
【
研
究
論
文
】

王
朝
の
月
影

－
日
本
人
の
美
意
識
－

塚
原
　
健
太
郎

l
　
は
じ
め
に

夜
空
に
輝
く
月
や
星
、
風
に
吹
か
れ
て
宙
を
舞
う
桜
、
鐘
の
音

が
響
く
夕
暮
れ
の
空
。
こ
う
い
っ
た
景
色
を
美
し
い
と
感
じ
る
人

は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
美
的
感
覚
は
我
々
が
日
常

生
活
を
過
ご
す
中
で
い
つ
の
間
に
か
身
に
つ
け
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
美
意
識
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
今
日
ま
で
受
け

継
が
れ
て
き
た
の
か
。
古
典
文
学
作
品
の
中
に
根
拠
を
求
め
る
こ

と
で
、
古
代
か
ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ
、
発
展
し
て
い
っ
た
で
あ

ろ
う
日
本
の
美
意
識
と
は
な
に
か
を
探
り
た
い
と
考
え
た
こ
と
が

こ
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
古
典
世
界
の
美
意
識
を
表
す
代
表
的
な
言
葉
で

あ
る
　
「
雪
月
花
」
、
「
花
鳥
風
月
」
　
に
着
目
し
た
。
こ
れ
ら
は
古
典

に
お
い
て
美
し
い
と
さ
れ
る
も
の
を
並
び
た
て
た
言
葉
で
あ
る
が
、

「
月
」
　
と
　
「
花
」
　
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
採
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
美
を
語
る
上
で
そ
れ
だ
け
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
う
ち
ど
ち
ら
か
を
、
美
意
識
を
紐

解
く
手
が
か
り
の
主
軸
に
据
え
よ
う
と
考
え
た
。
そ
の
う
ち
和
歌

史
に
お
け
る
　
「
花
」
　
へ
の
注
目
に
つ
い
て
、
大
岡
信
氏
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

『
万
葉
集
』
　
で
は
　
「
花
が
散
る
」
　
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
歌

人
た
ち
の
関
心
の
内
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
ら
に
と

っ
て
は
花
と
は
咲
き
誇
る
も
の
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
平
安

朝
に
な
る
と
花
と
い
う
も
の
は
散
る
も
の
だ
と
い
う
思
憩
が

出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
　
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
な
る
と
、
も

う
花
は
散
る
た
め
に
咲
く
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
、
花
が
散

る
散
り
方
に
詩
人
た
ち
が
皆
非
常
に
関
心
を
寄
せ
た
の
で
す
。

そ
こ
に
思
想
と
し
て
の
無
常
観
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
く
る

の
で
す
が
、
花
と
い
う
最
も
華
や
か
な
も
の
を
措
く
の
に
そ

の
散
る
場
面
を
特
筆
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
、
こ
こ
が
実
は
日

本
の
詩
な
ら
び
に
芸
術
思
想
全
体
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
だ
と

思
い
ま
す
。
（
1
）

花
に
関
し
て
も
長
い
歴
史
の
中
で
そ
の
捉
え
方
が
変
化
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
現
代
で
は
当
然
の
よ
う
に
注
目
を
集
め

る
　
「
花
が
散
る
」
　
と
い
う
こ
と
も
、
平
安
ま
で
は
我
々
の
関
心
を

引
く
現
象
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
日
本
の
美
意
識
の
一
つ
の
転



歌集名 假ｹ�慊�月歌数 佇陷ﾈ,ﾉ���

数（首） ��假��｢�める割合 

古今 ������36 �8�C#H�2�

後撲 ��C#b�53 �8�Cs��2�

拾遺 ��3c��58 滴�C#h�2�

後拾 ��#湯�108 嶋�Cs��2�

金菓 都�r�77 ����Cs8�2�

詞花 鼎�R�59 ��H�C#��2�

千載 ��#モ�146 ����C38�2�

新古今 ��都��295 ��H�C���2�

換
点
が
平
安
朝
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
　
「
月
」
　
へ
の
関

心
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
月
」
は
現
代
で

も
　
「
仲
秋
の
名
月
」
　
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
量
り
な
い
空
に
月
が

輝
く
姿
が
好
ん
で
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
我
々

の
関
心
を
引
く
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
研
究
で
は
古
典
に

お
い
て
「
月
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、

そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
美
意
識
の
t
端
を
探
っ
て
ゆ
く
。
▲
な
お
、

本
研
究
で
は
対
象
を
和
歌
に
絞
る
。
そ
し
て
美
意
識
の
変
遷
を
分

析
す
る
た
め
に
八
代
集
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
八
代
集
は
平
安

前
期
か
ら
鎌
倉
初
期
ま
で
の
間
に
編
集
さ
れ
た
勅
撰
和
歌
集
で
あ

り
、
王
朝
和
歌
を
代
表
す
る
歌
集
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
勅
題
和
歌

集
な
ら
ば
そ
の
時
代
の
美
意
識
の
傾
向
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い

る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
単
独
の
　
「
つ
き
」
　
の

み
な
ら
ず
、
関
連
語
嚢
　
（
複
合
語
等
）
　
の
全
て
を
検
討
対
象
と
し

た。二
　
清
月
の
価
値

ま
ず
は
月
が
和
歌
の
素
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た

の
か
、
歌
数
の
変
化
を
見
て
み
る
。
表
は
八
代
集
の
収
録
歌
数
と

月
歌
の
数
、
そ
し
て
歌
集
に
占
め
る
月
歌
の
割
合
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
八
代
集

の
最
初
、
『
古
今
和

歌
集
』
　
で
は
収
録

歌

全

一

一

一

一

首

の
う
ち
月
歌
は
三

六
首
で
あ
っ
た
。

割
合
的
に
は
三
パ

ー
セ
ン
ト
程
度
で

あ
る
。
比
較
対
象

と
し
て
桜
歌
の
歌

数
を
示
す
と
、
「
さ

く
ら
（
桜
）
」
と
そ

の
関
連
語
が
詠
み

込
ま
れ
た
歌
が
一
二
四
首
と
な
っ
て
お
り
、
月
歌
の
三
倍
以
上
の

歌
数
に
の
ぼ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
八
代
集
の
最
後
『
新
古
今
和
歌

集
』
　
で
は
、
収
録
歌
全
一
九
七
八
首
の
う
ち
月
歌
は
二
九
五
首
に

の
ぼ
り
、
割
合
で
み
る
と
お
よ
そ
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に

ま
で
な
る
。
一
方
で
桜
歌
は
一
三
九
首
と
大
き
な
変
化
は
な
い
。

表
か
ら
、
時
代
を
下
る
ご
と
に
月
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
和
歌
に
お
い
て
月
の
姿
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

た
か
で
あ
る
が
、
渡
辺
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。



万
葉
時
代
に
は
、
月
を
［
弓
・
眉
・
舟
・
鏡
・
衣
笠
］
な
ど
、

主
に
そ
の
形
態
に
着
目
し
て
の
比
喩
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
平
安
以
後
の
和
歌
は
そ
の
白
く
清
ら
か
な
光
に
目

を
向
け
る
。

な
ぜ
王
朝
人
は
月
影
を
好
ん
で
和
歌
に
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
月

影
の
色
は
古
典
で
は
白
色
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
白
と
い

う
色
は
古
典
世
界
の
な
か
で
は
最
も
美
し
い
色
と
し
て
人
々
に
愛

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
渡
辺
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
補
足
‥
い
く
つ
か
の
景
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
記
述
し

た
後
）
　
総
じ
て
、
こ
れ
ら
の
比
喩
や
見
立
て
を
通
覧
し
て
知

ら
れ
る
古
典
詩
歌
を
貫
流
す
る
色
彩
感
は
、
黒
と
青
と
い
う
、

暗
く
ぼ
ん
や
り
し
た
色
彩
を
捨
て
て
、
も
っ
と
も
光
り
輝
く

く
っ
き
り
し
た
色
、
白
色
を
こ
そ
最
上
の
も
の
と
し
、
（
以

下
略
）
。
（
2
）

「
雪
月
花
」
　
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
景
物
も
、
そ
の
色
は
す

べ
て
白
で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
白
色
を
も
つ
景
物
、

た
と
え
ば
　
「
雪
・
霜
‥
氷
‥
桜
・
梅
・
卯
の
花
・
白
菊
」
　
な
ど
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
連
想
さ
せ
る
豊
か
な
表
象
カ
の
た
め
に
月
影

が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
月
影
に
対
す
る
好
尚
は
単
な
る
流
行
に
終
わ
る
こ
と
な

く
、
不
変
の
美
的
価
値
観
を
築
き
上
げ
、
人
々
の
中
で
熟
成
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
表
現
の
具
体
的
な
考
察
に
入
る
。

月
の
美
の
代
表
格
と
し
て
　
「
仲
秋
の
名
月
」
な
ど
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
も
月
と
い
え
ば
秋
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
現
代
の
我
々
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
か
ら
こ
の
よ
う
な
傾
向

は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
四
季
の
部
立
て
に

収
め
ら
れ
た
月
の
歌
は
一
l
首
と
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
八

首
は
秋
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
時
代
を
下
っ
て
月
歌

が
増
加
し
て
も
同
じ
こ
と
で
、
歌
数
で
は
他
の
季
節
と
比
較
し
て

群
を
抜
い
た
数
が
詠
ま
れ
、
秋
月
に
対
す
る
格
別
の
愛
着
が
見
受

け
ら
れ
る
。
な
か
で
も
秋
の
景
物
と
し
て
月
と
双
壁
を
な
す
　
「
も

み
じ
」
　
と
の
取
り
合
わ
せ
が
流
行
し
た
。

題

し

ら

ず

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

み

人

し

ら

ず

秋
の
月
山
辺
さ
や
か
に
照
ら
せ
る
は
落
つ
る
も
み
ぢ
の
数
を

見

よ

と

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

古

今

・

秋

下

二

一

八

九

）

〔
秋
の
月
が
山
の
あ
た
り
を
清
ら
か
に
照
ら
し
て
い
る
の
は
、

散
り
落
ち
る
も
み
じ
葉
の
数
を
見
な
さ
い
と
い
う
の
か
〕

こ
の
歌
は
紅
葉
が
散
る
の
を
お
し
む
気
持
ち
で
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
「
秋
の
月
が
山
の
あ
た
り
を
清
ら
か
に
照
ら
し
て
い
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
明
る
さ
を
も
つ
清
ら
か
な
月
影
が
印

象
的
で
あ
る
。
た
だ
、
月
影
と
紅
葉
の
取
り
合
わ
せ
は
徐
々
に
人

気
を
失
い
　
『
新
古
今
和
歌
集
』
秋
部
で
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
代
わ
り
同
じ
植
物
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

が
白
菊
で
あ
る
。



五
〇
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
菊
の
麻
月
と
い
へ
る
心
を

宮
内
卿

霜
を
ま
つ
ま
が
き
の
菊
の
よ
ゐ
の
間
に
を
き
ま
よ
ふ
色
は
山

の

は

の

月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

新

古

今

・

秋

下

・

五

〇

七

）

〔
霜
の
来
る
の
を
待
っ
て
い
る
解
の
白
菊
が
、
宵
の
間
に
、
も

う
霜
が
置
い
た
か
と
見
間
違
う
ば
か
り
見
せ
て
い
る
色
は
山

の
端
に
出
た
月
が
映
る
の
で
あ
る
〕

鍵
に
咲
く
白
菊
に
月
影
が
映
る
の
を
見
て
、
も
う
霜
が
降
り
た
の

か
と
見
間
違
う
ば
か
り
に
月
が
白
く
照
ら
す
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。

白
菊
と
の
取
り
合
わ
せ
で
は
、
月
影
の
色
と
花
の
色
が
と
も
に
白

で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
白
菊
は
月
影
を
受
け
て
l
層
白
く
輝

い
て
い
る
。

こ
れ
ら
　
「
も
み
じ
」
　
と
　
「
白
菊
」
　
の
歌
は
月
の
形
態
よ
り
も
そ

の
光
に
目
を
向
け
て
い
る
と
い
う
具
体
例
で
あ
る
。
月
影
に
注
目

す
る
こ
と
で
そ
れ
が
照
ら
し
出
す
様
々
な
景
物
と
の
取
り
合
わ
せ

が
可
能
に
な
っ
た
。
も
み
じ
と
の
取
り
合
わ
せ
も
そ
の
中
で
生
ま

れ
た
一
つ
の
か
た
ち
で
あ
り
、
月
影
へ
の
注
目
は
月
が
歌
題
と
し

て
の
人
気
を
得
て
ゆ
く
条
件
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
白
菊
と
の
取
り
合
わ
せ
で
は
白
色
の
月
影
が
霜
を
連
想
さ
せ

て
い
る
。
和
歌
に
お
い
て
滑
ら
か
な
秋
の
月
影
を
比
喩
す
る
際
に

頻
繁
に
も
ち
出
さ
れ
た
の
が
　
「
雪
・
氷
・
霜
」
　
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
は
そ
の
白
き
か
ら
月
と
の
取
り
合
わ
せ
と
し
て
相
性
が
良
く
、

清
ら
か
で
冴
え
冴
え
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
り
、
季
節
を
問

わ
ず
月
影
の
比
喩
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
秋
季

題
と
し
て
一
般
的
だ
っ
た
月
に
、
冬
の
月
の
美
し
さ
を
も
た
ら
し

た。

月

を

見

て

詠

め

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

恵

慶

法

師

天
の
原
空
さ
へ
さ
え
や
渡
る
ら
ん
氷
と
見
ゆ
る
冬
の
夜
の
月

（
拾
遺
・
冬
二
一
四
二
）

〔
あ
の
広
い
大
空
ま
で
が
l
　
面
冷
え
切
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
氷
と
見
え
る
冬
の
夜
の
月
だ
よ
〕

こ
れ
は
氷
の
透
き
通
る
よ
う
な
白
さ
や
透
明
感
の
あ
る
輝
き
、
寒

冷
感
を
月
に
託
し
て
い
る
。
当
該
歌
以
外
の
月
と
氷
の
取
り
合
わ

せ
に
お
い
て
も
　
「
清
い
」
、
「
澄
む
」
、
「
冴
え
る
」
　
と
い
っ
た
語
が

多
用
さ
れ
て
お
り
、
清
ら
か
だ
っ
た
秋
月
の
光
は
い
っ
そ
う
先
鋭

化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
雪
の
歌
に
も
特
徴
的
な
傾
向
が
見
受
け
ら

れる。
斎

院

の

屏

風

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

貫

之

夜
な
ら
ば
月
と
ぞ
見
ま
し
我
が
宿
の
庭
白
妙
に
降
れ
る
白
雪

（
拾
遺
・
冬
・
二
四
六
）

〔
夜
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
月
と
で
も
み
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我

が
家
の
庭
に
、
美
白
に
降
り
積
も
っ
た
白
雪
〕

こ
れ
は
雪
を
月
影
に
見
立
て
た
歌
で
あ
る
が
、
や
は
り
白
色
を
強

調
し
て
い
る
。
氷
と
の
取
り
合
わ
せ
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
鋭
さ
は



感
じ
ら
れ
な
い
が
、
庭
l
面
を
白
で
覆
い
尽
く
す
空
無
の
感
や
人

を
寄
せ
付
け
よ
う
と
し
な
い
自
然
の
美
し
き
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
冬
の
月
は
氷
や
雪
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
受
け
、
厳
し
さ

す
ら
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
青
白
く
冷
た
い
光
を
放
っ
て
い
た
。
月

影
は
明
る
け
れ
ば
明
る
い
ほ
ど
長
い
と
さ
れ
た
こ
と
は
秋
の
月
を

詠
じ
た
歌
か
ら
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
冬
の
月
は
そ
れ
に
加
え
て

冷
徹
さ
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
冬
の
寒
さ
が
そ

う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
月
影
も
ま
た
寒
冷
感
を
も
っ
て
冬
の

寒
さ
を
い
っ
そ
う
引
き
た
て
た
の
だ
ろ
う
。
四
季
の
移
ろ
い
に
対

す
る
歌
人
た
ち
の
先
鋭
化
し
た
感
覚
が
、
月
影
に
様
々
な
美
的
価

値
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
よ
う
に
冬
の
月
は
時
代
に
左
右
さ
れ
ず
、
冷
た
く
澄
ん
だ

光
を
地
上
に
降
り
注
い
で
い
た
の
だ
が
、
『
千
載
和
歌
集
』
で
は
次

の
よ
う
な
歌
が
登
場
す
る
。

題

不

知

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

仁

和

寺

復

路

親

王

覚

性

た
と
へ
て
も
い
は
む
か
た
な
し
月
か
げ
は
薄
雲
か
け
て
ふ
れ

る

し

ら

雪

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

千

載

・

冬

一

四

五

〇

）

〔
な
に
も
の
に
た
と
え
て
も
言
い
よ
う
が
な
い
こ
と
だ
、
月
に

薄
雲
が
か
か
っ
て
白
雪
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
こ
の
風
情
は
〕

月
影
と
雪
の
取
り
合
わ
せ
で
両
者
の
美
し
さ
を
称
え
て
い
る
点
は

そ
れ
ま
で
の
歌
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
が
、
月
影
の
様
子
が
以
前

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
そ
れ
ま
で
遮
る
も
の
な
く
輝
く
光
を
詠

じ
ら
れ
て
き
た
月
影
は
「
薄
雲
か
け
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
転
、

鹿
月
の
姿
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
風
景
を
　
「
た
と

へ
て
も
い
は
む
か
た
な
し
」
　
と
詠
む
。
こ
れ
ま
で
の
美
的
感
覚
か

ら
は
明
ら
か
に
逸
脱
す
る
価
値
観
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
傾
向
は
、
お
お
よ
そ
『
千
載
和
歌
集
』
　
以
降
、
顕
著
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
春
部
に
お
い
て
確
立
を
迎
え

る
こ
と
と
な
っ
た
。

三
　
移
ろ
う
美
　
－
　
「
腰
月
」
　
の
誕
生
－

平
安
時
代
に
入
り
、
月
影
に
注
目
し
た
王
朝
の
人
々
は
、
『
古
今

和
歌
集
』
以
降
、
白
く
清
ら
か
な
光
に
好
尚
を
寄
せ
て
き
た
。
絶

対
的
か
と
思
わ
れ
た
そ
の
月
の
美
も
時
代
を
下
る
ご
と
に
変
化
を

見
せ
始
め
た
。
こ
こ
で
は
特
に
顕
著
な
変
化
を
見
せ
た
春
部
の
月

影
を
み
て
み
る
。

四
季
の
部
立
て
の
中
で
は
、
春
の
月
の
歌
が
最
も
少
な
い
。
そ

の
な
か
で
月
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
と
き
は
、
ほ
と
ん
ど
が
　
「
梅
」

ま
た
は
「
桜
」
と
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
『
古
今
和
歌
集
』
か

ら
『
新
古
今
和
歌
集
』
ま
で
春
の
部
立
て
に
収
録
さ
れ
た
月
の
歌

は
全
二
二
首
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
l
 
O
首
が
梅
、
八
首
が
桜
と

の
取
り
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
（
3
）
。
古
典
世
界
で
　
「
花
」
　
と
い

え
ば
桜
を
さ
す
が
、
桜
と
月
が
と
も
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た



の
は
『
金
葉
和
歌
集
』
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
、
月
と
の
共
演
で
は

梅
の
方
が
早
く
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

月
夜
に
、
梅
花
を
折
り
て
と
、
人
の
言
ひ
け
れ
ば
、
折
る
と

て

、

よ

め

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

窮

恒

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
花
香
を
た
づ
ね
て
ぞ
し
る
べ

か

り

け

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

古

今

・

春

上

・

四

〇

）

〔
月
夜
に
は
、
白
い
光
に
ま
ざ
れ
て
梅
の
花
の
見
分
け
が
つ
か

な
い
、
梅
の
花
は
。
そ
の
美
し
い
香
り
を
さ
が
し
訪
ね
て
こ
そ
、

そ
の
あ
り
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
〕

題

不

知

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

み

人

も

我
が
や
ど
の
梅
の
初
花
昼
は
雪
夜
は
月
と
も
見
え
ま
が
ふ
哉

（
後
撲
・
春
上
二
二
ハ
）

〔
私
の
家
の
庭
に
今
年
は
じ
め
て
咲
い
た
梅
の
花
は
、
そ
の
白

さ
に
よ
っ
て
、
昼
は
雪
、
夜
は
月
に
見
紛
う
ほ
ど
で
あ
る
よ
〕

掘
川
院
御
時
、
貫
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
梅
ノ
花
ノ
う

た

と

て

よ

め

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

前

中

納

言

匡

房

に
ほ
ひ
も
て
分
か
ば
ぞ
分
か
む
梅
の
は
な
そ
れ
と
も
見
え
ず

春

の

夜

の

月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

千

載

・

春

上

・

二

〇

）

〔
匂
い
に
よ
っ
て
区
別
す
る
な
ら
ば
区
別
で
き
る
だ
ろ
う
。
梅

の
花
は
春
の
夜
の
月
の
光
で
は
っ
き
り
そ
れ
と
見
分
け
が
つ

か
な
い
け
れ
ど
〕

題
不
知

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

春
の
夜
は
軒
端
の
梅
を
も
る
月
の
ひ
か
り
も
か
ほ
る
心
ち
こ

そ

す

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

千

載

・

春

上

二

一

四

）

〔
春
の
夜
は
、
軒
端
に
咲
く
梅
の
花
を
も
れ
て
射
す
月
の
光
も
、

と
も
に
薫
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
こ
と
だ
〕

守
覚
法
規
王
家
五
十
首
歌
に
　
　
　
　
藤
原
定
家
朝
臣

お
ほ
ぞ
ら
は
う
め
の
に
ほ
ひ
に
霞
つ
ゝ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春

の

夜

の

月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

新

古

今

・

春

上

・

四

〇

）

〔
大
空
は
梅
の
旬
の
た
め
に
霞
ん
で
い
て
、
ま
こ
と
に
　
「
量
り

も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
」
　
鷹
月
で
、
こ
れ
に
優
る
眺
め
は
な
い
こ

とだ〕

月
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
梅
は
全
て
白
梅
で
あ
る
。
白
梅
は
月
影
の

白
色
と
も
相
性
が
良
く
、
夜
の
闇
の
中
で
は
そ
の
強
烈
な
香
り
が

人
々
を
魅
了
し
た
。
後
撰
集
歌
以
外
の
歌
は
全
て
、
梅
花
の
も
つ

香
り
に
注
目
し
て
い
る
。
視
覚
だ
け
で
は
な
く
、
喚
覚
に
お
い
て

も
王
朝
の
人
々
の
美
意
識
を
刺
激
し
て
い
た
よ
う
だ
。
な
か
で
も

古
今
集
歌
と
千
載
集
の
匡
房
歌
で
は
、
暗
闇
の
中
で
月
影
に
照
ら

さ
れ
た
白
梅
は
、
そ
の
白
い
光
に
ま
ざ
れ
て
姿
を
見
せ
な
い
が
、

香
り
で
そ
の
所
在
を
つ
き
と
め
ら
れ
よ
う
と
い
う
趣
向
で
詠
ま
れ

て
お
り
、
白
梅
の
姿
は
お
ぼ
ろ
げ
に
隠
さ
れ
、
そ
の
香
り
だ
け
が

漂
っ
て
く
る
、
夢
幻
的
な
印
象
を
与
え
る
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
千

載
集
の
俊
成
歌
で
は
、
直
接
的
に
月
影
を
見
る
の
で
は
な
く
、
自

分
と
月
の
間
に
遮
蔽
物
を
置
い
て
見
る
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
新



古
今
集
歌
で
は
遮
蔵
物
が
　
「
う
め
の
に
ほ
ひ
」
　
と
な
っ
て
い
る
。

梅
の
香
り
が
霞
に
な
っ
て
月
影
を
散
乱
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
澄
ん
だ
白
色
で
は
な
く
、
「
お
ほ
ぞ
ら
」
を
ぼ
ん
や
り

と
照
ら
す
淡
い
白
色
に
つ
つ
ま
れ
た
光
景
が
表
現
さ
れ
、
ま
さ
に

幻
憩
の
美
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

次
に
桜
花
と
の
取
り
合
わ
せ
を
検
討
す
る
。

月
前
見
花
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る
　
　
　
大
蔵
卿
匡
房

月
か
げ
に
花
見
る
よ
は
の
う
き
雲
は
風
の
つ
ら
さ
に
お
と
ら

ざ

り

け

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

金

菓

・

春

・

五

六

）

〔
月
影
の
も
と
で
花
を
見
る
時
の
夜
更
け
の
浮
雲
の
つ
ら
さ

は
、
花
を
散
ら
す
風
の
心
な
さ
に
劣
ら
な
い
こ
と
よ
〕

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
よ
め
る
　
待
賢
門
院
堀
川

白
雲
と
み
ね
の
さ
く
ら
は
見
ゆ
れ
ど
も
月
の
ひ
か
り
は
へ
だ

て

ざ

り

け

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

千

載

・

春

上

・

七

二

）

〔
峰
の
桜
は
白
雲
と
見
ま
が
う
け
れ
ど
、
そ
の
花
の
雲
は
、
月

の
光
を
遮
ら
な
い
よ
〕

上
西
門
院
の
兵
衛

花
の
色
に
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
春
夜
ぞ
木
の
ま
の
月
は
み
る
べ

か

り

け

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

千

載

・

春

上

－

七

三

）

〔
美
し
い
花
の
色
に
月
が
光
を
照
り
そ
え
る
春
の
夜
は
、
そ
の

ほ
の
か
に
白
い
花
の
木
の
間
か
ら
月
は
眺
め
る
べ
き
も
の
で

あ
る
よ
〕

金
葉
集
歌
は
月
影
で
花
見
を
す
る
と
い
う
題
自
体
に
は
新
し
さ
が

あ
る
の
だ
が
、
明
る
い
月
影
を
望
む
さ
ま
を
詠
ん
で
お
り
、
清
月

に
対
す
る
好
尚
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
千
載
集
兵
衛
歌

で
は
桜
花
の
白
色
に
月
影
の
白
色
が
照
り
添
え
る
様
子
が
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。
梅
花
の
よ
う
に
見
分
け
が
つ
か
な
い
と
ま
で
は
詠

ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
同
じ
よ
う
に
月
影
の
色
に
ま
ざ
れ
て
、

詠
者
の
目
に
は
ぼ
ん
や
り
と
し
た
姿
を
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
木
の
間
か
ら
月
の
光
を
鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、

騰
月
の
美
し
さ
を
意
識
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
り
、
鹿
月
の
美
は
『
新
古
今
和
歌
集
』

の
春
部
に
お
い
て
そ
の
確
立
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

祐
子
内
親
王
藤
壷
に
住
み
侍
り
け
る
に
女
房
・
上
人
な
ど
、

さ
る
べ
き
か
ぎ
り
物
語
し
て
、
春
秋
の
あ
は
れ
、
い
づ
れ
に

か
心
ひ
く
な
ど
、
あ
ら
そ
ひ
侍
り
け
る
に
、
人
く
お
ほ
く
秋

に

心

を

よ

せ

侍

け

れ

ば

　

　

　

　

　

　

　

菅

原

孝

標

娘

あ
さ
み
ど
り
花
も
ひ
と
つ
に
霞
つ
～
お
ぼ
ろ
に
見
ゆ
る
春
の

夜

の

月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

新

古

今

・

春

上

・

五

六

）

〓
明
黄
色
に
花
も
霞
も
一
つ
に
溶
け
合
っ
て
、
そ
の
た
め
お
ぼ

ろ
げ
に
見
え
る
春
の
夜
の
月
よ
〕

こ
の
歌
で
は
直
接
的
に
　
「
お
ぼ
ろ
」
　
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
、

花
、
霞
、
月
が
全
て
溶
け
合
い
、
そ
の
境
界
線
が
揺
ら
ぐ
幽
玄
の

美
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
魔
月
の
完
成
を
迎
え
た
と
い
っ
て



も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
八
代
集
に
お
い
て
　
「
お
ぼ
ろ
づ
き

よ
　
（
鹿
月
夜
）
」
が
詠
ま
れ
た
歌
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
春
部
に
収

録
さ
れ
た
次
の
三
首
の
み
で
あ
る
。

文
集
嘉
陵
春
夜
詩
、
不
明
不
暗
鹿
～
月
と
い
へ
る
こ
と
を
、

よ

み

侍

り

け

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

大

江

千

里

て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
お
ぼ
ろ
月
夜
に
し

く
物
ぞ
な
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
春
上
・
五
五
）

〔
強
く
輝
く
の
で
も
な
く
、
ま
た
す
っ
か
り
陰
る
の
で
も
な
い

春
の
夜
の
お
ぼ
ろ
月
に
肩
を
並
べ
る
景
色
は
な
い
こ
と
だ
〕

百

首

歌

た

て

ま

つ

り

し

暗

　

　

　

　

　

　

　

　

　

涙

具

親

難
波
潟
か
す
ま
ぬ
漁
も
霞
け
り
う
つ
る
も
く
も
る
お
ぼ
ろ
月

夜

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

新

古

今

・

春

上

－

五

七

）

〔
難
波
潟
で
は
霞
む
は
ず
の
な
い
浪
も
霞
ん
で
い
る
こ
と
だ
。

波
に
映
る
の
も
映
る
は
ず
の
な
い
曇
っ
た
鹿
月
な
の
で
〕

摂
政
太
政
大
臣
豪
富
首
歌
合
に
　
　
　
　
　
寂
連
法
師

い
ま
は
と
て
た
の
む
の
雁
も
う
ち
わ
び
ぬ
お
ぼ
ろ
月
夜
の
あ

け
ぼ
の
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
春
上
・
五
八
）

〔
も
う
発
つ
時
分
と
い
う
の
で
田
の
面
に
い
る
雁
も
さ
す
が

に
つ
ら
く
て
鳴
い
て
い
る
。
鹿
月
が
有
明
と
な
っ
て
残
る
曙
の

空よ〕

一
首
目
で
は
魔
月
の
美
し
さ
に
並
ぶ
も
の
は
な
い
と
詠
い
、
三
首

目
で
は
そ
の
美
し
さ
の
あ
ま
り
、
今
い
る
田
を
発
っ
て
景
色
が
見

ら
れ
な
く
な
る
の
が
辛
く
て
、
雁
も
あ
あ
し
て
鳴
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
と
詠
む
。
二
昔
日
で
は
鹿
月
の
光
が
、
霞
む
は
ず
の
な
い
浪

ま
で
も
霞
ま
せ
る
か
の
よ
う
に
照
ら
し
、
風
景
を
あ
ま
ね
く
霞
み

に
か
け
る
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
鹿
月
の
美
し
さ
は
歌
の

世
界
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
魔
」

と
い
う
美
の
概
念
は
突
然
的
に
生
ま
れ
出
た
も
の
で
は
な
い
。
臆

月
の
美
し
き
は
幽
玄
の
美
で
あ
る
と
先
述
し
た
が
、
そ
れ
は
『
新

古
今
和
歌
集
』
春
部
に
至
る
前
に
、
す
で
に
人
々
の
中
に
存
在
し

た
感
覚
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
月
影
の
白
色
を
、
白
菊
、
梅
、
桜

な
ど
の
白
色
と
重
ね
て
詠
じ
た
こ
と
や
、
氷
や
雪
の
寒
々
と
し
た

イ
メ
ー
ジ
は
言
外
の
趣
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た

「
幽
玄
」
　
の
意
識
が
、
月
影
の
鑑
賞
法
に
微
妙
な
変
化
を
も
た
ら

し
、
そ
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
最
終
的
に
は
人
々
が
自
ら
に
そ
の

よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
た
原
因
で
あ
る
幽
玄
の
美
に
た
ど

り
着
い
た
の
だ
と
考
え
る
三
瀧
」
と
い
う
意
識
の
確
立
と
と
も
に
、

自
ら
が
美
し
い
と
感
じ
て
い
た
も
の
の
正
体
の
一
つ
が
そ
れ
で
あ

る
と
気
付
い
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

で
は
な
ぜ
日
本
人
、
少
な
く
と
も
王
朝
時
代
の
人
々
は
こ
の
よ

う
な
美
意
識
を
も
つ
に
至
っ
た
の
か
。
高
階
秀
爾
氏
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

散
り
落
ち
る
花
片
に
も
美
の
世
界
を
見
出
す
と
い
う
の
は
、



季
節
の
移
り
変
わ
り
に
養
わ
れ
た
日
本
人
独
特
の
感
性
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
　
日
本
人
は
、
い
わ
ば
不
完
全

な
も
の
の
美
を
も
見
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
時
の
流
れ
に

し
た
が
っ
て
絶
え
ず
変
化
す
る
自
然
と
深
く
親
し
み
、
と
も

に
生
活
し
て
き
た
日
本
人
は
、
四
季
の
変
化
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
こ
の
よ
う
に
多
様
な
、
豊
か
な
美
の
世
界
を
育
て
上

げ
て
来
た
の
で
あ
る
。
（
4
）

四
季
が
あ
る
日
本
で
、
そ
の
自
然
に
親
し
ん
で
育
ま
れ
て
き
た
美

意
識
は
、
移
ろ
い
の
美
と
い
う
感
性
を
得
た
。
美
と
は
確
固
と
し

た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
形
を
変
え
る
も
の
だ
と

い
う
意
識
で
あ
る
。
月
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
と
い
え
ば
、
月
が
満
ち
欠
け
を
く
り
返
す
こ
と
や
、
鑑
賞
の

方
法
、
時
期
や
時
間
に
よ
っ
て
様
々
に
姿
を
変
え
る
と
い
う
理
由

が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
識
の
な
か
、
魔
月
の
幽
玄

さ
が
、
事
物
の
不
完
全
さ
、
移
ろ
い
と
い
う
も
の
を
意
識
さ
せ
る

到
達
点
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
鎌
倉
末
期
、
兼
好
法

師
は
『
徒
然
草
』
　
で
　
「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み

見
る
も
の
か
は
」
　
と
綴
り
、
た
と
え
実
際
に
日
に
は
せ
ず
と
も
月

を
憩
う
こ
と
に
趣
が
あ
る
と
し
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
美
と
は
時

の
流
れ
と
と
も
に
形
を
変
化
す
る
も
の
で
、
対
象
へ
の
想
い
が
美

の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

四
　
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
八
代
集
全
体
に
お
け
る
美
意
識
の
変
遷
を
追
っ
て

き
た
が
、
分
析
を
進
め
る
な
か
で
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
あ
る
傾

向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ま
で
の
歌
集
に
比
べ
叙
情
的

な
歌
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
和
歌
は
、
雨

を
詠
ん
だ
場
合
そ
れ
が
心
の
涙
を
喩
え
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、

明
確
に
は
叙
景
か
叙
情
で
あ
る
の
か
を
判
じ
難
い
。
し
か
し
新
古

今
集
歌
で
は
、
光
景
へ
の
感
動
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
内
面
へ
の

注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

原
因
の
一
つ
と
し
て
題
詠
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
和

歌
の
大
部
分
は
題
詠
歌
で
あ
る
。
久
保
田
淳
氏
は
、

王
朝
時
代
に
題
詠
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、
屏
風
歌
や

歌
合
・
歌
会
の
流
行
、
や
や
遅
れ
て
百
首
歌
の
創
始
と
そ
の

隆
盛
な
ど
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
こ
の

よ
う
に
題
詠
歌
の
詠
ま
れ
る
こ
と
が
次
第
に
多
く
な
っ
て
い

っ
た
が
、
し
か
し
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
な
お
日
常
の
現

実
世
界
に
お
け
る
会
話
に
も
近
い
贈
答
歌
も
、
和
歌
全
体
の

中
で
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
た
。
と
く
に
、
初
期
の
歌

合
や
歌
会
は
男
性
歌
人
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
、
女
性
歌
人
が

題
詠
歌
を
詠
む
機
会
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
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い
。
し
か
し
な
が
ら
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
贈
答
歌
は
減
じ

て
、
そ
れ
に
逆
比
例
し
て
、
観
念
的
な
題
詠
歌
が
増
大
し
て

く
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
摂
関
家
の
衰
微
に
伴
っ
て
、
後

宮
な
ど
贈
答
歌
を
生
む
基
盤
そ
の
も
の
が
弱
体
化
し
た
こ
と

に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
官
首
歌
や
歌
合
・
歌
会

が
い
よ
い
よ
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
あ
る

が
、
ま
た
、
男
女
等
し
な
み
に
専
門
歌
人
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

人
々
が
生
ま
れ
　
（
実
際
に
は
女
性
の
数
は
少
な
い
が
）
　
男
性

歌
人
、
女
性
歌
人
と
い
う
区
別
が
さ
ほ
ど
顕
著
で
な
く
な
っ

た
こ
と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
王
朝
和
歌
か
ら

中
世
和
歌
へ
と
い
う
推
移
の
過
程
に
お
い
て
、
日
常
的
現
実

的
な
歌
が
減
少
し
て
非
日
常
的
観
念
的
な
和
歌
が
増
大
し
て

く
る
と
い
う
傾
向
は
顕
著
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
5
）

と
指
摘
す
る
。
こ
の
題
詠
と
い
う
作
歌
故
に
よ
り
歌
人
達
は
現
実

の
景
を
離
れ
、
観
念
の
世
界
へ
と
踏
み
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
歌

の
基
と
な
る
光
景
が
自
ら
の
内
に
作
り
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

自
ら
の
心
情
へ
の
注
目
が
高
ま
る
こ
と
も
必
然
と
い
え
よ
う
か
。

そ
し
て
ま
た
、
題
詠
に
よ
り
月
と
の
取
り
合
わ
せ
、
見
立
て
の
柔

軟
な
発
想
、
表
現
が
可
能
と
な
り
月
歌
の
多
様
化
と
い
う
結
果
に

結
び
付
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
大
岡
氏
は
新
古
今
集

歌
の
特
徴
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
至
る
と
、
花
と
か
月
と
か
い
う
日
本

の
思
想
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
が
、
そ
れ
以
前
の

平
安
朝
な
ど
と
は
は
な
は
だ
し
く
異
な
り
、
精
神
の
世
界
の

出
来
事
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
（
6
）

前
節
で
取
り
上
げ
た
腱
月
も
そ
う
し
た
観
念
の
世
界
へ
の
傾
倒
が

生
み
出
し
た
美
意
識
で
は
な
か
っ
た
か
。
現
実
に
は
十
分
に
按
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
対
象
を
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
識
、
つ
ま
り
　
「
幽
玄
の
美
」
　
で
あ
る
。
実

際
に
目
の
前
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
不
完
全
な
観
念
の
世
界
に

生
き
る
面
白
さ
、
幽
玄
を
こ
の
時
代
の
人
々
は
愛
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
一
二
〇
一
年
（
ヱ
は
い
わ
ゆ

る
平
安
時
代
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
が
政
治
の
実
権
を
掌
握
す
る

時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
立
ま
で
に
は
保
元
、
平
治
、
治
承
、
寿

永
と
内
乱
が
続
き
、
朝
廷
も
衰
退
し
て
ゆ
く
な
か
、
王
朝
貴
族
た

ち
に
と
つ
て
は
決
し
て
幸
せ
と
は
言
い
難
い
社
会
情
勢
が
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
背
景
を
受
け
て
王
朝
の
人
々
が
現
実
の
世
界
を
離
れ
、

観
念
の
世
界
へ
傾
倒
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
『
新
古
今
和
歌
集
』

の
そ
う
し
た
歌
の
数
々
は
、
彼
ら
の
屈
折
し
た
社
会
の
認
識
を
示

す
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

夜
空
に
浮
か
ぶ
月
は
地
上
だ
け
で
は
な
く
、
王
朝
人
の
心
の
中

を
も
照
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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岡
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竹
昭
広
・
久
保
田
淳
　
校
注

『
方
丈
記
　
徒
然
草
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
岩
波
書
店
二
九
八
九
）

高
階
秀
爾
　
『
増
補
　
日
本
美
術
を
見
る
眼
1
東
と
西
の
出
会
い
』

（
岩
波
書
店
二
一
〇
〇
九
）

田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
　
校
注
　
『
新
古
今
和
歌
集
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

（
岩
波
書
店
二
　
九
九
二
）

ひ
め
ま
つ
の
会
『
八
代
集
総
索
引
』
　
（
大
学
堂
書
店
・
一
九
八
六
）

平
田
書
信
・
身
崎
蓄
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
・
一
九
九
四
）

宮
坂
静
生
　
『
季
語
の
誕
生
』
　
（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
九
）

目
崎
徳
衛
『
王
朝
の
み
や
び
』
　
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七
八
）

渡
部
潤
一
『
最
新
・
月
の
科
学
　
残
さ
れ
た
謎
を
解
く
』

（
日
本
放
送
出
版
協
会
二
一
〇
〇
八
）

渡
辺
秀
夫
『
詩
歌
の
森
～
日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
～
』

（
大
修
館
書
店
二
九
九
五
）

（
つ
か
は
ら
　
け
ん
た
ろ
う
　
羽
島
市
役
所
）


