ナ
ム
人
で
ず
っ
と
日
本
文
学
を
研
究
し
て
き
て
、
た
し
か
に
今
年
は
日
本
で
は
、
日
本
古

典
文
学
の
教
育
が
必
要
な
の
か
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
２
０
１
９
年
1
月
の
明
星
大
学
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」）
も
あ
っ
た
し
、
昨
日
の
国
文
学
研

究
資
料
館
を
会
場
と
し
た
話
（
前
日
の
第
5
回
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会
の
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
構
築
の
た
め
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
）
で
も
、
日
本
文
学
を
ど
う
や
っ
て

国
際
化
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
先
ほ
ど
の
発
表
の
な
か
に
、
ユ
ネ
ス
コ
に
登
録
し
て
い
る
日
本
文
学
は
あ
ま
り
み
え
な
い
、
と
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
ど

う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
質
問
し
た
。
ま
た
、
先
ほ
ど
の
質
疑
に
あ
っ
た
よ
う
に
俳
句
、
ベ
ト
ナ
ム
で
も
普
及
さ
れ
て
い
る
俳
句
は
、
ど
う
し
て
ま
だ
ユ
ネ
ス
コ
に
登
録
さ
れ
て
い

な
い
の
か
、
こ
れ
か
ら
日
本
文
学
の
な
か
で
は
何
が
い
ち
ば
ん
ユ
ネ
ス
コ
の
文
学
遺
産
に
な
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
、
と
質
問
し
た
。
ま
た
、
も
し
文
化
遺
産
に
な
れ
ば
、
何
が
い
ち
ば

ん
期
待
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
四
点
を
質
問
し
た
。

　

発
表
者
は
、
私
の
研
究
は
ど
う
や
っ
て
日
本
文
学
を
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
問
う
て
い
な
い
、
と
断
り
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
考
え
方
は
も
ち
ろ
ん
面
白

い
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
た
と
え
ば
『
御
堂
関
白
記
』、
藤
原
道
長
の
日
記
は
、
実
はM

em
ory of Literature

と
い
う
違
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
が
一
応
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界

遺
産
に
な
っ
た
。
そ
の
認
定
の
際
、『
源
氏
物
語
』
も
同
時
に
考
え
た
ら
し
い
が
、
登
録
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
決
め
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
に
は
原
文
が
な
い
か
ら
、
紫
式
部

が
書
い
た
も
の
が
全
く
現
存
し
な
い
、
と
い
う
理
由
で
決
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
や
は
り
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
ー
、
つ
ま
り
真
正
性
、
現
存
資
料
が
本
物
で
あ
る
か
、
作
者

の
も
の
で
あ
る
か
、
作
者
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
が
（
登
録
審
査
の
基
準
に
）
入
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
問
題
に
な
っ
て
い
て
、
ユ
ネ
ス
コ
の
考
え
方
と
し
て

は
、
文
学
の
考
え
方
、
テ
ク
ス
ト
の
存
在
は
す
ご
く
問
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
も
ち
ろ
ん
傑
作
で
あ
る
が
、
こ
の
ル
ー
ル
だ
と
、
世
界
遺
産
に
は
な
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
実
は
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
ぜ
ひ
ご
指
摘
が
あ
れ
ば
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
、
と
回
答
し
た
。
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The Awareness of Past and Present in Heian-Period bunjin:
Kanshishū Prefaces as Discourse on Textual Heritage

GERLINI Edoardo

  The word “Classics （koten）”, invented in the modern period, is often used to 

indicate the “culture of the past” in contrast with the concept of “modernity”. This 

use of the word koten reinforces the wrong idea that “things of the past”, being 

substantially unrelated with the present, are in practice useless to the understand-

ing of issues affecting modern societies. This misunderstanding is probably the 

main reason leading to the so-called “crisis of the classics” in the last decades.

  On the other hand, social processes like the use, re-creation and valorization of 

the culture of the past in the present have led to the birth and thriving growth of 

the new academic field of “heritage studies” （Laurajane Smith 2006）. Drawing 

on this new approach, which considers the “things of the past” as a tool to tie past 

cultures to present identities, I argue that rethinking “classical literature” as a form 

of “textual heritage” can offer new insights into the debate about the “crisis of clas-

sics” today.

  To negotiate present identities through dialogue with the past is not necessar-

ily a modern conception, but it is something that always happened in every age 

（David Harvey 2001, 2008）. In the case of Japanese Classical Literature of the 

Heian period, authors always produced texts―of which literary works were but a 

subset―through the reading and quoting of past masterpieces, in both direct and 

indirect manners. But how was the idea of the past shaped in the writing of Heian 

poets who inherited and reused style and contents from Man’yōshū or the Wenxuan, 

and how did this intertextuality lead to the creation of a present identity in contrast 

or continuity with the past?



－ 192 － － 193 －

  In today’s presentation I will draw on the idea of “textual reenactment” （Wiebke 

Denecke 2004） to identify into the text of kanshi and waka collections’ prefaces of 

Nara and early Heian a specific discursive construction about the past, similar to 

processes of “heritagization” theorized by scholars of heritage. This paper is also 

intended as a mid-term result of the three years’ fellowship I briefly anticipated 

during the 42nd International Conference on Japanese Literature in 2018.
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