
                                           

1 
 

［
論
文
概
要
書
］ 

平
安
中
期
の
文
学
に
お
け
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
の
受
容 

『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
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序
章 本

論
文
は
、
平
安
期
の
宮
廷
歌
謡
で
あ
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
が
、
平
安
中
期
の
文
学
に
、
ど
の
よ
う
に

取
り
込
ま
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

催
馬
楽
・
風
俗
歌
は
、『
源
氏
物
語
』
に
非
常
に
多
く
の
楽
曲
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
引
用
表
現
に
つ
い
て
た
び
た
び
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
一
方
で
、『
源
氏
物
語
』
以
外
の
文
学
に
お

け
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
目
が
向
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
歌
謡
の
動
態

性
が
十
分
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
歌
謡
は
、
発

生
か
ら
発
展
、
そ
し
て
衰
退
に
至
る
ま
で
に
大
き
な
変
容
を
伴
う
。
催
馬
楽
・
風
俗
歌
が
俗
謡
と
し
て
発

生
し
た
時
期
と
、
平
安
期
の
宮
廷
に
お
い
て
流
行
し
た
時
期
に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
時
間
的
隔
た
り
が

あ
り
、
受
容
層
も
大
き
く
異
な
る
。
演
奏
の
形
態
や
詞
章
の
解
釈
な
ど
に
は
、
時
代
と
と
も
に
大
き
な
変

化
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
平
安
中
期
の
作
り
物
語
に
お
け
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
を
論
じ
る

上
で
は
、
物
語
が
成
立
し
た
当
時
の
歌
謡
の
有
り
様
を
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の

も
と
、
本
論
文
で
は
、
歌
謡
の
歴
史
的
・
状
況
的
な
動
態
を
重
視
し
、
同
時
代
の
和
歌
表
現
と
も
か
か
わ

ら
せ
な
が
ら
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
の
引
用
表
現
を
中
心
に
考
察

す
る
。 

 第
一
部 

『
う
つ
ほ
物
語
』
と
催
馬
楽
・
風
俗
歌 

 

第
一
章 

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
唐
楽
・
高
麗
楽
・
催
馬
楽
の
演
奏
描
写 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
安
中
期
の
演
奏
記
録
と
の
比
較
を
通
し
て

 

 

第
一
章
で
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
音
楽
と
し
て
の
催
馬
楽
の
用
い
ら
れ
方
を
捉
え
る
た
め
に
、

催
馬
楽
の
み
な
ら
ず
、
唐
楽
・
高
麗
楽
の
演
奏
場
面
の
描
写
に
光
を
当
て
、
漢
文
日
記
な
ど
に
み
ら
れ
る

平
安
中
期
の
演
奏
記
録
や
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
文
学
作
品
の
用
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
な



                                           

2 
 

が
ら
考
察
を
進
め
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
唐
楽
・
高
麗
楽
・
催
馬
楽
の
用
例
を
み
る
と
、
平
安
中

期
に
特
に
よ
く
演
奏
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
曲
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

平
安
中
期
の
管
絃
の
遊
び
に
お
い
て
は
、
調
子
や
唐
楽
・
催
馬
楽
の
曲
の
旋
法
を
「
呂
」「
律
」
の
二
分
類

で
捉
え
、「
呂
」
か
ら
「
律
」
、
あ
る
い
は
「
律
」
か
ら
「
呂
」
に
移
り
変
わ
る
よ
う
に
演
奏
す
る
こ
と
で
、

旋
法
の
対
照
性
が
楽
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
も
、
「
呂
」
と

「
律
」
の
曲
が
交
互
に
配
さ
れ
る
演
奏
場
面
が
確
認
で
き
る
ほ
か
、
唐
楽
曲
の
「
万
歳
楽
」
演
奏
場
面
に

関
し
て
は
、
音
楽
の
旋
律
を
歌
う
唱
歌
に
つ
い
て
も
描
か
れ
る
な
ど
、
舞
だ
け
で
は
な
く
そ
の
音
楽
の
面

白
さ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
方
で
、「
菊
の
宴
」
巻
で
は
、
唐
楽
の
「
陵
王
」

に
先
ん
じ
て
、
高
麗
楽
の
「
落
蹲
」
が
舞
わ
れ
る
と
い
う
、
平
安
中
期
に
お
け
る
演
奏
状
況
と
は
大
き
く

異
な
る
描
写
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、「
俊
蔭
」
巻
の
場
面
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
嵯
峨
の
院
の
御
賀
で
正

頼
が
「
落
蹲
」
を
見
事
に
舞
っ
た
と
語
ら
れ
る
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
、
物
語
の
前
半
部
で
は
「
陵
王
」
よ

り
も
「
落
蹲
」
が
重
視
さ
れ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
は
作
り
物
語
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
に
、
平
安
中
期
の
音
楽
が
あ
り
の
ま
ま
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
が
、『
う
つ
ほ
物

語
』
の
音
楽
描
写
に
成
立
当
時
の
現
実
の
音
楽
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
物
語
の
音
楽
を
、

音
楽
史
的
位
置
づ
け
の
中
で
捉
え
る
こ
と
で
、
物
語
が
音
楽
を
描
写
す
る
の
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て

い
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

第
二
章 

「
祭
の
使
」
巻
と
「
菊
の
宴
」
巻
の
催
馬
楽
引
用 

「
声
振
り
」
に
注
目
し
て

 

 

第
二
章
で
は
、
「
祭
の
使
」
巻
、
「
菊
の
宴
」
巻
に
み
ら
れ
る
催
馬
楽
の
楽
曲
の
「
声
振
り
」
を
用
い
て

和
歌
を
「
歌
う
」
と
い
う
、
他
の
文
学
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
催
馬
楽
の
引
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
声

振
り
」
は
同
時
代
に
は
確
認
で
き
な
い
語
で
あ
る
が
、『
残
夜
抄
』
な
ど
の
中
世
の
楽
書
に
用
例
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
踏
ま
え
る
と
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
、
「
声
振
り
」
を
用
い
る
作
中
人
物
た

ち
は
、
い
わ
ば
「
替
え
歌
」
の
よ
う
に
、
催
馬
楽
の
楽
曲
に
合
わ
せ
て
自
作
和
歌
を
歌
っ
て
い
る
も
の
と

解
釈
で
き
る
。「
祭
の
使
」
巻
、「
菊
の
宴
」
巻
に
お
い
て
、
催
馬
楽
の
詞
章
は
、「
声
振
り
」
を
通
し
、
和

歌
の
内
容
と
併
せ
て
ほ
の
め
か
さ
れ
る
と
い
う
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、

物
語
の
状
況
と
詞
章
の
内
容
が
示
唆
的
に
重
ね
合
わ
さ
れ
、
用
い
た
人
物
の
意
図
し
な
い
内
容
ま
で
も
聞
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き
手
に
伝
わ
る
と
い
う
展
開
を
可
能
に
し
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
ら
れ
る
「
声
振
り
」
を
用
い
た

や
り
と
り
は
、
作
り
物
語
に
お
け
る
、
巧
み
な
催
馬
楽
引
用
の
手
法
の
先
駆
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
出
来

る
。 

 

第
三
章 

平
安
中
期
に
お
け
る
風
俗
歌
「
大
鳥
」 

 
 

 
 
 
 

「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
唱
和
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

 

 

第
三
章
で
は
、
平
安
中
期
に
お
け
る
風
俗
歌
「
大
鳥
」
の
詞
章
の
解
釈
に
つ
い
て
考
察
し
た
上
で
、
そ

の
詞
章
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
唱
和
歌
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「
大
鳥
」
は
、
「
大

鳥
の
羽
に
霜
が
降
っ
た
と
言
っ
た
の
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
そ
れ
を
言
っ
た
者
と
し
て
、
様
々

な
鳥
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
疑
わ
れ
る
と
い
う
内
容
の
問
答
形
式
の
詞
章
を
持
つ
が
、
現
存
す
る
複
数
の

詞
章
に
お
い
て
、
問
い
に
対
す
る
最
終
的
な
答
え
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

風
俗
歌
「
大
鳥
」
は
、「
大
鳥
の
羽
に
霜
が
降
っ
た
」
と
い
う
問
い
の
前
提
す
ら
不
確
か
な
歌
謡
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
和
歌
表
現
な
ど
と
の
関
わ
り
か
ら
、
風
俗
歌
「
大

鳥
」
の
詞
章
は
、
「
『
大
鳥
が
霜
夜
に
恋
い
侘
び
て
い
る
』
と
言
っ
た
の
は
誰
か
」
と
い
う
、
色
恋
に
引
き

つ
け
た
内
容
で
解
釈
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
お
け
る
兵
部
卿
の
宮
の

歌
は
、
評
判
に
な
っ
て
い
る
承
香
殿
の
女
御
と
の
仲
を
否
定
す
る
た
め
に
、
当
該
歌
謡
の
不
確
か
さ
を
利

用
し
た
も
の
と
解
釈
し
う
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
弾
正
の
宮
の
歌
は
、
兵
部
卿
の
宮
が
評
判
通
り
の
「
あ

だ
人
」
だ
と
決
定
づ
け
る
内
容
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
お
け
る
「
大
鳥
」
は
、
色
恋

に
引
き
つ
け
て
解
釈
さ
れ
た
上
で
、
兵
部
卿
の
宮
、
兼
雅
、
仲
忠
ら
「
あ
だ
人
」
の
道
な
ら
ぬ
恋
を
示
唆

す
る
文
脈
で
活
か
さ
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
た
。 

 

第
四
章 

「
蔵
開
」
巻
に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」 

 
 

 
 

 
 

 

仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
や
り
と
り
を
め
ぐ
っ
て

 

 

第
四
章
で
は
、「
蔵
開
」
巻
に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
論
じ
た
。
風
俗
歌

「
名
取
川
」
の
詞
章
は
、「
名
取
川
の
瀬
を
幾
つ
渡
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
と
、「
（
真
夜
中
に
渡
っ
た
の

で
、
よ
く
見
え
ず
）
知
ら
な
い
よ
」
と
い
う
応
答
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
歌
枕
と
し
て
の
「
名
取
川
」
の

イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
こ
の
詞
章
は
、
色
恋
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
恋
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人
の
も
と
へ
忍
ん
で
通
う
様
子
や
、
そ
れ
が
露
見
し
、
噂
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
様
子
を
想
起
さ
せ
る
。「
蔵

開
上
」
巻
に
お
い
て
は
、
現
存
す
る
詞
章
と
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
も
の
の
、
童
た
ち
に
よ
っ
て
、
風

俗
歌
「
名
取
川
」
に
類
す
る
歌
謡
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
詞
章
中

の
名
取
川
を
渡
る
人
物
と
し
て
、
仲
忠
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
好
色
性
が
囃
し
立
て
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仲
忠
は
、「
知
ら
ず
う
や
」
と
い
う
詞
章
を
用
い
、
は
ぐ
ら
か
す
よ
う
に
応
答

す
る
。
さ
ら
に
、「
蔵
開
中
」
巻
、「
蔵
開
下
」
巻
で
は
、
こ
の
仲
忠
の
応
答
に
対
し
、「
こ
れ
こ
そ
」
と
い

う
女
童
が
、
や
は
り
「
名
取
川
」
の
「
夜
し
来
し
か
ば
」
と
い
う
詞
章
を
踏
ま
え
た
機
知
に
富
む
切
り
返

し
を
行
い
、
仲
忠
の
関
心
を
引
い
た
こ
と
に
関
す
る
話
題
が
語
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

一
連
の
場
面
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仲
忠
の
好
色
性
や
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
接
近
が
描
か
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
「
蔵
開
上
」
巻
の
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
歌
唱
は
、
「
名
取
川
」
が
、
忍
び
通
い
の
噂
が
立
つ

こ
と
を
想
起
さ
せ
る
詞
章
を
持
つ
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
道
な
ら
ぬ
恋
を
ほ
の
め
か

す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
本
筋
に
お
い
て
は
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
人
物
の

一
面
や
、
物
語
の
展
開
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

以
上
、
第
一
部
で
は
、
従
来
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
・

風
俗
歌
に
か
か
わ
る
表
現
に
つ
い
て
分
析
し
、
解
釈
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、『
う
つ
ほ
物
語
』
が
、
先
駆

的
な
手
法
で
、
催
馬
楽
・
風
俗
歌
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
二
章
で
考

察
し
た
よ
う
に
、
「
祭
の
使
」
巻
、
「
菊
の
宴
」
巻
で
は
、
「
声
振
り
」
を
通
し
て
、
「
音
楽
の
旋
律
」
、
「
詞

章
の
内
容
」
、
「
和
歌
の
内
容
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
非
常
に
凝
っ
た
催

馬
楽
の
演
奏
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
章
、
第
四
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
内
侍
の
か
み
」

巻
や
「
蔵
開
」
巻
に
お
い
て
は
、
風
俗
歌
が
登
場
人
物
た
ち
の
や
り
と
り
や
場
面
の
展
開
に
活
か
さ
れ
て

い
る
。
第
三
章
で
取
り
あ
げ
た
風
俗
歌
「
大
鳥
」
も
、
第
四
章
で
取
り
あ
げ
た
風
俗
歌
「
名
取
川
」
も
、

恋
の
噂
に
つ
い
て
問
答
す
る
詞
章
を
持
ち
、
さ
ら
に
、
問
い
か
け
に
対
す
る
結
論
の
部
分
が
曖
昧
で
あ
る

と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
こ
れ
ら
の
詞
章
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
兵
部
卿
の
宮
と
承

香
殿
の
女
御
、
兼
雅
と
仁
寿
殿
の
女
御
、
仲
忠
と
あ
て
宮
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
と
い
っ
た
登
場
人
物
た
ち
の
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道
な
ら
ぬ
関
係
を
、
あ
く
ま
で
「
そ
の
よ
う
な
噂
が
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
形
で
朧
化
し
な
が
ら
示
唆
し

て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。 

 

第
二
部 

『
源
氏
物
語
』
と
催
馬
楽
・
風
俗
歌 

 

第
一
章 

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
唐
楽
・
催
馬
楽
の
演
奏
場
面 

 

 
 

 
 
 
 

 

「
呂
」「
律
」
の
分
類
と
の
か
か
わ
り

 

 

第
一
章
で
は
、
平
安
中
期
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
、
調
子
や
曲
の
旋
法
を
「
呂
」

「
律
」
に
二
分
類
し
て
捉
え
る
と
い
う
概
念
が
、『
源
氏
物
語
』
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を

論
じ
た
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
唐
楽
と
催
馬
楽
の
全
演
奏
例
を
検
討
し
た
結
果
、
唐
楽
・
催
馬
楽
と
も

に
、
春
の
場
面
に
は
「
呂
」
、
秋
の
場
面
に
は
「
律
」
に
分
類
さ
れ
る
調
子
・
曲
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ

り
、
陰
陽
五
行
思
想
の
影
響
の
も
と
、「
春
」「
秋
」
と
「
呂
」「
律
」
を
結
び
つ
け
る
見
方
が
踏
ま
え
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
中
期
に
お
け
る
演
奏
記
録
と
の
比
較
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
音
楽
の
演
奏

場
面
で
は
、
演
奏
曲
目
が
網
羅
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
調
子
名
や
曲
名
の
い
く
つ
か
が

抜
粋
さ
れ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
選
択
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
、
旋
法
と
い

う
音
楽
的
な
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
音
楽
の
描
写
に

も
「
呂
」
「
律
」
の
区
別
が
表
れ
て
い
る
。
「
呂
」
の
音
は
「
は
な
や
か
」
と
形
容
さ
れ
、
主
に
行
事
な
ど

の
「
晴
れ
」
の
場
を
彩
る
。
一
方
、「
律
」
の
音
は
「
な
つ
か
し
」
と
形
容
さ
れ
、
御
遊
終
盤
の
く
だ
け
た

雰
囲
気
を
象
徴
す
る
こ
と
が
多
く
、
私
的
な
演
奏
の
場
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
演
奏
者
の
憂
愁
と
重
な

る
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
調
子
や
曲
を
「
呂
」「
律
」
の
二
分
類
で
捉
え
、
そ
の
対
照
性
に
面
白
さ
が

見
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
平
安
中
期
の
音
楽
の
状
況
が
、
曲
の
旋
法
を
も
場
面
と
調
和
す
る
よ
う
意
識
し

た
音
楽
描
写
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 

第
二
章 

平
安
中
期
に
お
け
る
催
馬
楽
「
山
城
」 

「
瓜
た
つ
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

 

第
二
章
で
は
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
の
解
釈
に
つ
い
て
、
平
安
期
の
和
歌
を
手
掛
か
り
に
し
な
が

ら
考
察
し
た
。
催
馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て

お
り
、
特
に
、「
瓜
た
つ
ま 

瓜
た
つ
ま
で
に
」
の
「
た
つ
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
決
定
的
な
用
例
が
示
さ
れ
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な
い
ま
ま
様
々
な
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
平
安
期
の
「
瓜
」
と
「
た
つ
」
を
詠
ん
だ
和
歌
に

つ
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
、「
瓜
た
つ
」
は
、
当
時
、「
（
瓜
の
蔓
を
断
っ
て
）
収
穫
す
る
」
の
意
で
捉
え
ら

れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
平
安
期
に
お
い
て
、「
山
城
」
の
「
瓜
た
つ
ま 

瓜
た
つ
ま
で
に
」
は
、
「
（
瓜
作
り
が
）
瓜
を
収
穫
す
る
間 

収
穫
す
る
ま
で
に
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と

考
え
る
。
ま
た
、
和
歌
に
お
い
て
「
瓜
」
は
し
ば
し
ば
女
性
に
喩
え
ら
れ
て
お
り
、
「
瓜
の
収
穫
」
に
は
、

好
色
な
男
性
が
女
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
平
安
中
期
に
お
い
て
、
催

馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
は
、
瓜
に
見
立
て
ら
れ
た
女
性
が
、「
瓜
作
り
」
に
対
し
て
、
収
穫
の
時
ま
で
に
実

（
身
）
を
任
せ
て
し
ま
お
う
か
ど
う
か
悩
む
と
い
う
内
容
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
和
歌
に

巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。 

第
三
章 

「
紅
葉
賀
」
巻
の
催
馬
楽
引
用 

源
典
侍
の
物
語
に
お
け
る
「
こ
ま
」
の
繋
が
り

 

第
三
章
で
は
、
第
二
章
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
紅
葉
賀
」
巻
に
お
け
る
催
馬
楽
の
引
用
に
つ
い
て
論
じ

た
。
「
紅
葉
賀
」
巻
の
源
典
侍
を
め
ぐ
る
物
語
に
お
い
て
は
、
「
山
城
」
、
「
東
屋
」
、
「
石
川
」
と
い
う
三
曲

の
催
馬
楽
が
ほ
ぼ
連
続
し
て
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
三
曲
の
詞
章
に
は
、「
駒こ

ま

」
の
掛
詞
や
縁
語
が
含
ま
れ
る

と
い
う
繋
が
り
が
指
摘
で
き
る
。
源
典
侍
の
「
山
城
」
の
歌
唱
場
面
で
は
、「
狛こ

ま

の
わ
た
り
の
瓜
作
り
」
に

好
色
な
頭
中
将
が
重
ね
ら
れ
、
頭
中
将
に
な
び
い
て
し
ま
お
う
か
ど
う
か
悩
む
、
源
典
侍
の
心
情
が
表
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
用
い
ら
れ
る
「
東
屋
」
の
詞
章
の
「
ま
や
」
は
、
大
半
の
注
釈
で
「
真
屋

ま

や

」

と
さ
れ
る
が
、
平
安
中
期
に
お
い
て
は
「
馬
屋

ま

や

」
の
意
で
解
釈
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
当
該
場
面

で
、
光
源
氏
は
「
馬
屋
」
に
い
る
源
典
侍
を
訪
れ
る
「
駒
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
う
る
。
ま
た
、

後
の
場
面
の
光
源
氏
と
頭
中
将
の
「
石
川
」
を
踏
ま
え
た
和
歌
に
お
い
て
は
、
詞
章
の
「
高
麗
人

こ

ま

う

ど

」
に
は
、

頭
中
将
の
帯
を
手
に
入
れ
た
光
源
氏
が
寓
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、「
こ
ま
」
に
は
源
典
侍
に
慕

い
寄
る
男
性
が
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
「
紅
葉
賀
」
巻
に
お
い
て
源
典
侍
が
初
め
て
登
場
す
る
場
面
の
、
『
古

今
集
』
八
二
九
番
歌
や
神
楽
歌
を
踏
ま
え
た
や
り
と
り
と
の
繋
が
り
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。「
紅
葉
賀
」
巻
に
お
い
て
、
催
馬
楽
「
山
城
」
、「
東
屋
」
、「
石
川
」
の
三
曲
の
異
な
る
詞
章
の
世
界
は
、

和
歌
表
現
に
お
け
る
「
こ
ま
」
の
掛
詞
や
縁
語
が
意
識
さ
れ
な
が
ら
、
源
典
侍
と
彼
女
に
慕
い
寄
る
「
こ

ま
」
の
物
語
と
し
て
一
つ
に
結
び
付
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。「
聖
」
と
「
俗
」
の
両
義
的
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な
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
た
、
詞
章
の
「
こ
ま
」
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
光
源
氏
は
、
そ
の
「
俗
」
な
一
面

を
顕
わ
に
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
四
章 

「
藤
裏
葉
」
巻
に
お
け
る
催
馬
楽
「
葦
垣
」 

「
年
経
に
け
る
こ
の
家
の
」
考

 

 

第
四
章
で
は
、
「
藤
裏
葉
」
巻
に
お
け
る
催
馬
楽
「
葦
垣
」
の
引
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
「
葦
垣
」
の

詞
章
は
、
男
が
垣
根
を
越
え
て
女
を
盗
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
女
の
親
に
知
ら
れ
て
失
敗
し
、「
誰
か 

誰

か 

こ
の
こ
と
を 

親
に
ま
う
讒よ

こ

し
申
し
し
」
と
、
讒
言
し
た
人
物
が
探
さ
れ
、「
こ
の
家
の 

お
と
嫁 

親

に
ま
う
讒よ

こ

し
け
ら
し
も
」
と
応
答
が
あ
り
、
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ
た
「
お
と
嫁
」
が
「
我
は
ま
う
讒よ

こ

し
申
さ

ず
」
と
自
身
の
潔
白
を
弁
明
す
る
と
い
う
も
の
で
、
三
者
の
問
答
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
。「
藤
裏
葉
」
巻

の
藤
花
の
宴
に
お
い
て
は
、
弁
の
少
将
に
よ
っ
て
「
葦
垣
」
が
歌
唱
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
内
大
臣
が
歌
い

添
え
る
「
年
経
に
け
る
こ
の
家
の
」
は
、
現
在
確
認
で
き
る
「
葦
垣
」
の
「
と
ど
ろ
け
る
こ
の
家
」
と
い

う
詞
章
と
一
致
せ
ず
、
内
大
臣
が
歌
い
替
え
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
葦
垣
」
の
詞
章
の
内
容
を

踏
ま
え
れ
ば
、
弁
の
少
将
の
「
葦
垣
」
の
歌
唱
は
、
か
つ
て
内
大
臣
に
露
見
し
、
失
敗
し
た
夕
霧
の
幼
恋

を
揶
揄
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
内
大
臣
の
歌
い
替
え
は
、
そ
れ
を
取
り
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
、「
年
経
る
」
と
い
う
こ
と
ば
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
内
大
臣
の
歌
い
替
え
た
「
年
経

に
け
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
従
来
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
家
」
を
修
飾
す
る
の
で
は
な
く
、「
お
と

嫁
」
と
い
う
、
本
文
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
「
こ
の
家
の
」
に
続
く
詞
章
に
か
か
る
可
能
性
が
高
い
と

結
論
付
け
た
。
「
少
女
」
巻
に
お
い
て
、
夕
霧
と
雲
居
雁
の
関
係
が
内
大
臣
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

大
宮
に
仕
え
る
「
ね
び
人
」
の
「
後
言
」
を
漏
れ
聞
い
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
「
年
経
に
け
る
」
、
老
女
房

が
、
親
に
讒
言
し
た
と
疑
わ
れ
る
「
お
と
嫁
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
内
大
臣
は
、
「
（
若

い
ど
こ
ろ
か
）
た
い
そ
う
年
老
い
た
、
こ
の
家
の
（
女
房
が
「
親
」
の
私
に
讒
言
し
た
の
だ
）
」
と
「
葦
垣
」

の
詞
章
の
、
讒
言
し
た
人
物
を
聞
か
れ
て
応
答
す
る
部
分
を
歌
い
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夕
霧
の
幼
恋

の
失
敗
の
責
任
を
自
家
の
老
女
房
に
負
わ
せ
、
笑
い
に
紛
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。 

 

第
五
章 

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
風
俗
歌 

「
若
紫
」
巻
の
光
源
氏
の
歌
唱
を
中
心
に

 

 

第
五
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
風
俗
歌
の
引
用
に
つ
い
て
考
察
し
、
特
に
「
若
紫
」
巻
で
、
光

源
氏
が
「
常
陸
に
は
田
を
こ
そ
作
れ
」
と
風
俗
歌
「
常
陸
」
を
歌
唱
す
る
場
面
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
た
。
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『
源
氏
物
語
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
風
俗
歌
の
多
く
は
、
地
方
と
つ
な
が
り
の
あ
る
女
君
と
光
源
氏
の
か

か
わ
り
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
、
風
俗
歌
が
持
つ
地
方
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

一
方
で
、
風
俗
歌
が
か
か
わ
る
女
君
の
大
半
は
、
催
馬
楽
の
引
用
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
催
馬
楽
と
風
俗
歌
が
同
じ
女
君
に
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、

両
歌
謡
の
詞
章
の
類
似
性
が
意
識
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
章
が
共
通
し
て
持
つ
地
方
性
や
官
能
性
が
際
立

つ
よ
う
、
相
乗
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
際
、
光
源
氏
が
風
俗
歌
「
常

陸
」
を
歌
唱
す
る
「
若
紫
」
巻
の
場
面
と
、
催
馬
楽
「
貫
河
」
を
歌
唱
す
る
「
花
宴
」
の
巻
の
場
面
の
問

題
が
浮
か
び
上
が
る
。
場
面
の
状
況
か
ら
、
い
ず
れ
の
歌
唱
に
も
光
源
氏
の
葵
の
上
に
対
す
る
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
葵
の
上
は
地
方
性
と
は
無
縁
の
女
君
で
あ
る
。
特
に
、「
若
紫
」
巻
に

お
い
て
、
な
ぜ
敢
え
て
常
陸
国
の
風
俗
歌
が
用
い
ら
れ
、「
常
陸
に
は
田
を
こ
そ
作
れ
」
と
い
う
詞
章
が
本

文
に
引
か
れ
る
の
か
、
従
来
の
説
で
は
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
風
俗
歌
「
常
陸
」
の
詞
章
の

内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
国
境
を
越
え
て
ま
で
来
訪
し
た
男
と
、
そ
れ
を
迎
え
る
女
の
官
能
的
な
恋

の
歌
と
し
て
解
釈
し
う
る
。
光
源
氏
は
葵
の
上
を
求
め
て
は
る
ば
る
会
い
に
来
た
の
だ
と
い
う
恋
情
を
、

「
常
陸
」
の
詞
章
の
男
の
様
子
と
重
ね
て
歌
っ
て
お
り
、
ま
た
詞
章
の
女
と
は
違
っ
て
冷
淡
な
葵
上
へ
の

不
満
を
訴
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、「
常
陸
に
は
田
を
こ
そ
作
れ
」
の
「
常
陸
」
に
は
、
常

陸
国
で
は
な
く
、
光
源
氏
が
前
夜
か
ら
未
明
に
か
け
て
訪
れ
て
い
た
都
の
「
東
の
果
て
」
で
あ
る
六
条
京

極
の
「
辺
境
」
の
地
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の
近
辺
に
住
む
紫
の
上
や
「
忍
び
た
る
所
」
の
女
と
光
源
氏
の
関

係
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
、
第
二
部
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
に
か
か
わ
る
表
現
に
つ
い
て
分
析
し
、

解
釈
を
試
み
た
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
の
引
用
は
、
一
部
で
論
じ
た
『
う
つ
ほ
物
語
』

に
み
ら
れ
る
表
現
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
深
化
さ
せ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
催
馬
楽
の
曲
の
「
呂
」

「
律
」
の
旋
法
へ
の
意
識
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
第
一
章
で
考

察
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
物
語
を
通
し
て
、
ほ
ぼ
徹
底
的
に
曲
の
旋
法
と
場
面
の
季

節
と
の
調
和
が
図
ら
れ
て
お
り
、
催
馬
楽
の
音
楽
的
側
面
が
よ
り
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



                                           

9 
 

ま
た
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
よ
う
に
「
声
振
り
」
を
通
し
た
引
用
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
第
四
章
で
は
、

登
場
人
物
が
、
も
と
の
詞
章
の
内
容
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
問
答
体
の
詞
章
を
活
か
し
て
当
意
即
妙
に
歌

い
替
え
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

 

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
も
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
催
馬
楽
・
風
俗
歌
は
、
卑
俗
な
詞
章
を

持
つ
「
俗
謡
」
と
し
て
の
一
面
と
、
管
絃
の
遊
び
を
彩
る
「
宮
廷
歌
謡
」
と
し
て
の
一
面
、
そ
の
両
面
が

そ
れ
ぞ
れ
物
語
の
描
写
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
紅
葉
賀
」

巻
の
源
典
侍
を
め
ぐ
る
物
語
で
は
、
そ
う
し
た
歌
謡
の
持
つ
両
面
性
が
意
識
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

 

終
章 

 

本
論
文
で
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
の
引
用
表
現
の
分
析
を

中
心
に
、
平
安
中
期
の
文
学
に
お
け
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
今
後
の
展
望
と

し
て
は
、
神
楽
歌
・
東
遊
歌
に
か
か
わ
る
表
現
も
併
せ
て
検
討
し
、
さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
文
学

も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
平
安
期
を
代
表
す
る
神
楽
歌
・
催
馬
楽
・
東
遊
歌
・
風
俗
歌
と
い
う
宮
廷
歌
謡

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
に
文
学
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。 

 

近
年
、
こ
れ
ら
の
宮
廷
歌
謡
に
つ
い
て
は
、
音
楽
学
や
文
献
史
学
の
見
地
か
ら
捉
え
な
お
さ
れ
て
お
り
、

従
来
は
不
透
明
だ
っ
た
成
立
の
過
程
や
演
奏
の
実
態
な
ど
が
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
論
文

で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
文
学
に
お
け
る
歌
謡
の
描
か
れ
方
に
は
、
そ
の
時
代
の
演
奏
状
況
や
音
楽
観
が
反

映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
描
写
を
音
楽
史
的
な
位
置
づ
け
の
中
で
論
じ
る
こ
と
は
、
表
現
の
解

明
に
も
繋
が
る
。
今
後
も
、
こ
う
し
た
音
楽
学
や
文
献
史
学
に
お
け
る
歌
謡
研
究
と
の
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
よ
り
研
究
を
深
め
、
歌
謡
が
い
か
に
宮
廷
に
お
け
る
文
学
に
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
点
を
解
き

明
か
し
て
い
き
た
い
。 


