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日
本
の
古
典
文
学
作
品
の
受
容
に
着
目
し
た
研
究
は
こ
こ
数
年
で
日
本
国

内
だ
け
で
な
く
︑
海
外
で
も
増
え
て
き
た
︒
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

指
摘
し
た
文
学
作
品
の
﹁
死
後
の
生
﹂（
ド
イ
ツ
語
： überleben/fortleben

）
の

研
究
は
盛
ん
だ
︒
評
者
の
知
る
限
り
︑
書
評
対
象
の
ゲ
ル
ガ
ナ
・
イ
ワ
ノ
ワ

の
著
書
は
英
語
圏
に
お
け
る
﹃
枕
草
子
﹄
の
受
容
史
に
着
目
し
た
二
冊
目
の

研
究
で
あ
る
︒
そ
の
一
冊
目
は
︑
日
本
研
究
者
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ヘ
ン
ニ

チ
ュ
ッ
ク
に
よ
るW

orlding Sei Shonagon: Th
e Pillow

 Book in Translation

（
二
〇
一
二
年
）
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
二
冊
を
そ
の
ま
ま
比
較
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
ヘ
ン
ニ
チ
ュ
ッ
ク
は
﹃
枕
草
子
﹄
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
︑

こ
の
作
品
は
こ
れ
ま
で
に
訳
さ
れ
た
諸
外
国
語
訳
の
該
当
部
分
の
比
較
検
討

を
し
︑
本
作
品
の
世
界
流
通
に
伴
う
複
雑
な
受
容
過
程
の
解
明
に
力
を
入
れ

て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
六
カ
国
語
に
訳
さ
れ
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
五
十
に

及
ぶ
翻
訳
版
の
比
較
を
通
し
て
︑
文
学
作
品
は
他
言
語
へ
翻
訳
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
原
典
か
ら
い
か
に
変
容
を
遂
げ
︑
ど
の
よ
う
に
世
界
文
学
へ
参
入

す
る
の
か
︑
そ
の
過
程
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
︒
一
方
で
︑
イ

ワ
ノ
ワ
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
︑
日
本
国
内
に
お
け
る

﹃
枕
草
子
﹄
の
受
容
形
式
を
詳
し
く
追
跡
し
て
い
る
点
で
︑
上
記
ヘ
ン
ニ

チ
ュ
ッ
ク
の
著
書
と
大
き
く
異
な
る
︒

　
本
書
の
﹁
ま
え
が
き
﹂
で
明
記
さ
れ
た
よ
う
に
︑
著
者
は
二
〇
一
四
年
に

刊
行
さ
れ
た
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
モ
ス
ト
ウ
の
大
著C

ourtly Visions: Th
e Ise Stories 

and the Politics of C
ultural Appropriation

や
二
〇
一
三
年
に
出
版
さ
れ
た
マ

イ
ケ
ル
・
エ
メ
リ
ッ
ク
のTh

e Tale of G
enji: Translation, C

anonization, and 

W
orld Literature

で
採
用
さ
れ
た
研
究
方
法
と
同
じ
手
法
を
用
い
て
い
る
︒
モ

ス
ト
ウ
と
エ
メ
リ
ッ
ク
の
研
究
は
︑
と
り
わ
け
英
語
圏
に
お
け
る
﹃
伊
勢
物

書 
評ゲ

ル
ガ
ナ
・
イ
ワ
ノ
ワ

﹃ 

あ
る
日
本
古
典
文
学
作
品
の
再
構
築 

︱
︱
﹃
枕
草
子
﹄
の
複
数
の
生
﹄

G
ergana Ivanova, U

nbinding Th
e Pillow

 Book: Th
e M

any Lives of a Japanese C
lassic 

プ
ラ
ダ
ン
・
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン

Columbia University Press, 2018
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語
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
受
容
研
究
に
お
い
て
大
き
く
貢
献
し
た
が
︑
本
書

の
刊
行
は
﹃
枕
草
子
﹄
の
受
容
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
出
来
事
と
し
て
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
先
行
研
究
で
は
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹃
枕

草
子
﹄
の
多
義
に
わ
た
る
捉
え
方
に
は
じ
め
て
検
討
を
行
い
つ
つ
︑
日
本
の

古
典
文
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
は
じ
め
︑

ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
︑
カ
ノ
ン
化
（
正
典
化
）
と
翻
訳
な
ど
様
々
な
視
点
か
ら

批
判
的
に
攻
究
し
た
点
で
優
れ
て
い
る
︒
凡
そ
四
百
年
に
わ
た
る
本
作
品
の

受
容
を
追
跡
し
つ
つ
︑
各
時
代
に
お
け
る
そ
の
社
会
的
な
機
能
を
検
証
す
る

こ
と
で
︑
著
者
は
こ
れ
ま
で
文
学
研
究
者
が
答
え
よ
う
し
た
問
題
の
解
明
に

挑
戦
し
て
い
く
︒
は
た
し
て
︑
混
じ
り
け
の
な
い
い
わ
ゆ
る
﹁
オ
リ
ジ
ナ

ル
・
純
粋
﹂
な
古
典
文
学
作
品
は
存
在
す
る
の
か
︒﹃
枕
草
子
﹄
と
い
う
作
品

と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
︒
本
書
で
は
︑
著
者
が
そ
の
解
明
を
狙
っ
て
い

る
︒

　
本
書
は
︑
六
つ
の
章
に
よ
り
構
成
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
テ
ー
マ
ご
と
に
分

け
ら
れ
て
い
る
︒
第
一
章
で
は
︑
本
書
の
研
究
内
容
と
研
究
方
法
が
提
示
さ

れ
て
い
る
︒
本
書
の
目
標
は
︑
著
者
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な
ら
ば
﹁
日
本

の
女
流
作
家
に
対
す
る
固
定
観
念
と
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
彼
女
た
ち

の
文
学
作
品
の
構
築
性
を
脱
構
築
す
る
こ
と
（
一
五
頁
）﹂
で
あ
り
︑
そ
う
す

る
こ
と
で
﹁﹃
枕
草
子
﹄
は
い
わ
ゆ
る
「
随
筆
」
で
あ
り
︑
そ
の
作
者
で
あ
る

清
少
納
言
が
自
画
自
賛
の
女
流
作
家
で
あ
っ
た
と
い
う
一
方
的
に
押
し
付
け

ら
れ
て
き
た
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
・
イ
メ
ー
ジ
か
ら
解
放
す
る
（
一
四
頁
）﹂
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
も
は
や
知
る
由
も
な
い
︑
純
粋
な
原
典
を
追
跡
す
る
と
い

う
無
益
な
試
み
を
せ
ず
に
︑
著
者
は
あ
え
て
こ
の
作
品
の
派
生
に
着
目
し
て

い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
う
し
た
研
究
手
法
は
︑
読
者
が
﹁
想
像
﹂
し
た
文
学

的
な
過
去
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
︑
文
学
作
品
が
持
つ
社
会
的

な
機
能
の
解
明
に
も
寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
序
論
は
続
く

章
で
議
論
さ
れ
る
内
容
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
土
台
を
な
す
︒
次
の
第
二
章

で
は
︑
江
戸
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
三
つ
の
注
釈
書
が
検
討
さ

れ
︑
そ
の
執
筆
者
は
本
作
品
を
よ
り
読
み
や
す
く
す
る
た
め
︑
い
か
に
恣
意

的
に
複
数
の
写
本
か
ら
内
容
を
選
択
し
︑
本
作
品
を
整
理
し
た
の
か
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
必
然
性
が
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
内
容
の
整

理
が
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た
結
果
︑﹃
枕
草
子
﹄
は
﹁
随
筆
﹂
に
分
類
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
︑
従
来
の
多
様
な
読
み
方
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒

　﹃
枕
草
子
﹄
の
多
様
な
想
像
の
一
つ
に
は
︑
そ
の
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
性
格
が
あ

る
が
︑
次
の
第
二
章
と
第
三
章
で
は
︑
そ
の
詳
細
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
例

え
ば
︑
江
戸
時
代
に
遊
郭
で
働
い
た
女
性
ら
は
こ
の
作
品
を
案
内
書
と
し
て

使
っ
た
が
︑
こ
れ
は
単
な
る
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
︒
一

方
で
︑
著
者
は
当
時
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
こ
の
作
品
が
果
た
し

た
社
会
的
な
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
幕
府
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
社
会
的
な
階
級
制
度
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
転
覆
さ
せ
る
た
め

の
戦
略
で
あ
っ
た
︒
江
戸
期
の
女
性
は
︑
清
少
納
言
の
通
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ

と
こ
の
作
品
に
含
ま
れ
る
教
訓
的
な
様
相
を
︑
家
庭
内
の
み
な
ら
ず
遊
郭
に
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お
け
る
自
身
の
上
昇
戦
略
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
同
じ
く
︑
こ
の
作
品
を
基
に
し
て
江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ
た
複
数
の
絵
本

や
性
生
活
に
関
す
る
本
︑
あ
る
い
は
書
簡
文
の
教
科
書
な
ど
は
︑
と
り
わ
け

女
性
読
者
層
を
対
象
に
し
た
こ
と
か
ら
明
白
の
よ
う
に
︑
特
定
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
読
者
層
を
対
象
に
施
さ
れ
た
解
釈
は
︑
江
戸
時
代
の
執
筆
者
ら
に
よ

り
作
ら
れ
た
歴
史
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
に
構
築
さ
れ
た
清
少

納
言
の
こ
の
よ
う
な
女
性
ら
し
さ
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
現
在
で
も
一
般
的
に
想

像
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
︑
学
問
的
な
議
論
の
な
か
で
も
確
認
で
き
る
︒

こ
う
し
た
内
容
は
︑
本
書
の
最
後
の
二
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
本
作

品
を
基
に
し
て
近
年
作
ら
れ
た
少
女
向
け
の
漫
画
や
﹃
桃
尻
語
訳
﹄
の
よ
う

に
女
性
の
流
行
語
を
使
用
し
た
翻
訳
版
の
分
析
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
こ
の

作
品
は
も
は
や
江
戸
時
代
の
よ
う
に
女
ら
し
さ
の
育
成
を
目
的
で
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
と
は
言
え
︑
こ
の
作
品
と
女
性
と
の
連
想
は
相
変
わ
ら
ず
続
い
て

い
る
︒
実
際
︑
清
少
納
言
の
色
っ
ぽ
く
︑
溢
れ
出
る
色
気
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑

こ
の
数
年
で
外
国
語
に
お
け
る
映
画
や
小
説
と
し
て
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
ま
や
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
︑
海
外
に
ま
で
伝

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

視
点
か
ら
著
者
が
﹃
枕
草
子
﹄
を
検
討
し
た
こ
と
は
︑
称
賛
に
値
す
る
︒

　
本
書
が
対
象
と
し
た
広
い
研
究
範
囲
は
︑
そ
の
強
み
で
も
あ
れ
ば
︑
弱
点

で
も
あ
る
︒
著
者
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑﹃
枕
草
子
﹄
に
は
権
威
の

あ
る
原
典
が
存
在
し
な
い
た
め
︑
江
戸
時
代
の
男
性
注
釈
者
に
よ
る
改
訂
を

通
し
て
︑
異
質
な
テ
キ
ス
ト
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
こ
と
が
﹁
随

筆
﹂
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
た
︒
同
時
に
﹁
随
筆
﹂
と
い
う
作
品
ジ
ャ
ン

ル
の
流
動
的
な
定
義
こ
そ
が
︑
本
質
的
に
異
な
る
作
品
で
あ
る
﹃
枕
草
子
﹄

を
︑﹃
方
丈
記
﹄
や
﹃
徒
然
草
﹄
と
同
類
と
し
て
扱
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
︒

そ
の
意
味
で
本
研
究
は
︑
本
書
の
カ
バ
ー
に
記
載
さ
れ
た
宣
伝
文
句
の
通
り

﹁
テ
キ
ス
ト
の
複
雑
な
受
容
は
︑
ま
さ
に
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
過
去
と

動
的
な
現
在
の
間
に
行
わ
れ
る
あ
る
種
の
対
話
で
あ
る
﹂
と
い
う
事
実
を
も

の
語
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
著
者
が
対
象
と
し
た
研
究
範
囲
は
あ
ま
り
に
も

広
す
ぎ
て
い
る
か
ら
か
︑
例
え
ば
現
代
社
会
に
お
け
る
﹃
枕
草
子
﹄
の
受
容

に
関
す
る
検
討
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
︒
お
そ
ら
く
著
者
は
︑

十
八
世
紀
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
︑﹃
枕
草
子
﹄
は
切
れ
目
な
く
女
性
読
者
と

深
く
関
係
し
て
き
た
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
な
視
点
か
ら
こ
の
作
品
を
論

じ
る
た
め
︑
更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
︑
あ
え
て
最

後
の
章
を
追
加
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
第
五
章
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
︒
こ
の
章
で
は
︑
明
治
期
に
お

け
る
こ
の
作
品
の
受
容
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
検
討
対
象
は
学
界

で
の
議
論
の
み
に
集
中
し
︑
こ
の
時
期
に
お
け
る
本
作
品
の
社
会
的
な
機
能

に
関
し
て
検
証
さ
れ
て
い
な
い
︒
む
ろ
ん
︑
教
育
機
関
で
の
教
科
書
は
重
要

で
は
あ
る
が
︑
例
え
ば
当
時
の
通
俗
的
な
雑
誌
や
新
聞
な
ど
学
界
と
異
な
る

性
格
を
持
つ
媒
体
に
お
け
る
本
作
品
の
受
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
明
治
期

の
社
会
に
お
け
る
﹃
枕
草
子
﹄
の
社
会
的
な
機
能
が
見
え
て
き
た
か
も
し
れ
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な
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
現
代
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ど
を
媒
介
に
し

た
本
作
品
の
受
容
︑
特
に
清
少
納
言
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
︑

著
者
の
今
後
の
研
究
に
期
待
し
て
い
る
︒

　
同
類
の
研
究
と
同
じ
く
︑
イ
ワ
ノ
ワ
は
議
論
を
展
開
す
る
に
当
た
り
大
量

の
第
二
次
資
料
を
利
用
し
︑
あ
え
て
研
究
対
象
を
広
く
と
ら
え
る
こ
と
で
︑

﹃
枕
草
子
﹄
の
女
ら
し
さ
と
い
う
性
格
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実

を
︑
巧
み
に
解
き
明
か
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑
著

者
は
最
高
の
賞
賛
に
値
す
る
︒
ま
た
︑
本
書
に
は
詳
細
な
注
が
施
さ
れ
て
お

り
︑
膨
大
な
量
の
先
行
研
究
の
情
報
（
本
書
の
約
四
分
の
一
の
量
に
当
た
る
）

も
提
示
さ
れ
︑
と
り
わ
け
文
学
の
受
容
研
究
に
関
心
の
あ
る
大
学
院
生
や
研

究
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
︒
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