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平
安
時
代
中
ご
ろ
以
後
、
書
翰
文
体
と
し
て
最
も
多
く
用
い
ら
れ
た
の
は
、
準
漢
文
体
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
漢
字
で
表
記
し
た
国
語

を
多
量
に
入
れ
た
日
本
式
漢
文
体
の
文
で
あ

っ
た
。
そ
の
見
本
と
し
て
、

「明
衡
往
来
」

（群
書
類
従
所
収

「明
衡
消
息
し
の
一
文
を
引

い
て
み
よ
う
。
侍
従
の
源
何
某
か
ら
少
納
言
源
何
某
に
対
し
、
蹴
鞠
の
会
に
招
く
手
紙
と
、
少
納
言
の
そ
れ
に
対
す
る
返
事
で
あ
る
。

上
啓

右
久
不
二参
謁
一、
従
二公
務
一之
間
、
無
二寸
暇
一之
故
也
、
鬱
憤
之
腸

一
時
九
廻
、
昨
日
新
少
将
相
談
云
、
明
後
日
雲
上
人
々
己
尋
二
花

林
之
下
「
可
レ成
二蹴
鞠
之
興
一云
々
、
若
有
二誘
引
一可
二相
随
一也
汝
如
何
者
、
答
以
下無
二此
告
一之
由
上
、

貴
下
定
在
二議
中
一欺
、
某
誠

雖
レ無
二蹴
鞠
之
能
ヽ
何
不
レ参
二勧
酒
之
役
「
抑
又
追
従
之
甚
也
、
殊
加
二推
挙
之
詞
「
恐
々
謹
言
、

二
月
廿
九
日

少
納
言
殿

侍
従
源

良Б
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謂
二恩
章
一事

右
両
三
日
有
二故
障
一、
倫
以
二蟄
居
「
世
間
之
事
、
如
二家
レ
盆
対
プ
壁
、

今
有
二恩
示
「
似
二披
レ
霧
望
ブ
天
、

欣
悦
々
々
、
遊
興
之
事
、

干
レ今
無
・■
（招
「
若
下
是
鸞
鳳
之
群
、
偏
嫌
中
烏
雀
之
類
上
欺
、
其
理
可
レ
然
く
く
、
但
事
及
二大
会
一者
、

何
撰
・一高
下
一乎
、
内
々
承
二案

内
「
追
可
レ啓
二

定
一侍
、
不
具
謹
言
、

蠍
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
納
言
源

右
の
文
中
で
は

「
之
間
」

「之
故
」

「相
談
」

「
雲
上
人
」

「相
随
」

「汝
」

「之
由
」

「
定
」

「誠
」

「抑
」

「
殊
」

「
世
間
」

「其
」

「
可
然
」

「
但
」

「
内
々
」

「侍
」
な
ど
多
数
が
、
国
語
の
漢
文
的
表
現
で
あ
る
。

次
に
も
う

一
通
、
高
山
寺
本
古
往
来
を
掲
げ
よ
う
。
近
年
、
広
島
大
学

の
小
林
芳
規
教
授
ら
が
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
平
安
時
代
の
書

翰
五
十
六
通
を
集
録
し
、
院
政
末
期
こ
ろ
の
書
写
と
い
わ
れ
る
。

謹
言
、
昨
日
適
雖
三
賜
二拝
謁
「
棚
人
之
間
、
不
三
能
三申
承
「
抑
年
来
学
文
之
志
、
雖
三
切
二心
肝
「
難
三
遇
二師
縁
「
干
レ今
不
三
遂
一■
（思
「

而
際
日
月
空
過
春
秋
推
移
、
一落
宗
大
歎
、

無
三
過
二於
斯
「
働
尋
二得
寂
莫
之
居
処
「
暫
欲
二罷
籠
「
彼
恩
約
御
手
本
、　
一
両
月
之
間
、

被
二借
給
一者
、
尤
所
望
也
、
諸
事
不
具
、
謹
言
、

こ
れ
に
も
漢
字
で
書
か
れ
た
国
語
が
多
い
。

「適
」
は

「
た
ま
た
ま
」
「
賜
」
は

「
た
ま
う
」

「申
承
」
は

「
申
し
承
わ
る
」
「而
際
」

は

「
然
る
間
」

「
罷
籠
」
は

「
ま
か
り
こ
も
る
」

「被
借
給
者
」
は

「
貸
し
た
ま
わ
ら
ば
」

「
尤
」
は

「
最
も
」
で
あ
ろ
う
。

な
右
の
例
文
は
句
読
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
往
復
さ
れ
た
当
時
の
原
文
は
句
読
訓
点
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。



(3) 95真 下 三 郎

二

以
上
の
よ
う
な
平
安
時
代
や
そ
れ
以
後
の
書
翰
で
、
文
体
上
の
特
徴
と
し
て
気
の
つ
く
こ
と
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
目

だ
つ
の
は
、
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
文
末
の
断
定
の
表
現
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば

「侍
」

（は
べ
り
）
と

「
候
」

（さ
ふ
ら
ふ
）

で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
最
も
多
く
日
常
語
の
文
末
に
用
い
ら
れ
た
国
語
で
、
特
に
、
自
分
の
思
考
や
振
舞
に
つ
い
て
謙
遜
し
て
い
う
場

合
の
表
現
や
、
文
末
を
丁
寧
に
い
う
場
合
の
表
現
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。

「侍
」
は
元
来
は
動
詞
で
、
上
代
に
お
い
て
は

「貴
人
の
近
く
に
い
る
」
あ
る
い
は
「神

ｏ
天
皇
そ
の
他
尊
貴
の
人
の
支
配
下
に
い
る
」

（時
代
別
国
語
大
辞
典

・
上
代
篇
）
な
ど
の
意
味
の
語
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
拡
充
し
て

「
尊
貴
の
人
の
支
配
下
に
あ

っ
て
行
為
す
る

意
」

（同
上
）
を
も
つ
補
助
動
詞
に
も
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
平
安
時
代
に
な

っ
て
、
次
第
に
意
味
と
用
法
を
広
げ
て
い
っ
た
。

こ
の
く
に
に
う
ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
な
げ
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
ほ
ど
ま
で
侍
る
べ
き
を
、
侍
ら
で
す
ぎ
ぬ
る
こ
と
、
か

へ
す
が
へ
す

ほ
い
な
く
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
れ
。

（竹
取
物
語
）

右
の
文
中
、
便
宜
、
漢
字
で
表
記
し
た

「侍
り
」
は
、

「貴
人
の
そ
ば
に
い
る
」

音
〔味
の
動
詞
、

か
な
が
き
の

「
は
べ
り
」

は
自
分
が

「
お
ぼ
え
る
」
こ
と
を
謙
遜
し
て
い
っ
た
助
動
詞
で
あ
る
。
ま
た
、

き
た
な
く
侍
る
と
こ
ろ
の
や
け
は
べ
り
に
し
か
ば
、

（枕
草
子
）

の
、
漢
字
の

「侍
り
」
は

「
居
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
で
、
日
前
の
相
手
を
尊
敬
し
た
気
持
の
表
わ
れ
た
言
い
方
、
か
な
が
き
の

「
は

べ
り
」
は

「焼
け
る
」
こ
と
を
丁
寧
に
い
っ
た
表
現
で
あ
る
。

ま
た

「
候
」
は
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
読
む
が
、
「
さ
も
ら
ふ
」
の
転
じ
た
も
の
で
、
古
代
は
多
く

「
侍
」
の
文
字
が
あ
て
ら
れ
て

「
さ
も
ら

ふ
」
と
読
み
、

「貴
人
の
そ
ば
に
従
う
」

（時
代
別
国
語
大
辞
典

ｏ
上
代
篇
）
意
で
あ

っ
た
が
、

「
は
べ
り
」
に
く
ら
べ
る
と
、

「
そ
の

貴
人
の
命
を
受
け
よ
う
と
待
機
す
る
」

（同
上
）
か
た
ち
と
い
う
点
で
、
い
さ
さ
か
異
な

っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
語
で
あ

っ
た
。
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日
本
書
紀

の
例
を
引
こ
う
。

以
三中
臣
上
祖
天
児
屋
命
、
忌
部
上
祖
太
玉
命
、
猛
女
上
祖
天
錮
女
命
、
鏡
作
上
祖
石
凝
姥
命
、
玉
作
上
祖
玉
屋
命
、
凡
五
部
神
「
使
二

配
侍
一焉
。

（神
代
下

・
天
孫
降
臨
）

（す
べ
て
い
つ
と
も
の
を
の
神
を
そ
へ
さ
も
ら
は
じ
め
た
ま
ふ
）

是
時
天
手
力
雄
神
、
侍
二磐
戸
側
一則
引
二開
之
一者
、
日
神
之
光
満
二於
六
合
「
（神
代
上

ｏ
石
窟
幽
居
）

（天
手
力
雄
神
、
磐
戸
の
わ
き
に
さ
も
ら
ひ
て
引
き
あ
け
し
か
ば
）

其
宴
楽
之
日
、
群
卿
百
寮
、
必
情
在
二戯
遊
「
不
レ存
二
国
家
「
若
有
二狂
生
一而
、
伺
二惜
閤
之
隙
一乎
、
故
侍
二門
下
一備
二非
常
「

（景
行
天
皇
五
十

一
年
）

（
か
れ
、
み
か
ど
に
さ
も
ら
ひ
て
お
も
ひ
の
ほ
か
に
備

へ
ま
つ
る
な
り
）

是
歳
吉
備
上
道
臣
田
狭
、
侍
二於
殿
側
「
盛
称
二稚
媛
於
朋
友
「

（雄
略
天
皇
七
年
）

（吉
備
上
道
臣
田
狭
、
お
ほ
と
の
の
側
に
さ
お
ら
ひ
て
、
盛
り
に
稚
媛
を
と
も
に
ほ
む
）

右
の

「
侍
」
は
い
ず
れ
も
動
詞
で

「
さ
も
ら
ふ
」
と
読
み
、

「
お
そ
ば
に
控
え
て
い
る
」
意
で
あ
る
。

し
か
し
時
代
の
経
過
に
と
も
な

っ
て
、
次
第
に

「
は
べ
り
」
と
同
様
な
意
味
と
用
法
と
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、

読
み
方
も

「
さ
ぶ
ら

ふ
」
と
な

っ
た
。

い
と
ど
さ
び
し
く
、

心
ぼ
そ
き
こ
と
の
み
ま
さ
る
に
、

さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
や
う
や
う
あ
か
れ
行
き
な
ど
し
て
、

（源
氏
物
語

・
夢
浮

橋
）

の

「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は
目
上
の
人
の
そ
ば
に
い
る
と
い
う
意
味
の
動
詞
で
あ
り
、

荒
き
山
ご
え
に
な
む
は
べ
れ
ど
、
こ
と
に
程
遠
く
は
さ
ぶ
ら
は
ず
、

（源
氏
物
語

・
浮
舟
）

の

「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は

「
あ
り
」
の
丁
寧
語
、
ま
た
、
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か
ら
い
目
を
見
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
、
だ
れ
に
か
は
う
れ

へ
申
し
さ
ぶ
ら
は
む
。

（竹
取
物
語
）

の

「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は
、
自
分
の
振
舞
に
つ
い
て
い
う
謙
遜
の
意
味
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

「
さ
ぶ
ら
ふ
」
に
漢
字
を
当
て
れ
ば

「
候
」
で
あ
る
。

大
鏡
で
は

「
は
べ
り
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、

「
候
」
も
な
い
で
は
な
い
。
花
山
天
皇
が
五
月
雨
の
降
る
気
味
悪
い
夜
、
藤
原
家
の

三
公
達
に

「
一
人
で
御
殿
を
見
廻

っ
て
来
い
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
て
お
や
り
に
な

っ
た
と
こ
ろ
、
道
隆
と
道
兼
は
途
中
か
ら
逃

げ

帰

っ
た

が
、
道
長
だ
け
は
な
か
な
か
帰

っ
て
こ
な
い
。
よ
う
や
く
帰

っ
て
き
た
の
で
天
皇
が
、

「
ど
う
し
た
か
」
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
彼
は
平
然

と
し
て
短
刀
と
木

の
削
り
屑
と
を
出
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

た
だ
に
て
帰
り
参
り
て
は
べ
ら
ん
は
、
証
候
ま
じ
き
に
よ
り
、
高
御
座
の
南
面
の
柱
の
も
と
を
け
づ
り
て
候
ふ
な
り
。

（手
ぶ
ら
で
戻

っ
て
参
り
ま
し
た
ら
、

証
拠
な
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、

高
御
座
の
南
側
の
柱
の
下
の
方
を
［削

っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま

す
）

平
家
物
語
に
な
る
と

「
候
」
は
頻
出
す
る
。

「
殿
上
闇
討
」
で
、
平
忠
盛
が
五
節
豊
明
の
夜
殿
上
し
た
際
、
家
来
平
家
貞
が
主
の
身
を

案
じ
て
殿
上
の
小
庭
に
控
え
て
い
て
見
咎
め
ら
れ
た
時
の
返
事
で
あ
る
。

相
伝
の
主
備
前
守
殿
、
今
夜
闇
討
に
せ
ら
れ
給
ふ
べ
き
由
承
候
あ
ひ
だ
、
其
な
ら
む
様
を
み
む
と
て
か
く
て
候
、
え
こ
そ
罷
出
ま
じ
け

れ
。

以
上
の
よ
う
に

「
侍
」
と

「
候
」
と
は
ほ
ぼ
同
時
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
用
法
の
う
ち
、
文
末
に
多
用
せ
ら
れ
る
助
動
詞
的
な
も

の
の
場
合
に
限

っ
て
い
う
と
、
吉
沢
義
則
博
士
を
は
じ
め
、
幾
多
の
学
者
の
研
究
が
あ
っ
て
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
大

ざ

っ
ぱ
に
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

「
侍
」
の
ほ
う
が
古
く
、
か
つ
古
代
に
お
い
て
は
優
勢
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

「
候
」
は
や
や

遅
れ
て
出
現
し
た
も
の
の
、

「
侍
」
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
平
安
時
代
に
な
っ
て
、
次
第
に
逆
に

「侍
」
を
圧
倒
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て

「
侍
」
を
使

っ
た
公
卿
と
、

「
候
」
を
主
体
と
し
た
武
士
の
勢
力
と
の
興
亡
に
も
関
係
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し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

三

以
上
の
よ
う
に
、

「
侍
り
」
は
平
安
時
代
で
は
文
末
に
用
い
ら
れ
た
日
常
語
で
あ

っ
た
か
ら
、
日
常
語
を
写
し
た
書
翰
に
も
、
そ
の
ま

ま
用
い
ら
れ
た
。

も
て
は
な
れ
た
り
し
御
気
色
の
つ
つ
ま
し
さ
に
、
思
ひ
給
ふ
る
さ
ま
を
も
、
え
あ
ら
は
し
は
て
は
べ
ら
ず
な
り
に
し
を
な
む
、
か
ば
か

り
聞
ゆ
る
に
て
も
、
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
心
ざ
し
の
程
を
御
覧
じ
知
ら
ば
、
い
か
に
う
れ
し
う
。

（源
氏
物
語
、
若
紫
、
源
氏
よ
り
尼
君

に
）

（相
手
に
も
し
な
か

っ
た
尼
君
の
御
様
子
が
私
に
は
き
ま
り
悪
く
、
そ
の
た
め
に
思
う
こ
と
を
十
分
打
明
け
て
し
ま
わ
ず
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
こ
と
を
、
ど
う
も
残
念
に
思
い
ま
す
る
。
か
よ
う
に
申
し
あ
げ
ま
す
こ
と
で
で
も
、
並
々
で
な
い
私
の
思
い
を
御
承
知
に
な
・

っ
て
く
ざ
い
ま
す
な
ら
、
ど
ん
な
に
か
う
れ
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
）

か
し
こ
ま
り
て
な
む
、
い
か
で
か
御
覧
ぜ
さ
せ
は
べ
ら
む
、
戸
は
い
ま
だ
あ
き
は
べ
ら
ず
、
さ
ら
に
い
と
か
た
く
な
む
、
い
か
に
し
て

は
べ
ら
む
、
御
文
も
い
か
で
か
御
覧
ぜ
さ
せ
は
べ
ら
む
と
す
ら
む
、
御
か
へ
り
は
こ
れ
よ
り
も
聞
え
さ
せ
は
べ
ら
む
。

（落
窪
物
語
、

あ
こ
ぎ
よ
り
帯
刀

へ
）

（
つ
つ
し
ん
で
拝
見
い
た
し
ま
し
た
、
ど
う
し
て
お
逢
わ
せ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
、
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
、
戸
は
ま
だ
開
¨

き
ま
せ
ん
、
む
し
ろ
い
っ
そ
う
厳
重
に
な
り
ま
し
た
、
ど
う
い
た
し
ま
し́
ょ
う
、
御
手
紙
も
ど
う
し
て
お
目
に
か
け
ま
し
ょ
う
か
、
お
‐

目
に
か
け
ら
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
、
御
返
事
は
私
か
ら
で
も
申
し
あ
げ
奉
り
ま
し
ょ
う
）

文
末
の

「
さ
ぶ
ら
ふ
」

（さ
ふ
ら
ふ
）
が
口
頭
で
用
い
ら
れ
た
の
は
平
安
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
が
、
書
翰
に
用
い
ら
´

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
だ
い
ぶ
遅
れ
る
。
や
は
り

「
は
べ
り
」
に
押
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
男
性
の
書
翰
が
、
上
記
の
よ
う
に
準
漢
文
体
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
と
、

「
は
べ
り
」
も

「
さ
ぶ
ら
ふ
」

（さ
ふ
ら

ふ
）
も
そ
の
ま
ま
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

「
候
」
と
な

っ
た
例
で
あ
る
。

藤
原
忠
通
の
書
翰
で
あ
る
。

鎮
西
御
塔
、
可
為
成
功
之
由
、
不
存
候
、
自
本
、
為
表
懇
志
相
企
候
也
、
已
入
見
参
了
、
以
之
為
足
候
也
、
其
間
事
同
国
相
尋
、
重
可

令
奏
問
候
也
、
以
此
旨
、
可
被
披
露
者
也
、
謹
言

七
月
廿
六
日

（小
松
茂
美

「
日
本
書
流
全
史
」
に
よ
る
）

次
に
東
鑑
の
書
翰
を
引
こ
う
。
元
暦
元
年
十
月
廿
八
日
付
で
宝
塔
院
庄
お
よ
び
弥
勒
寺
庄
に
つ
い
て
源
頼
朝
が
大
蔵
卿
に
出
し
た
書
状

で
あ
る
。

宝
塔
院
庄
之
事

弥
勒
寺
庄
之
事

右
両
条
、
任
道
理
可
有
御
沙
汰
之
由
、
先
日
被
仰
下
候
畢
、
神
社
事
、
殊
可
被
行
善
致
候
也
、
自
然
被
黙
止
、
不
便
事
候
、
以
此
旨
可

令
披
露
給
候
、
恐
性
謹
言
、

十
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
朝

進
上
　
大
蔵
卿
殿

（
こ
の
書
状
は

「
東
鑑
」
の
中
で
宛
名
の
大
蔵
卿
の
下
に
◎
印
を
付
し
て
小
書
し
て
あ
る
左
の
文
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
用
立
て
ら
れ
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た
書
状
の
よ
う
で
あ
る
。
）

◎
本
文
書

ハ
石
清
水
八
幡
宮
記
録
ヲ
以
テ
校
合
ス

鎌
倉
時
代
す
で
に

「候
」
が
文
末
用
語
の
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

小
松
茂
美
博
士
の

「
日
本
書
流
全
史
」
の
中
か
ら
、
藤
原
定
家
の
書
翰
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

連
夜
、
摂
所
経
廻
候
旨
、
彼
物
未
撰
出
、
其
思
候
也
、
抑
夜
前
以
或
人
説
、
如
夢
承
及
事
候
、
已
被
定
其
人
候
欺
、
愚
分
い
づ
れ
か
に

候
は
ん
、
老
少
軽
重
、
必
可
承
在
候
、
如
此
、
別
二
罷
入
候
、
極
面
目
候
也
、
必
々
、
察
し
可
仰
給
候
、
恐
々
謹
言

四

上
記
の
よ
う
に
、
書
翰
で
は
、
平
安
時
代
末
期
ご
ろ

「侍
」
は
よ
う
や
く
衰
え
、

「
候
」
が
優
勢
に
な
っ
て
く
る
。
試
み
に
、
古
往
来

物
の
中
か
ら

「
明
衡
往
来
」

「東
山
往
来
」

「貴
嶺
問
答
」
に
つ
い
て
、
文
末
を
調
査
さ
れ
た
石
川
謙
博
士
の
統
計
を
拝
借
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（古
往
来
の
研
究
）

書

翰

総

数

「
侍
」
を
用
い
た
も
の

「
候
」
を
用
い
た
も
の

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、

「
侍
」

明
衡
往
来
　
　
　
　
東
山
往
来

二
〇
九
　
　
　
　
　
一
一〇
〇

七
八
　
　
　
　
　
　
　
一

一
五
　
　
　
　
　
　
九

を
使

っ
て
い
る
の
は
明
衡
往
来
の
み
で
、

貴
嶺
間
答

一
二
七〇

三
〇

東
山
往
来
に
な
る
と
わ
ず
か
に
そ
の
痕
跡
が
あ
り
、
貴
嶺
問
答
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に
な
る
と

「
侍
」
は
跡
か
た
も
な
く
な

っ
て
、

「
候
」
ば
か
り
と
な

っ
て
い
る
。

「
候
」
は
す
で
に
明
衡
往
来
に
は
相
当
多
く
見
ら
れ
る
。

が
、
そ
の
後
は
急
速
に
増
し
て
い
る
。

明
衡
往
来
は
藤
原
明
衡
の
編
集
と
見
ら
れ
る
か
ら
平
安
時
代
末
期
、
東
山
往
来
は
堀
河
天
皇
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
院
政
こ
ろ
、
貴
嶺
問
答
一

は
文
治
年
中
の
こ
ろ
と
見
ら
れ
る
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
と
推
定
し
て
よ
い
。
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
も

「
侍
」
か
ら

「
候
」

へ
の
推
移
の
痕
が
『

察
せ
ら
れ
る
。

と
も
あ
れ

「
候
」
の
生
命
力
は
強
く
長
い
。
平
安
時
代
に
武
士
と
と
も
に
誕
生
し
、
鎌
倉
時
代

・
室
町
時
代
を
武
士
と
と
も
に
生
き
て

き
た
た
め
、
普
通

一
般
の
文
体
表
現
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
記
録
に
も
法
令
に
も
証
文
に
も
常
に
頻
用
さ
れ
る
。
特
に
書
翰
で

は
、
断
定
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
最
も
主
要
な
語
と
な

っ
た
。
前
記
の
三
往
来
物
に
引
き
つ
づ
き
、
室
町
時
代
初
期
の
作
と
い
わ
れ
て
い
る
・

「消
息
往
来
」
に
よ

っ
て
、

「
候
」
の
使
用
例
を
見
よ
う
。

そ
の
文
例
を
示
す
。

一
日
之
見
参
難
レ有
候
、

彼
時
之
御
遊
宴
之
事
、
未
二
見
及
一候
之
者
也
、　
争
今

一
度
令
二参
会
「

可
レ述
二心
懐
一候
哉
、
抑
来
月
十
五

日
、
可
レ参
二賀
茂
社
一候
、
精
進
潔
斎
之
間
、
忘
二他
事
一候
之
処
也
、
帰
宅
之
刻
、
可
レ令
レ中
二案
内
一候
、
就
レ其
可
レ
有
二
御
渡
一
候
、

就
中
彼
比
者
可
レ
翫
二明
月
一折
節
也
、
相
構
々
々
、
可
レ有
二御
来
臨
一候
欺
、
毎
事
期
二後
信
之
時
一候
、
恐
々
謹
言
、

七
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
経
平

進
上
　
藤
内
兵
衛
尉
殿

断
定
は
ほ
と
ん
ど
み
な

「
候
」
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
室
町
時
代
初
期
に
は

「
候
」
が
極
度
に
発
達
し
た
と
い
え
る
。

よ
り
証
拠
、
こ
の
時
代
に
著
わ
さ
れ
た
往
来
物
を
見
る
と
、
単
な
る
文
末
を
表
わ
す

「
候
」

だ
け
で
な
く
、

「
候
故
」

「
候
之
処
」

な 論
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ど

「
候
」
の
い
ろ
い
ろ
な
形
の
自
由
な
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
ま
た
石
川
謙
博
士
の
調
査
さ
れ
た
結
果
を
拝
借
す
れ
ば
、
室
町
時
代
の

「消
息
往
来
」

「
新
撰
類
衆
往
来
」

「
家
求
臀
鷹
往
来
」
な
ど
に
現
わ
れ
る

「
候
」

候
也

　

（強
い
言
い
き
り
）

候
畢

　

（強
い
言
い
き
り
）

候
詑

　

（強
い
言
い
き
り
）

候
了

　

（強
い
言
い
き
り
）

候
哉

　

（疑
問
）

候
耶

　

（単
な
る
疑
問
）

候
欺

　

（強
い
疑
問
）

候
乎

　

（疑
問
と
泳
嘆
）

候
間

　

（
理
由
や
原
因
を
示
す
）

候
之
間

（
理
由
や
原
因
を
示
す
古
い
形
）

候
処

　

（逆
態
の
接
続
）

候
之
処

（逆
態
の
接
続
の
古
い
形
）

候
条

　

（
理
由
や
原
因
を
示
す
）

候
之
条

（
理
由
や
原
因
を
示
す
古
い
形
）

候
之
旨

（内
容
を
下
へ
続
け
る
）

候
者

　

（条
件
を
示
す
）

「
異
制
庭
訓
往
来
」
「新
撰
遊
覚
往
来
」
「庭
訓
往
来
」

の
形
は
、
次
の
よ
う
に
多
い
。
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候
得
共

（逆
態
の
接
続
で
強
い
）

候
上
者

（条
件
を
肯
定
し
て
下
に
続
け
る
）

こ
れ
ら
の
実
例
を
上
記
の
往
来
物
や

「
貴
嶺
問
答
」

「新
札
往
来
」

「
新
十
二
月
往
来
」
な
ど
を
参
照
し
て
示
そ
う
。

〔
候
也
〕

町
小
路
之
名
共
、
能
々
可
有
鍛
錬
候
也

（新
撰
類
衆
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

昨
日
以
出
仕
之
次
、
令
相
談
御
門
弟
之
人
々
之
処
、
皆
以
同
心
候
也

（蒙
求
腎
鷹
）

〔
候
畢
〕

芳
札
之
趣
、
委
細
承
候
畢
、
如
来
命
、
遥
不
中
承
、
自
然
不
審
無
極
候

（遊
覚
）

〔
候
了
〕

御
札
之
旨
謹
以
承
候
了

（新
十
二
月
）

黄
菊

一
本
謹
以
令
拝
領
候
了

（新
十
二
月
）

戸
候
哉
Ｊ

摺
墨
者
何
林
、
硯
者
何
石
、
吉
候
哉
、
不
審
々
々

（遊
覚
）

戸
候
耶
〕

東
男
之
初
京
上
、
此
謂
乎
、
此
分
可
有
御
意
得
候
耶

（新
撰
類
衆
）

戸
候
欺
〕

御
評
定
始
、
来
七
日
任
例
可
被
行
之
条
、
役
者
等
定
御
存
知
候
欺

（新
礼
）

〔
候
乎
〕

何
事
候
乎
、
去
十
七
日
関
白
有
春
日
詣
事
、
相
扶
老
病
同
道
、
去
夕
罷
帰

（貴
嶺
）
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Ｆ
候
間
Ｊ

普
請
共
日
々
連
続
候
間
、
更
以
弗
得
寸
暇
候

（新
撰
類
衆
）

″
候
之
間
コ

久
不
致
面
拝
候
之
間
、
不
審
之
処
、
御
音
信
為
悦
無
極
候

（遊
覚
）

Ｆ
候
処
〕

下
着
以
後
、
従
是
可
啓
案
内
存
候
処
、
依
私
之
恋
劇
、
子
今
延
引

（新
撰
類
衆
）

庁
候
之
処
Ｊ

欲
自
是
令
申
候
之
処
、
遮
而
預
恩
問

（庭
訓
）

只
今
欲
進
使
者
候
之
処
、
遮
而
預
御
音
信
候
之
条
、
相
叶
本
望
者
也

（庭
訓
）

Ｐ
候
条
〕

依
公
私
恋
劇
、
令
憚
怠
候
条
、
越
度
之
至

（庭
訓
）

〔
候
之
条
〕

久
不
申
承
候
之
条
、
自
然
之
憚
怠
、
失
本
意
候
畢

（遊
覚
）

戸
候
之
旨
〕

遂
参
上
可
申
入
候
之
旨
、
可
令
披
露
給
者
也

（庭
訓
）

〔
候
者
〕

先
日
申
入
候
掛
塔
僧
事
、
無
相
違
預
許
容
候
者
、
畏
存
候

（庭
訓
）

若

一
定
候
者
、
可
奉
相
伴
候
也

（新
十
二
月
）

〔
候
得
共
〕
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此
間
香
合
払
底
仕
候
間
、
無
心
申
状
候
得
共
、
名
香

一
両
姓
拝
領
仕
候
者
、
可
為
生
前
面
目
候

（異
制
庭
訓
）

〔
候
上
者
〕

御
意
承
置
候
上
者
、
不
残
心
底
、
可
存
切
磋
之
儀
也

（異
制
庭
訓
）

か
よ
う
に

「
候
」

を
主
体
と
し
て
、　
そ
れ
か
ら
発
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
頻
用
せ
ら
れ
る
の
で
、

後
世
か
よ
う
な
書
翰
文
体
を

「候
文
体
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
候
文
体
」
は
鎌
倉
時
代

・
室
町
時
代

ｏ
江
戸
時
代
と

一
貫
し
て
用
い
続
け
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

（次
例
は
小
松
茂
美
博
士
の

「
日
本
書
流
全
史
」
に
よ
る
）

先
途
事
、
奏
当
機
慶
、
甚
以
後
可
申
請
之
由
、
種
々
雖
致
調
法
、
遂
年
無
力
過
法
候
之
条
、
予
今
不
構
得
候
、
如
今
者
此
儘
可
沈
綸
之

条
、
歎
息
只
此
事
候
、
所
詮
被
係
累
之
余
慶
被
指
置
、　
一
流
者
、
為
朝
家
可
訓
潤
色
候
、
無

一
度
之
拝
趨
、
居
万
機
之
重
任
之
条
、
云

例
云
儀
、
雖
不
可
然
洗
季
之
作
法
、
無
力
此
事
候
、
更
不
可
足
後
比
候
、
勅
許
無
子
細
候
者
、
両
機
相
兼
、
早
々
可
致
拝
賀
候
、
此
趣

可
然
様
、
得
奏
達
候
者
、
可
為
本
望
候
、
謹
言

五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
条
兼
良

広
橋
中
納
言
殿

昨
日
之
御
能
終
日
見
物
候
、
役
も
出
来
候
、
不
及
申
候
、
先
々
山
鼓
中
々
絶
言
語
候
、
末
代
に
も
如
此
之
事
、
奇
特
千
万
候
、
心
中
令

察
候
、
我
等
事
同
前
候
、
以
面
猶
申
度
候

へ
共
、
伏
見

へ
相
越
候
之
間
、　
一
筆
申
候
、
尚
使
者
可
申
候
　
か
し
く

廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（細
川
）
幽
斎

か
よ
う
な

「
候
文
体
」
は
漢
字
表
記
を
本
体
と
し
て
い
る
か
ら
、
元
来
漢
字
で
は
表
記
さ
れ
な
か

っ
た
国
語
も
無
理
に
漢
字
が
当
て
ら
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れ
る
結
果
と
な

っ
た
。
も
と
よ
り
助
詞
や
助
動
詞
の
中
に
は
、
古
く
漢
唐
の
中
国
風
を
そ
の
ま
ま
移
し
て
、
わ
が
国
で
用
い
て
き
た
も
の

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

は

　

（主
語
）
者
と
書
く

か

　

（疑
問
）
欺
と
書
く

や

　

（疑
問
）
哉

・
乎
と
書
く

や

　

（味
嘆
）
哉

ｏ
也
と
書
く

か
な

（味
嘆
）
哉
と
書
く

な
り

（指
定
）
也
と
書
く

な
ど
で
あ

っ
た
。
し
か
し
ま
た
他
の
品
詞
や
語
尾
な
ど
の
中
に
は
、
漢
字
の
当
て
ら
れ
な
い
も
の
も
多
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
も

「
候

文
体
」
を
用
い
る
人
々
は
、
次
の
よ
う
に
表
記
す
る
こ
と
を
考
え
た
。

ば
　
　
　
　
　
　
　
　
者
と
書
く

　

　

　

然
者

て
　
　
　
　
　
　
　
　
而
と
書
く

　

　

　

就
而

て
は
　
　
　
　
　
　
　
而
者
と
書
く

　

　

就
而
者

る

・
る
る
　
　
　
　
　
被
と
書
く
　

　

　

被
成
下

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
得
と
書
く
　
　
　
　
候
得
共

し
く
　
　
　
　
　
　
　
敷
と
書
く

　

　

　

宜
敷

間
敷
と
書
く

　

　

致
間
敷

度
と
書
く

　

　

　

申
上
度

・
目
出
度

共
と
書
く
　
　
　
　
候
共

・
候
得
共

ま

じ

く

た
ぐ

・
た

し

と
も

ｏ
ど

も
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た
て
ま

つ
る

っ
か
ま

つ
る

奉
と
書
く

仕
と
書
く

奉
大
賀

可
仕

五

こ
の
時
代
の

「
候
文
体
」
を
見
る
と
、
そ
こ
に

一
定
の
叙
述
の
順
序
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
庭
訓
往
来
の
冒

頭

「
新
年
慶
賀
」
の
文
章
を
引
こ
う
。

春
始
御
悦
、
向
貴
方
、
先
祝
申
候
畢
、
富
貴
万
福
、
猶
以
幸
甚
々
々
、
抑
歳
初
朝
拝
者
、
以
朔
日
元
三
之
次
、
急
可
中
之
処
、
被
駈
催

人
々
子
日
遊
之
間
、
乍
思
延
引
、
似
谷
鴬
志
措
花
、
苑
小
蝶
遊
日
影
、
頗
背
本
意
候
畢
、

将
又
楊
弓
雀
小
弓
勝
負
、
笠
懸
小
串
之
会
、
草
鹿
円
物
遊
、
三
々
九
手
挿
、
八
的
等
曲
節
、
近
日
打
続
経
営
之
、
尋
常
射
手
、
馳
挽
達

者
、
少
々
有
御
誘
引
、
思
食
立
給
者
、
本
望
也
、

心
事
雖
多
、
為
期
参
会
次
、
委
不
能
腐
墓
、
恐
々
謹
言
、

正
月
五
日

左
術
門
尉
藤
原
知
貞

謹
上
　
石
見
守
殿

こ
れ
で
見
る
と
、
ま
ず

「
春
始
御
悦
云
々
」
と
い
う
冒
頭
の
扶
拶
語
に
は
じ
ま
り
、
次
に

「
富
貴
万
福
」
と
先
方
の
宮
貴
な
る
こ
と
を

祈
り
、
次
に
本
文
に
は
い
っ
て
、
新
年
の
慶
祝
を
こ
と
ほ
ぎ
、
最
後
に

「為
期
参
会
次
、
委
不
能
腐
毛
」
と
述
べ
て
、
終
わ
り
の
文
句
と

し
て

「
恐
々
謹
言
」
で
閉
じ
て
い
る
。

こ
の
形
式
の
原
型
は
、
古
く
上
代
の
漢
文
体
に
も
存
し
て
い
た
が
、
庭
訓
往
来
の
例
は
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
他
の
用
件
で
も
、
書
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翰

の
形
を
と
る
限
り

こ
の
踏
襲
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り

こ
の
形
式
は
、　
一
応
考
え
ら
れ
る
書
翰

の
必
要
事
項
を
集
め
て
い

る
と
思
わ
れ
１
１
数
多

い
往
来
物

の
中

で
は
庭
訓
往
来
が
最
も
古

い
も

の
の
よ
う
で
あ
る
―
―
以
後
の
往
来
物

の
内
容
を
規
定
し
て
し
ま

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
形
式
は
、
江
戸
時
代
に
は
い
る
と
さ
ら
に
整
備
さ
れ
る
。
庭
訓
往
来
の
例
と
同
じ
新
春
の
賀
状
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

青
陽
之
御
嘉
詞
、
不
レ
可
レ有
二
尽
期
一御
座
候
、
弥
御
健
固
御
越
年
、
日
出
度
存
候
、
拙
者
儀
無
Ｌ
心令
二迎
年
一候
、
御
慶
為
レ
可
二申
入
一

如
此
候
、
随
而
扇
子

一
箱
、
致
レ進
み
見
之
一候
、
猶
レ期
一一永
日
之
時
「
恐
慢
謹
言
、　
曾
子
保
十
九
年
板
、
年
中
往
来
）

こ
の
書
状
を
見
る
と
、
冒
頭
の
部
分
で
、

時
候
の
挨
拶

先
方

へ
の
見
舞

を
記
し
、
つ
づ
い
て

「拙
者
儀
云
々
」
と
、

当
方
の
状
態
を
報
告

す
る
語
句
が
は
い
り
、

本
文

の
あ
と
に
は

「猶
期
永
日
之
時
」
と
、

末
尾
の
き
ま
り
文
句

を
置
い
て
、
最
後
に

「
恐
怪
謹
言
」
と
、

末
尾
の
挨
拶
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で
し
め
く
く

っ
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
、
庭
訓
往
来
で
落
ち
て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
を
増
補
し
て
、　
一
応
考
え
ら
れ
る
書
翰
の
必
要
事
項

を
集
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
完
全
形
式
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が

っ
て
賀
状
に
限
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
書
翰
は
ほ
と
ん
ど

こ
の
事
項
を
備
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば

「
候
文
体
」
の
書
翰
の
標
準
型
と
い
え
よ
う
。
こ
の
標
準
型
は
、
大
正
時
代
に

な

っ
て

「
候
文
体
」
が
消
滅
す
る
ま
で
、
以
後
連
綿
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
個
々
の
語
句
の
表
現
に
は
変
遷
が
あ
る
。
冒
頭
の
語
は

「
拝
啓
」

「
謹
啓
」

「
拝
呈
」
な
ど
が
作
ら
れ
、
本
文
に
は
い
る
場

合
は

「扱
」
と
か

「陳
者
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
て
本
文．
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
最
後
の
結
び
の
語
も

「
謹
言
」
の
ほ
か

に

「敬
具
」
と
か

「
不

一
」
と
か

「
不
具
」
「
不
宣
」
「
勿
々
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
。
敬
具
は

「敬

っ
て
申
し
ま
す
」
不

一
は

「
何
や
か

や
中
し
ま
し
た
」
不
具
は

「
文
言
が
十
分
整

っ
て
い
ま
せ
ん
」
不
宣
は

「述

べ
尽
し
て
お
り
ま
せ
ん
」
勿
々
は

「
と
り
い
そ
ぎ
走
り
書
き

し
ま
し
た
」
な
ど
の
意
味
で
あ
る
。

な
お
江
戸
時
代
に
、
書
状
の
中
で
冒
頭
に

「
一
筆
啓
上
」
ま
た
は

「
一
筆
啓
達
」
と
い
う
語
句
の
あ
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は

一
種
の

流
行
で
あ
る
。

一
筆
啓
達
仕
候
、
甚
暑
之
節
御
座
候
処
、
益
御
勇
健
可
レ被
レ成
二御
座
ヽ
珍
重
御
儀
奉
レ存
候
、
一随
而
不
レ
珍
品

二
候
得
共
、

西
瓜
三
、

柳
御
見
舞
証
迄
、

懸
二御
目
一申
候
、

誠

二
当
年
者
大
暑
難
レ
堪
御
事
、
折
角
御
凌
可
レ
被
レ成
候
　
先
者
暑
中
御
尋
問
芳
如
是

二
御
座

候
、
不
宣

（商
家
用
文
章
、
広
島
屋
伊
助
板
）

こ
の
流
行
は
江
戸
時
代
に
は
い
っ
て
間
も
な
く
は
じ
ま

っ
た
ら
し
く
、

「武
江
年
表
」
の
寛
永
年
間
の
記
事
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

世
上
通
用
の
書
翰
の
起
頭
に
、　
一
筆
啓
上
致
候
と
書
く
事
、
此
頃
よ
り
始
る
と
見
え
た
り
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お
そ
ら
く
戦
国
武
士
の
間
か
ら
は
じ
ま

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
の
本
多
作
左
衛
門
の
書
翰
と
し
て
有
名
な
文
句
も

「
一
筆
啓
上
」
で
は

じ
ま

っ
で
い
る
。

一
筆
啓
上
　
火
の
用
心
　
お
せ
ん
泣
か
す
な
　
馬
肥
や
せ

な
お
ま
た
書
翰
の
冒
頭
の
部
分
で
、

「冒
頭
の
語
」

「時
候
の
挨
拶
」
「
先
方

へ
の
安
否
見
舞
」
「
当
方
の
状
態
報
告
」
ま
で
、
す
な
わ

ち

「本
文
」
以
前
の
部
分
を

「前
文
」
と
称
し
て
、
書
翰
の
必
要
事
項
と
な

っ
て
い
る
が
、
火
急
の
書
翰
で
、
す
ぐ
さ
ま
本
文
の
用
件
に

移
り
た
い
時
は

「前
文
」
を
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
場
合
は

「前
略
」
と
か

「
冠
省
」
と
か
あ
る
い
は

「前
文
御
免
被
下
度
候
」

な
ど
と
書
く
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
中
ご
ろ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

エハ

明
治
時
代
に
な

っ
て
も

「
候
文
体
」
は
書
翰
用
の
文
体
で
あ

っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
学
校
に
お
け
る
義
務
教
育
の
対
象
に
ま
で
な

っ
て

い
る
。

明
治
五
年
八
月
二
日
、
文
部
省
か
ら
布
達
第
十
三
号
と
し
て

「学
制
」
が
発
布
さ
れ
て
、
大

・
中

・
小
学
の
教
育
内
容
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
の

「
小
学
校
」
の
部
の

「
下
等
小
学
」
の
教
科
目
を
見
る
と
、

「書
贖
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

「書
順
」
は
候

文
の
書
翰
文
の
教
育
の
事
で
あ
る
。

こ
の

「書
贖
」

と
い
う
教
科
目
は
、　
の
ち
明
治
十
四
年
五
月
四
日
の
文
部
省
達
第
十
二
号
で

「読
書
」

の
中

へ
包
含
さ
れ
て
し
ま

っ

て
、
表
面
に
は
出
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
こ
の

「
読
書
」
の
内
容
は
、
実
質
的
に
は

「作
文
」
を
含
ん
で
い
て
、
次
の
よ
う
に
現
定
さ
れ

て
い
る
。

近
易
ノ
諸
物
フ
解
セ
シ
メ
、
之
ヲ
題
ト
シ
、
仮
名

ニ
テ
単
語

・
短
句
を
綴
ラ
シ
ム
ル
ヲ
初
ト
シ
、
梢
進
テ
ハ
近
易
ノ
漢
字
フ
交

へ
、

次

二
簡
短
ノ
仮
名
交
り
文
ヲ
作
ラ
シ
メ
、
兼
テ
ロ
上
書
類
ヨ
リ
日
用
書
類

二
及
フ
ヘ
シ
、
中
等
科
及
高
等
科

二
於
テ
ハ
日
用
書
類
ヲ
作
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ラ
シ
ム
ル
ノ
外
、
既

二
学
習
セ
シ
所
ノ
事
実

二
就
テ
志
伝
等
ヲ
作
ラ
シ
ム
ヘ
シ

と
あ
る
。

つ
ま
り
国
語
の
散
文
を
も

っ
て
日
用
文
を
作
ら
し
め
る
こ
と
が
ね
ら
い
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
は
、
日
用
書
類
に
は
候

文
を
教
え
る
こ
と
に
終
始
し
た
。
候
文
は
相
変
わ
ら
ず
文
体
の
主
流
と
し
て
、
証
文
に
も
書
翰
に
も
用
い
ら
れ
た
。

小
学
校
で
も
、

「
作
文
」
の
指
導
は
国
語
文
を
教
え
る
の
で
な
く
、
候
文
の
書
翰
を
書
か
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

一
つ
に
は
、

教
師
に
国
語
文
を
指
導
す
る
能
力
も
思
想
も
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
も
う

一
つ
に
は
、
世
間
の
風
潮
が
、
書
翰
と
い
え
ば
候
文
体

で
あ
る
と
き
め
込
ん
で
し
ま
う
所
に
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
教
師
は
頑
是
な
い
こ
ど
も
た
ち
に
向
か

っ
て
、

「拝
啓
」
と
か

「敬
具
」
と

か
あ
る
い
は

「時
下
春
暖
之
候
」

（じ
か
し

ゆ
ん
だ
ん
の
こ
う
）
と
か

「拙
宅

一
同
無
事
消
光
罷
在
候
間
、
乍
他
事
御
休
神
被
下
度
候
」

（
せ

っ
た
く
い
ち
ど
う
ぶ
じ
し
ょ
う
こ
う
ま
か
り
あ
り
そ
う
ろ
う
あ
い
だ
、
た
じ
な
が
ら
ご
き

ゆ
う
し
ん
く
だ
さ
れ
た
く
そ
う
ろ
う
）
な

ど
の
表
現
と
表
記
と
を
教
え
た
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
大
人
が
書
く
日
常
の
書
翰
に
候
文
を
使
用
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

明
治
三
十

一
年
か
ら
書
き
は
じ
め
た
芦
花
の

「
不
如
帰
」
中

の
川
島
武
男
の
書
翰
で
あ
る
。

流
汗
を
揮
ひ
つ
つ
華
氏
九
十
九
度
の
香
港
る
申
上
候
、
佐
世
保
抜
錨
迄
は
先
便
已
に
申
上
置
た
る
通
り
に
有
之
候
、
佑
佐
世
保
出
帆
後

は
連
日
の
快
晴
に
て
暑
気
如
熾
、
流
石
神
州
海
国
男
子
も
少
々
辟
易
、
尤
も
同
僚
士
官
及
兵
の
中
八
九
名
日
射
病
に
襲
は
れ
た
る
者
有
之

候
得
共
、
小
生
は
至
極
頑
健

（後
略
）

七
月
　
日
　
　
　
　
香
港
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
男

お
浪
ど
の

ま
た
明
治
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
す

っ
か
り
国
語
を
使
う
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
島
崎
藤
村
も
、
明
治
三
、
四
十
年
代
は
整

っ
た
候
文

の
書
翰
を
書
い
て
い
る
。
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御
手
紙
辱
く
拝
見
仕
候
、

「
罪
と
罰
」
拝
読
を
終
り
申
候
、
猶
拝
借
い
た
せ
し

ニ
イ
チ
エ
文
集
と
共
に
、
不
日
小
包
に
て
御
返
送
中
上

べ
く
候
、
メ
レ
ジ

コ
ゥ
ス
キ
イ
の
論
文
と
や
ら
は
、
此
際
拝
見
せ
ば

一
層
の
参
考
と
相
成
り
可
申
、
是
非
拝
借
い
た
し
度
候
、
猶

「
罪

と
罰
」
に
つ
き
、
委
敷
こ
と
は
拝
眉
の
上
御
話
申
度
、
御
来
遊
奉
待
候
、

（後
略
）

（明
治
三
十
六
年
）
十

一
月
十
九
日

明
治
三
十
三
年
八
月
二
十

一
日
、
文
部
省
は
文
部
省
令
第
十
四
号
の

「小
学
校
令
」

を
も

っ
て
、
次
の
ご
と
く

「
読
書
」

を
改
め
て

「
国
語
」
と
し
、
そ
の
教
育
内
容
を
規
定
し
た
。

国
語

ハ
普
通
ノ
言
語
、
日
常
須
知
ノ
文
学
及
文
章
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
正
確

二
思
想
ヲ
表
彰
ス
ル
ノ
能
ヲ
養
ヒ
、
兼
テ
知
徳
ヲ
啓
発

ス
ル
ヲ

以
テ
要
旨
ト
ス
尋
常
小
学
校

二
於
テ
ハ
初

ハ
発
音
ヲ
正
シ
仮
名
ノ
読
ミ
方
、
書
キ
方
、
綴
り
方
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
漸
ク
進
ミ
テ
ハ
日
常
須

知
ノ
文
字
、
近
易
ナ
ル
普
通
文

二
及
ホ
シ
、
又
言
語
ヲ
練
習
セ
シ
ム
ヘ
シ

「
文
を
作
る
」
こ
と
は
、
従
来
と
同
様
に
、
教
科
内
容
の

一
部
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
は
日
用
書
類

・
書
翰
な
ど
の
語
に
触
れ

て
い
な
い
し
、
又

「普
通
文
」
な
る
用
語
を
出
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
普
通
文
は
、
当
時
の
日
常
の
こ
と
ば
を
使

っ
た
文
章
を
指
す
も
の

と
思
わ
れ
、
や
は
り
明
治
十
四
年
の

「
達
」
と
同
様
に
、
国
語
文
を
重
視
す
る
発
想
で
あ
る
。

こ
う
い
う
布
達
に
よ

っ
て
、
国
語
文
は
よ
う
や
く
国
民
の
間
に
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
。
当
時
の
人
々
の
間
に
も
国
語
文
を
も

っ
て
書
翰

を
も
の
す
る
人
も
出
て
き
た
。

こ
こ
で
漱
石
の
書
翰
を
引
く
。
漱
石
は
改
ま

っ
た
場
合
や
面
識
の
な
い
人
に
は
、
よ
く
候
文
を
書
い
た
。

拝
啓
先
日
御
申
越
に
相
成
候
拙
句
、
御
依
頼
通
原
稿
紙
に
認
め
御
送
申
上
候
、
両
方
共
認
め
候
に
つ
き
御
気
に
入
り
た
る
方
を
御
存
し
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あ
ま
れ
る
を
祉
捨
被
下
度
候
、
御
気
に
召
し
給
は
ず
は
猶
幾
枚
に
て
も
書
き
直
し
可
申
候
、
草
々
頓
首

（明
治
四
十
四
年
）

一
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏
目
金
之
助

し
か
し
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
崩
れ
た
候
文
も
書
き
、
国
語
体
も
も
ち
ろ
ん
使

っ
た
。
鏡
子
夫
人
に
宛
て
た
手
紙
で
、
二
日
後
の
も
の

と
を
並

べ
て
掲
げ
る
。
内
容
は
大
体
同
じ
で
あ
る
。

着
物
と
草
履
と
雑
誌
は
受
取

っ
た
、
大
嶋
の
着
物
を
不
断
着
に
す
る
程
悪
く
し
て
仕
舞

っ
た
の
か
な
、
あ
の
羽
織
の
が
ら
は
嫌
だ
、
買

っ
た
も
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
か
ら
着
る
、
実
は
ド
テ
ラ
も
も
う
大
な
し
に
な

っ
た
よ
、
ど
う
せ
仕
着
る
な
ら
大
嶋
も
よ
こ
し
て
呉
れ
、

（後
略
）
　

　

　

（明
治
四
十
四
年
）
二
月
二
日

着
物
届
き
候
、
大
嶋
の
衣
物
と
下
着
と
は
よ
く
考

へ
る
と
実
は
不
用
に
候
、
然
し
此
方

へ
取

っ
て
置
き
候
、
大
嶋
の
下
に
着
る
下
着
の

胴
の
色
、
あ
れ
で
は
羽
織
の
裏
の
如
く
甲
斐
絹
と
同
様
に
て
見
悪
く
候
、
自
茶
か
あ
ら
い
模
様
宜
し
と
申
し
た
る
積
に
候

（後
略
）

（明
治
四
十
四
年
）
二
月
四
日

や
が
て
大
正
時
代
に
な
る
と
、
候
文
は
急
に
凋
落
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は

一
方
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
散
文
の
流
行
と
散
文
に
よ
る

作
文
教
育
の
徹
底
な
ど
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
に
は
、

「自
由
に
自
分
の
こ
と
ば
で
物
を
言
い
た
い
」
と
い
う
考
え
方
が
主
・

張
さ
れ
て
、
そ
れ
が
書
翰
に
影
響
を
与
え
、
形
式
を
重
ん
じ
る
候
文
体
で
は
自
由
な
意
見
や
思
想
を
述
べ
る
の
に
不
適
当
だ
と
し
て
忌
避

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

か
く
て
長
年
月
を
生
き
て
き
た

「候
文
体
」
は
、
昭
和
に
は
い
っ
て
国
語
文
体
が
こ
れ
に
代
わ
る
。
国
語
文
に
な
る
と
、
卒
直
に
自
己
〕
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の
感
懐
を
述

べ
、
用
件
が
ほ
と
ん
ど
手
に
と
る
ご
と
く
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
候
文
の
形
式
は
、

な
ど
は
表
現
を
代
え
て
生
か
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ

っ
た
文
末
の

「
候
」

ぶ
の
で
あ
る
。

（本
学
教
授
）

あ
る
部
分
、
た
と
え
ば
前
文
や
後
文

を
失
い
、

「
候
文
体
」
は
こ
こ
に
滅


