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高
木
市
之
助
著

古

文

芸

の

論
笹

月

清

美

国
文
学
の
研
究
の
中
、
文
献
学
的
研
究

（
本
文

批
評
、
訓
詰
議
釈
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
考
証
）
の

領
域
に
は
学
者
も
多
く
、
業
績
も
相
当
に
出
て
い

る
。
し
か
し
文
芸
そ
の
も
の
を
的
確
に
感
受
し
、

そ
の
本
質
や
史
的
意
義
を
生
き
生
き
と
論
ず
る
こ

と
の
出
来
る
人
は
極
め
て
少
い
。
そ
の
中
で
も
高

木
市
之
助
先
生
が
銀
線
の
よ
う
な
感
性
と
精
級
な

論
証
と
を
も
つ
て
古
今
独
歩
の
仕
事
を
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
更
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。

『古
文
芸
の
諭
』
は
前
著

『
吉
野
の
鮎
』
に
続
く

文
芸
論
集
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
は
い
よ
い
よ
冴

え
て
、
縦
横
無
尽
の
趣
が
あ
る
。

こ
の
書
は
二
部
か
ら
成
つ
て
い
る
。
初
め
の
部

に
は
、
「
文
芸
の
技
術
的
性
格
に
つ
い
て
」、

「
文

芸
の
風
土
的
関
聯
に
つ
い
て
」
な
ど
十
五
篇
の
論

文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、国
文
学
、乃
至
文
芸

一
般

の
特
質
が
種
、
の
照
明
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
後
の
部
に
は
、
「古
代
文
芸
と
方
法
」、

「古
代
文
芸
と
社
会
」
以
下

「
志
賀
の
自
水
郎
」

に
至
る
八
篇
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
古
代

文
芸
、
特
に
万
葉
集
に
つ
い
て
の
創
見
が
い
と
も

あ
ざ
や
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

先
生
の
研
究
の
特
色
は
、
方
法
的
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
方
法
が
純
粋
に
文
書
論
的
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
発
生
は
そ
の
方
法

を
実
践
し
て
お
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
又
し
ば

し
ば
方
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
ら
れ

る
。
発
生
に
よ
れ
ば
、
国
文
学
の
文
献
学
的
研
究

は
自
然
科
学
的
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
文
書

に
即
し
て
い
え
ば
あ
く
ま
で
も
外
証
的
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
。　
そ
の
外
に
、
（
或
い
は
、
そ
れ
を
超

克
し
て
）、　
文
芸
に
と
つ
て
内
証
的
も
し
く
は
自

証
的
な
方
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
こ
そ
精
神
科
学
的
と
い
う
に
値
す
る
も
の
で
あ

Ｚり
。先

生
は
も
と
よ
り
自
然
科
学
的
方
法
を
軽
視
し

も
し
く
は
無
視
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
し

つ
か
り
と
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
颯
爽
と
飛

び
立
つ
て
文
芸
の
界
を
遊
泳
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
内
証
的
方
法
と
は
何
で
あ
る
か
。
感
受

が
そ
れ
で
あ
る
。
感
受
を
お
い
て
文
芸
を
把
捉
す

る
方
法
は
な
い
。
従
つ
て
実
証
と
は
こ
の
感
受
に

客
観
性
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
自
然
科
学
的
方

法
も
も
は
や
そ
の
た
め
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
感
受
に
照
応
す
る
文
芸
の
側
の
特
質
と
し

て
、
先
生
は
、
形
と
い
う
概
念
を
導
入
さ
れ
た
。

文
芸
は
単
な
る
思
想
で
も
な
け
れ
ば
表
現
で
も
な

い
。
両
者
を
総
合
統

一
し
た
も

の
―
―
形

で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
形
を
創
造
し
、
形
成
す
る
も
の

は
技
術

（
も
し
く
は
構
想
力
）
で
あ
る
。
技
術
は

も
ち
ろ
ん
技
巧
で
は
な
い
。
技
術
は
時
間
と
空
間

と
の
綜
合
者
で
あ
り
、　
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
の
統

一

者
で
あ
つ
て
、
根
本
的
な
芸
術
創
造
の
過
程
な
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
に
貫
か
れ
た
こ
の
書
は
、
国

文
学
の
諸
作
品
、
殊
に
万
葉
集
に
つ
い
て
幾
多
の

美
し
い
リ
リ
ー
フ
を
作
り
あ
げ
、
又
多
く
の
課
題

に
対
し
て
独
自
の
解
答
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
人
麿
に
存
す
る
偉
大
な
る
形
、
―
―
そ
れ
を

従
来
は
彼
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
或
い
は
職
業
的
な
宮

難
歌
人
意
識
か
ら
来
た
形
式
主
義
な
ど
と
説
い
て

い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
人
麿
の
あ
る
質
量
感
を
説

明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
先
生
に
よ
れ
ば
、
そ

こ
に
は
等
質
的
な
自
然
人
か
ら
個
性
的
な
個
人
が

生
ま
れ
て
行
く
経
過
時
代
の
民
族
の
あ
り
か
た
が

あ
り
、
人
麿
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
社
会
個
之
個

性
と
が
調
和
さ
れ
て
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
に

ま
だ
叙
事
詩
的
な
民
族
意
識
が
残
存
し
て
い
て
、

あ
の
よ
う
な
素
朴
は
つ
ら
つ
た
る
詩
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
旅
人
と
憶
良
の
文
芸
意
識
を
探
求

し
た
「
玉
島
川
」
、「
酒
仙
供
養
」
、コ
小
賀
の
自
水
郎
」

な
ど
、
二
人
の
文
芸
意
識
の
韻
顔
性
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
滋
味
尽
き
せ
ぬ

佳
品
で
あ
る
。
（
岩
波
書
店
刊
　
定
価
五
八
〇
円
）
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紅

葉

―
そ
の
基
礎
的
研
究
―

紅
葉
の
輝
か
し
い
成
功
作

「多
情
多
恨
」
や
「
金

色
夜
又
」
等
の
前
駆
を
な
し
、
準
備
の
過
程
に
成

っ
た
、
幾
多
の
小
作
品
群
に
就
い
て
、
あ
ら
ゆ
る

角
度
か
ら
紅
葉
の
試
み
の
跡
、
努
力
の
跡
を
探
索

し
、
紅
葉
文
学
成
立
の
本
質
的
事
情
を
再
現
し
よ

う
と
し
た
の
が
、
此
の
書
で
あ
る
。

天
保
調
の
戯
作
か
ら
出
発
し
、　
一
九
、
三
馬
、

春
水
ら
の
影
響
下
に
あ
っ
た
彼
が
、
時
代
の
息
吹

に
感
じ
て
想
を
凝
ら
し
、

「
小
説
神
髄
」
に
奮
起

し
て
新
分
野
を
求
め
、
西
鶴
か
ら
も
種
々
影
響
を

受
け
て
、
農
て
明
治
十
年
代
の
表
現
苦
時
代
を
深

刻
に
く
ゞ
り
抜
け
、
修
辞
、
文
体
、
構
想
、
内
容

思
想
の
す
べ
て
に
試
錬
を
経
て
、
来
る
べ
き
成
功

を
準
備
し
た
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
大
は
時
代
思
潮
か
ら
文
壇
的
事
情
の

考
察
を
試
み
、
小
は
彼
の
修
辞
、
用
字
法
に
至
る

ま
で
、　
綿
密
な
調
査
を
遂
げ
、　
本
文
の
比
較
、

構
成
の
表
示
、
字
数
句
数
の
計
算
、
諸
研
究
家
批

評
家
の
説
の
引
用
等
、
自
在
に
資
料
を
駆
使
し
て

は
、
実
に
驚
嘆
に
価
す
る
程
明
快
な
結
論
に
導
か

れ
る
。
例
へ
ば
用
字
法

一
つ
を
見
て
も
、
其
の
統

計
に
現
れ
た
歴
然
た
る
結
果
は
、
彼
の
文
学
そ
の

も
の
の
発
展
と
、
完
全
に
軌
を

一
に
し
て
ゐ
る
事

を
示
す
の
で
、　
一
字
も
忽
せ
で
な
か
っ
た
紅
葉
の

作
風
が
、
実
証
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
同
時
代
の
作

家
と
の
比
較
が
常
に
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
紅
葉

の
面
目
は
躍
如
と
し
て
ゐ
る
し
、
年
代
的
に
紅
葉

自
身
の
間
で
の
比
較
考
察
も
な
さ
れ
て
ゐ
て
、
正

に
一
月
で
隅
々
ま
で
眼
の
属
く
標
本
を
観
る
想
ひ

が
す
る
。

種
々
の
観
点
か
ら
す
る
論
文
集
の
形
を
と
り
４

ら
、
究
極
目
指
す
所
に
収
飲
し
て

一
絲
乱
れ
す
、

著
者
の
堅
実
な
学
風
を
偲
ば
せ
る
好
若
で
あ
る
。

（
昭
和
十
八
年
四
月
　
東
京
堂
刊
　
Ｂ
６
二
一

八
頁
　
定
価
二
三
〇
円
）

ｔ

鈴
木

―

一摯田時辞
今著
秀
歌

新
古
今
集
は
い
ろ
い
ろ
の
理
由
か
ら
、
今
日
な

は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
ゐ
な
い
歌
集
で
あ
っ
て
、

新
古
今
集
と
い
へ
ば
、
技
巧
に
過
ぎ
た
、
現
代
で

は
価
値
の
な
い
歌
集
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
人
も

多
い
や
う
で
あ
る
が
、
混
乱
し
た
時
代
に
虚
無
の

心
を
支
へ
た
新
古
今
集
の
歌
に
は
、
そ
れ
と
し
て

無
類
の
美
し
さ
が
あ
り
、
そ
の
美
は
現
代
人
に
も

顧
み
ら
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
ふ
考
へ
に
よ
つ
て

新
古
今
集
全
二
十
巻
の
中
か
ら
、
著
者
が
あ
歌
と

思
ふ
歌
三
百
五
十
四
首
を

‐抄
出
し
て
評
釈
を
加

へ
、各
歌
の
作
者
の
こ
と
や
、
関
係
事
項
な
ど
も
簡

潔
に
附
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
一
般
人

の
教
養
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
古

今
集
の
研
究
者
で
も
あ
り
、
現
役
の
歌
人
で
も
あ

る
著
者
の
筆
に
よ
つ
て
成
つ
て
ゐ
る
所
に
、
自
然

本
書
の
特
性
も
見
ら
れ
、
そ
の
解
説
や
鑑
賞

に

は
、
国
文
学
研
突
者
も
得
る
所
が
少
く
な
い
で
あ

ら
う
と
信
ず
る
。　
巻
初
に

「新
古
今
集
に
つ
い

て
」
と
い
ふ
一
文
が
あ
り
、
巻
末
に
所
収
歌
の
初

旬
索
引
が
つ
い
て
ゐ
る
。

（
昭
和
二
十
八
年
四
月
三
十
日
、
創
元
社
刊
、

Ｂ
６
三
二
八
頁
、
三
五
〇
円
）

―

宇
佐
美

―

岡

尾 保

崎 生

著

日
本
文
学
史
を
思
潮
史
的
に
叙
述
し
た
も
の
で

序
説
を
久
松
潜

一
博
士
、
古
代
前
期
を
大
田
善
麿

氏
、
同
後
期
を
秋
山
慶
氏
、
中
世
を
井
本
農

一
氏

近
世
を
宇
佐
美
喜
三
八
氏
、
近
代
を
成
瀬
正
勝
氏

が
分
担
執
筆
。
勿
論
執
筆
者
に
よ
り
叙
述
法
に
相

違
は
あ
る
が
、
思
潮
史
的
な
文
学
史
と
し
て
、
高

校
以
上
の
学
生
や
、
小

ｏ
中
学
や
高
校
の
国
語
教

授
者
に
は
よ
き
参
考
書
と
な
ら
う
。

（
昭
和
十
八
年
六
月
、
失
島
書
房
刊
、
Ａ
５
三
二

〇
頁
。
定
価
四
八
〇
円
）

久
松
博
土
他
五
氏
共
著

　
　
　

展

開
―

　
一一

日

本

文

学

思

潮

１
史

的

36
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