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桜井宏徳 吉田幹生著『日本古代恋愛文学史』

吉
田
幹
生
氏
の
第
一
論
文
集
で
あ
る
本
書
は
、
そ
の
帯
に
謳
わ
れ
る
よ
う
に

「
作
品
の
微
細
な
表
現
分
析
と
巨
視
的
な
構
想
把
握
」
に
基
づ
き
、
文
学
に
お

け
る
最
も
枢
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
近
年
で
は
真
正
面
か
ら
論
じ

ら
れ
る
こ
と
の
少
な
く
な
っ
た
「
恋
愛
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
、
歌
垣
の
時
代

か
ら
『
源
氏
物
語
』
以
後
ま
で
を
見
通
そ
う
と
す
る
、
他
に
類
を
見
な
い
ユ

ニ
ー
ク
な
文
学
史
叙
述
の
試
み
で
あ
る
。

本
書
は
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
隋
王
朝
の
誕
生
か
ら
起
筆
し
、
広
く
東
ア
ジ

ア
世
界
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、「
中
国
文
学
と
接
す
る
こ
と
で
倭
の
恋
愛
文
学

が
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
経
て
「
日
本
」
の
恋
愛
文
学
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
」（「
は
じ
め
に

─
日
本
古
代
恋
愛
文
学
史
の

構
想
」）
と
宣
言
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
紙
幅
の
都
合
で
目
次
の
細
目
を

す
べ
て
掲
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
以
下
、
稿
者
の
関
心
に
即
し
て
、
本

書
の
成
果
の
い
く
つ
か
を
雑
駁
な
が
ら
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
。

第
一
篇
「
七
・
八
世
紀
の
恋
愛
文
学
」
に
は
、『
萬
葉
集
』『
古
事
記
』
な
ど
、

上
代
の
文
学
を
対
象
と
す
る
論
稿
群
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
第
二

章
「
人
麻
呂
歌
集
の
相
聞
歌

─
正
述
心
緒
を
中
心
に

─
」
は
、
先
行
研
究

を
手
際
よ
く
整
理
し
、
そ
の
盲
点
を
鮮
や
か
に
衝
き
な
が
ら
、
ま
ず
は
一
首
の

正
確
な
訓
み
を
定
め
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
人
麻
呂
歌
集
の
歌
々
は
個
々
の
歌

の
次
元
を
超
え
て
「
そ
れ
ら
が
歌
集
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋

と
い
う
も
の
を
自
覚
的
に
捉
え
返
す
道
も
ま
た
大
き
く
切
り
拓
か
れ
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
」
と
い
う
説
得
的
な
推
論
を
提
示
す
る
好
論
で
あ
る
。

ま
た
、
第
四
章
「『
古
事
記
』
に
お
け
る
男
と
女

─
い
ろ
ご
の
み
再
考

─
」
で
は
、「
男
女
の
結
び
付
き
を
通
し
て
支
配
・
従
属
の
関
係
を
示
す
」

と
い
う
「
い
ろ
ご
の
み
」
の
概
念
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
と
い
う
作
品
を
理
解

し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
有
効
性
に
疑
義
が
呈
さ
れ
、
む
し
ろ
『
古
事
記
』
の
男

女
観
は
「
去
り
行
く
女
性
の
悲
し
み
を
癒
し
離
別
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
よ
う
と

す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
従
来
や
や
融
通
無
碍
に
用
い
ら
れ
す

ぎ
て
き
た
憾
み
の
あ
る
「
い
ろ
ご
の
み
」
の
概
念
に
文
字
通
り
「
再
考
」
を
促

す
、
研
究
史
的
に
も
意
義
深
い
論
稿
で
あ
る
。

続
く
第
五
章
「『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
人
妻
」
の
位
相
」
は
、
吉
田
氏
の

研
究
に
と
っ
て
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
こ
と
が
「
あ
と
が
き
」
に

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
冒
頭
の
「『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
、「
人
妻
」
は

ど
の
よ
う
な
言
葉

0

0

と
し
て
あ
る
の
か
」（
傍
点
稿
者
）
と
い
う
一
文
に
注
目
し

た
い
。
こ
こ
に
は
、
何
よ
り
も
「
言
葉
」
に
重
き
を
置
く
吉
田
氏
の
方
法
が
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
文
学
に
お
け
る
恋
愛
の
研
究
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な

く
、
と
も
す
れ
ば
過
剰
な
感
情
移
入
や
根
拠
の
乏
し
い
印
象
批
評
に
陥
り
が
ち

で
あ
る
が
、
吉
田
氏
の
「
恋
愛
文
学
史
」
が
そ
う
し
た
凡
庸
な
恋
愛
文
学
論
と

は
一
線
を
画
し
て
独
往
の
達
成
を
遂
げ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
言
葉
」

を
通
じ
て
文
学
に
描
か
れ
た
恋
愛
の
諸
相
を
解
析
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
一
貫

し
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
二
篇
「
九
・
十
世
紀
の
恋
愛
文
学
」
で
は
、『
竹
取
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』

紹
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『
う
つ
ほ
物
語
』
な
ど
、
平
安
初
期
の
文
学
が
俎
上
に
の
ぼ
せ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
章
「〈
あ
き
〉
の
誕
生

─
萬
葉
相
聞
歌
か
ら
平
安
恋
歌
へ

─
」
に

よ
っ
て
、
恋
愛
文
学
史
の
奈
良
か
ら
平
安
へ
の
展
開
が
、
掛
詞
〈
あ
き
〉
の
表

現
史
に
即
し
て
丹
念
に
辿
ら
れ
、
第
一
篇
と
第
二
篇
と
の
連
接
を
円
滑
な
も
の

と
し
て
い
る
が
、
最
も
特
筆
す
べ
き
は
、
第
三
章
「
恋
愛
文
学
の
十
世
紀
」
で

あ
る
。

こ
の
第
三
章
で
は
、
本
書
に
は
専
論
が
収
め
ら
れ
て
い
な
い
『
伊
勢
物
語
』

や
『
落
窪
物
語
』
を
も
対
象
と
し
な
が
ら
、
十
世
紀
の
恋
愛
文
学
を
め
ぐ
る
簡

に
し
て
要
を
得
た
見
取
り
図
が
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
先
に
は
『
源
氏
物

語
』
の
登
場
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
。
吉
田
氏
の
強
靭
な
思
考
力
と
、
そ
れ
に

基
づ
く
「
巨
視
的
な
構
想
把
握
」
の
魅
力
を
存
分
に
堪
能
で
き
る
、
氏
の
学
問

の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
た
章
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
篇
「
恋
愛
文
学
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』」
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の

「
恋
愛
文
学
」
と
し
て
の
性
格
が
、
夕
顔
・
六
条
御
息
所
・
末
摘
花
・
紫
の
上

と
い
っ
た
女
君
た
ち
と
光
源
氏
と
の
関
係
を
軸
と
し
て
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
論

じ
尽
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
が
「
恋
愛
文
学
と
し
て
」
は
ほ
と
ん
ど
論

じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
昨
今
の
研
究
状
況
に
対
す
る
、
吉
田
氏
の
静
か
な
異

議
申
し
立
て
を
そ
こ
に
看
取
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
深
読
み
に
過
ぎ
よ
う
か
。

吉
田
氏
の
『
源
氏
物
語
』
論
は
、
第
一
篇
・
第
二
篇
を
通
じ
て
描
き
出
さ
れ

て
き
た
「
恋
愛
文
学
史
」
の
集
大
成
と
し
て
の
色
彩
が
濃
く
、
本
書
に
よ
っ
て

そ
の
重
要
性
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
待
つ
女
〉〈
我
が

心
〉
な
ど
に
つ
い
て
も
、
女
君
た
ち
の
人
物
造
型
や
心
理
描
写
に
深
く
関
わ
る

問
題
と
し
て
、
再
三
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
光
源
氏
の
執
着
と
そ
れ
に
関
わ
り
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
紫
の
上
を

描
く
第
二
部
に
吉
田
氏
が
見
出
し
た
「
男
の
執
着
と
女
の
救
済
」
と
い
う
「
新

た
な
問
題
」
を
め
ぐ
る
論
述
は
、
第
六
章
「
男
の
執
着
と
女
の
救
済

─
宇
治

十
帖
の
世
界

─
」
に
お
け
る
薫
と
大
君
・
浮
舟
と
の
関
係
の
精
緻
な
分
析
に

結
実
し
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
が
「
恋
す
る
人
間
は
救
わ
れ
る
の
か
」
と
い

う
問
い
に
答
え
る
こ
と
な
く
閉
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
「
中
世
の
恋
愛
文
学
へ
と
引

き
継
が
れ
て
い
く
べ
き
課
題
」
と
し
て
残
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
終
章
「
十
一
世
紀
の
恋
愛
文
学

─
日
本
中
世
恋

愛
文
学
史
へ

─
」
で
も
再
説
さ
れ
て
い
る
が
、「
恋
愛
文
学
史
」
の
古
代
は

宇
治
十
帖
で
確
か
に
終
焉
を
迎
え
て
い
る
、
と
い
う
本
書
の
見
通
し
は
、
宇
治

十
帖
を
平
安
後
期
物
語
や
中
世
王
朝
物
語
へ
の
起
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
通
説

的
な
理
解
に
見
直
し
を
迫
る
も
の
と
し
て
、
貴
重
な
問
題
提
起
と
な
ろ
う
。

な
お
、
本
書
の
直
後
に
発
表
さ
れ
た
吉
田
氏
の
「
恋
愛

─
愛
情
か
友
情
か

文
学
ア
プ
ロ
ー
チ

─
」（
成
蹊
大
学
文
学
部
学
会
編
『
デ
ー
タ
で
読
む
日
本

文
化

─
高
校
生
か
ら
の
文
学
・
社
会
学
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
入
門

─
』
風
間

書
房
、
二
〇
一
五
年
）
は
、「
古
代
」
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
夏
目
漱
石

『
こ
ゝ
ろ
』
を
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
「
恋
愛
文

学
史
」
の
展
開
を
俯
瞰
し
、『
古
事
記
』
か
ら
『
北
斗
の
拳
』
ま
で
を
縦
横
無

尽
に
論
じ
て
ゆ
く
、
心
愉
し
い
論
稿
で
あ
る
。
ぜ
ひ
本
書
と
併
読
さ
れ
た
い
。

（
二
〇
一
五
年
二
月
二
十
八
日
発
行

Ａ
５
判

四
四
一
頁

八
八
〇
〇
円
＋

税

笠
間
書
院
）

（
さ
く
ら
い
・
ひ
ろ
の
り

本
学
非
常
勤
講
師
）


