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は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
平
安
文
学
に
は
、
書
道
に
つ
い
て
の
多
く
の
記

述
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
書
道
に
造
詣
が
深
か
っ
た
紫
式
部
の
書
道
観
で
あ
り
、

こ
の
時
代
の
書
風
や
様
子
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
作
り
物
語
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
で
の
か
な
書
道
の
扱
わ
れ
方
は
、

実
際
に
こ
の
物
語
が
書
か
れ
た
平
安
時
代
の
か
な
書
道
と
、
ど
う
い
っ
た
違
い
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
「
か
な
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
文
字
な
の
か
を
書
道
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
。

平
安
文
学
に
お
け
る
か
な
書
道

―
『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
道
観
と
時
代
性
―

南　

條　

佳　

代

〔
抄　

録
〕

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
書
道
に
関
す
る
多
く
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
梅
枝
の
巻
で
、
こ
の
時
代
の
か
な
書
道
批
評
が
、
光
源
氏
の
言
葉
を

通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
書
道
に
造
詣
が
深
い
紫
式
部
な
ら
で
は
の

書
道
観
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
書
風
や
様
子
を
著
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
で
の
か
な
書
道
の
扱
わ
れ
方

は
、
実
際
に
こ
の
物
語
が
書
か
れ
た
平
安
時
代
の
か
な
書
道
と
、
ど
う
い
っ
た

違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
書
道
史
と
比
較
し
な
が
ら
、
検
証
し
て
い
き
た
い
。

「
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
昔
に
は
劣
り
ざ
ま
に
、
浅
く
な
り
ゆ
く
世
の
末
な
れ
ど
、

仮
名
の
み
な
む
、
今
の
世
は
い
と
際
な
く
な
り
た
る
。」（
梅
枝
）

こ
れ
は
、
光
源
氏
の
言
葉
を
通
し
て
の
紫
式
部
の
書
道
観
で
あ
る
が
、
実
際

の
か
な
書
道
は
、
ま
だ
こ
の
時
に
は
絶
頂
期
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
本
稿

は
、
こ
の
時
代
の
書
道
の
捉
え
方
、
ま
た
か
な
の
扱
わ
れ
方
、
書
道
史
上
に
お

け
る
『
源
氏
物
語
』
の
位
置
を
考
察
し
、
明
確
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

源
氏
物
語
、
書
道
、
か
な
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二
五
二

二　

か
な
の
成
立

日
本
で
は
、
中
国
か
ら
流
入
し
た
漢
字
を
く
ず
し
て
平
仮
名
、
ま
た
漢
字
を
簡
略

化
し
て
仮
名
を
作
り
だ
し
た
。
仮
名
は
、
も
と
は
、「
か
ん
な
」
と
い
い
、「
か
り
な
」

が
転
じ
た
も
の
。「
な
」
は
文
字
の
意
味
。
漢
字
を
正
式
な
文
字
「
ま
な
」（
真
名
）

と
し
た
の
に
対
し
、
漢
字
を
仮
り
て
作
っ
た
文
字
と
い
う
意
味
。
日
本
語
の
表
記
の

た
め
に
、
漢
字
の
音
を
利
用
し
て
仮
名
と
し
た
。
そ
の
仮
名
の
種
類
に
は
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

万
葉
仮
名
（
真
仮
名
・
変
体
仮
名
）

日
本
語
表
記
の
た
め
に
一
字
一
音
で
表
記
し
た
も
の
を
い
う
。
し
か
し
、
種
類

も
多
く
同
一
音
に
対
し
て
、
幾
通
り
も
の
使
用
字
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

行
書
・
草
書
交
じ
り
の
漢
字
を
羅
列
し
た
奈
良
時
代
（
七
六
〇
年
代
）
の
『
万

葉
仮
名
文
書
』
が
平
仮
名
の
原
型
と
い
わ
れ
る
。
奈
良
時
代
に
発
生
し
、
平
安

期
ま
で
お
よ
そ
百
年
ほ
ど
の
間
、
社
会
的
に
広
く
用
い
ら
れ
た
。

草
仮
名万

葉
仮
名
を
略
体
化
し
た
草
書
体
の
も
の
。

平
仮
名
（
女
手
）

草
仮
名
を
さ
ら
に
簡
略
化
し
、
漢
字
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
変
化
し
た
。
現
代
の

ひ
ら
が
な
よ
り
字
母
は
多
い
。

片
仮
名万

葉
仮
名
の
偏
や
旁
の
一
部
を
と
っ
た
も
の
で
、
漢
文
訓
読
の
補
助
機
能
を
持

つ
。
平
仮
名
と
同
時
期
に
発
達
す
る
。

葦
手

水
辺
に
葦
の
茂
り
や
、
文
字
の
形
を
し
た
石
な
ど
隠
し
字
を
書
き
加
え
て
、
和

歌
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
で
、
一
種
の
文
字
遊
び（

１
）。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
漢
字
を
簡
略
化
し
て
仮
名
が
成
立
し
、
か
な
の
過
渡
期
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

か
な
の
発
展

平
安
時
代
中
期
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
和
歌
を
は
じ
め
宮

廷
文
化
が
発
達
し
、
そ
れ
に
伴
い
か
な
も
美
し
さ
を
発
揮
し
た
。
平
仮
名
が
書
簡
文

や
覚
書
に
用
い
ら
れ
、
主
に
女
性
が
記
し
た
り
、
女
性
に
宛
て
た
の
が
、
女
手
と
い

わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
ま
た
、
勅
撰
の
『
古
今
和
歌
集
』
が
平
仮
名
で
認
め
ら

れ
た
歌
集
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』『
竹
取
物
語
』『
土
佐
日
記
』
な
ど
平
仮
名
で
書

か
れ
た
文
学
が
多
く
著
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
平
仮
名
が
実
用
的
な
文
書
の
記
録
と
し

て
発
達
す
る
と
共
に
、
文
芸
作
品
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
美
的
鑑
賞
の
対
象

と
も
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
貴
族
階
級
に
お
け
る
子
女
の
教
育
の
中
で
、
流
麗
な
書
風
の
平
仮
名
が

賞
美
さ
れ
、
贅
を
尽
く
し
た
色
紙
や
料
紙
に
記
さ
れ
た
和
歌
や
、
絵
巻
物
が
賞
翫
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
の
終
わ
り
に
書
か
れ
た

『
高
野
切
』『
西
本
願
寺
三
十
六
人
集
』『
元
永
本
古
今
集
』『
源
氏
物
語
絵
巻
』
な
ど

が
、
仮
名
の
絢
爛
た
る
精
華
の
遺
品
で
あ
る
。

四　

か
な
の
流
れ

漢
字
を
簡
略
化
し
た
万
葉
仮
名
、
草
仮
名
の
男
性
的
な
か
な
か
ら
、
さ
ら
に
簡
略
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化
し
た
女
手
と
い
わ
れ
る
や
わ
ら
か
な
平
仮
名
が
で
き
、
偏
や
旁
の
一
部
を
あ
ら
わ

し
た
片
仮
名
も
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
語
を
表
記
す
る
上
で
、
今
ま
で
の
漢
字

だ
け
で
は
難
し
く
、
よ
り
私
的
な
書
簡
・
日
記
・
物
語
と
い
っ
た
も
の
に
多
く
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
時
期
も
平
安
時
代
と
い
う
、
最
も
煌
び
や
か
な
藤
原

文
化
の
中
で
、
和
歌
・
文
学
、
そ
れ
を
記
す
書
道
ま
で
も
が
、
女
子
の
教
養
と
し
て

学
ば
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
手
習
の
手
本
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
古

筆
作
品
や
そ
の
料
紙
ま
で
も
が
、
豪
華
絢
爛
な
美
的
鑑
賞
の
遺
品
と
な
っ
て
今
日
に

伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
な
文
字
と
し
て
は
、
漢
字
の
楷
書
か
ら
草
書
体
、
字
母
の
多
い
変
体
仮
名
、
さ

ら
に
平
仮
名
へ
と
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
書
風
は
、
連
綿
の
少
な
い
漢
字

ら
し
い
男
性
的
な
力
強
さ
か
ら
、
連
綿
の
多
い
端
正
な
形
で
、
線
の
強
さ
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
、
さ
ら
に
は
、
字
形
の
変
化
を
求
め
た
流
動
的
な
散
ら
し
書
き
へ
と
移
行

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
平
安
期
の
書
風
を
受
け
な
が
ら
も
独
自

の
個
性
を
生
か
し
た
も
の
に
、
鎌
倉
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
か
な
は
文
字
と
し
て
、
漢
字
を
簡
略
化
し
て
成
立
し
た
。
は
じ
め

は
、
日
本
語
の
一
字
一
音
の
表
記
の
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
利
便
性
と
速
く
書
く
た

め
に
も
重
宝
し
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
女
性
が
記
し
た
書
簡
文
に
も
用
い
ら
れ
、
か
な

は
女
手
と
呼
ば
れ
、
和
歌
や
物
語
、
日
記
な
ど
に
も
平
仮
名
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
様
子
が
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
も
書
か
れ
て

お
り
、
史
実
と
し
て
の
か
な
の
発
展
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

五　

源
氏
物
語
に
見
ら
れ
る
書
道
観

こ
れ
ら
の
か
な
の
流
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
道
観

と
思
わ
れ
る
記
述
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

Ⓐ 

「
よ
ろ
づ
の
事
、
昔
に
は
劣
り
ざ
ま
に
、
浅
く
な
り
ゆ
く
世
の
末
な
れ
ど
、
仮

名
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と
際
な
く
な
り
た
る
。
古
き
跡
は
、
定
ま
れ
る
や
う

に
は
あ
れ
ど
、
ひ
ろ
き
心
ゆ
た
か
な
ら
ず
、
一
筋
に
通
ひ
て
な
ん
あ
り
け
る
。

妙
に
を
か
し
き
こ
と
は
、
外
よ
り
て
こ
そ
書
き
出
づ
る
人
々
あ
り
け
れ
ど
、」

（
梅
枝
）　
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集（
２
）』
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。）

　

 　

何
事
も
す
べ
て
、
昔
に
比
べ
る
と
劣
り
ぎ
み
で
、
浅
薄
に
な
っ
て
い
く
末
世

だ
け
れ
ど
、
仮
名
の
書
だ
け
は
当
今
じ
つ
に
際
限
も
な
く
見
事
な
も
の
に
な
っ

て
き
た
も
の
で
す
。
昔
の
人
の
筆
跡
は
、
き
ま
っ
た
書
法
に
か
な
っ
て
は
い
る

よ
う
だ
け
れ
ど
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
が
十
分
に
出
て
い
な
い
で
、
ど
れ

も
一
つ
の
型
に
は
ま
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
み
ご
と
で
風
情
が
あ
る
と
い
う
点

は
、
後
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
書
き
あ
ら
わ
す
人
々
が
出
て
き
た
も
の
で

す
け
れ
ど
、

Ⓑ 

手
を
書
き
た
る
に
も
、
深
き
こ
と
は
な
く
て
、
こ
こ
か
し
こ
の
、
点
長
に
走
り

書
き
、
そ
こ
は
か
と
な
く
気
色
ば
め
る
は
、
見
る
に
か
ど
か
ど
し
く
気
色
だ
ち

た
れ
ど
、
な
ほ
ま
こ
と
の
筋
を
こ
ま
や
か
に
書
き
得
た
る
は
、
う
は
べ
の
筆
消

え
て
見
ゆ
れ
ど
、
い
ま
ひ
と
た
び
と
り
並
べ
て
見
れ
ば
、
な
ほ
実
に
な
ん
よ
り

あ
り
け
る
。（
帚
木
）

　

 　

文
字
を
書
く
場
合
に
も
、
深
い
素
養
は
な
く
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
点
を
長

く
引
い
て
走
り
書
き
を
し
、
な
ん
と
な
く
気
取
っ
て
い
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
見
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二
五
四

ま
す
と
才
気
ば
し
っ
て
気
が
き
い
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
ほ
ん
と
う
の
筆
法
を

丹
念
に
書
き
込
み
得
て
い
る
も
の
は
、
表
面
的
な
筆
勢
は
な
い
よ
う
に
み
え
ま

す
け
れ
ど
、
も
う
一
度
取
り
上
げ
て
両
方
を
並
べ
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
り
実
質

の
あ
る
ほ
う
に
良
さ
を
認
め
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
昔
の
人
の
筆
跡
は
き
ま
っ
た
書
法
で

一
つ
の
型
に
は
ま
っ
て
い
る
。
ほ
ん
と
う
の
筆
法
は
、
実
質
の
あ
る
ほ
う
だ
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
駒
井
鵞
静
氏
は
、

　

紫
式
部
の
美
意
識
に
は
、
視
覚
的
な
輪
郭
よ
り
も
、
情
感
を
喚
起
す
る
よ
う

な
、
触
覚
的
な
美
質
の
印
象
を
好
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

見
た
眼
に
は
巧
い
技
術
的
効
果
の
あ
る
も
の
よ
り
、
高
い
次
元
の
内
的
味
わ

い
の
あ
る
書
に
魅
力
を
把
握
し
、
書
の
才
能
と
は
別
の
感
覚
を
備
え
た
筆
致
に
、

感
動
の
こ
と
ば
を
放
つ
。
目
の
高
さ
の
確
か
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
心
の
高
さ

を
思
わ
せ
る（

３
）。

と
述
べ
て
い
る
。
筆
法
の
技
術
だ
け
で
な
く
、
心
の
高
さ
、
崇
高
さ
も
内
包
さ
れ
る

よ
う
な
筆
跡
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
小
松
茂
人
氏
は
、

　

自
由
に
の
び
の
び
し
た
、
柔
ら
か
な
、
こ
ま
や
か
な
情
感
を
伴
う
、
仮
名
の

美
を
認
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、「
梅
枝
」
の
巻
の
書
道
論
の
批
評
意
識
の

根
本
的
な
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
も
そ
の
精
神
美
・
風

格
美
を
、「
う
は
ベ
の
筆
消
え
て
見
ゆ
る
」
静
淑
・
温
雅
の
「
な
ま
め
か
し
」

の
美
に
も
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
格
別
な
意
味
を
思
う
の
で
あ
る
（
２
）。

と
述
べ
て
い
る
。
か
な
の
美
は
、
ま
さ
に
柔
ら
か
な
、
こ
ま
や
か
な
情
感
を
伴
う
も

の
な
の
で
あ
る（
４
）。

さ
ら
に
、
上
野
辰
義
氏
は
、

　

男
性
に
と
っ
て
、
人
品
の
程
を
し
の
ば
せ
る
優
れ
た
女
性
の
筆
跡
は
、
そ
の

主
へ
の
思
い
を
つ
の
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た（
５
）。

と
述
べ
て
い
る
。
筆
跡
は
、
そ
の
書
者
（
女
性
）
の
品
格
ま
で
も
表
わ
し
、
そ
れ
が
、

読
み
手
（
男
性
）
の
想
像
力
を
か
き
た
て
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
定
ま
れ
る
や
う
に
は
あ
れ
ど
、

ひ
ろ
き
心
ゆ
た
か
な
ら
ず
、
一
筋
に
通
ひ
て
な
ん
あ
り
け
る
。」
と
い
う
硬
い
書
風

が
主
だ
っ
た
も
の
が
、「
妙
に
を
か
し
き
こ
と
は
、
外
よ
り
て
こ
そ
書
き
出
づ
る
人
々

あ
り
け
れ
ど
、」
の
よ
う
に
、
柔
ら
か
な
書
風
で
表
わ
す
人
々
が
で
て
き
た
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、「
な
ほ
ま
こ
と
の
筋
を
こ
ま
や
か
に
書
き
得
た
る
は
、
う
は
べ
の

筆
消
え
て
見
ゆ
れ
ど
、
い
ま
ひ
と
た
び
と
り
並
べ
て
見
れ
ば
、
な
ほ
実
に
な
ん
よ
り

あ
り
け
る
。」
と
い
う
表
面
上
の
技
術
美
だ
け
で
な
く
、
書
者
の
品
格
、
心
の
崇
高

さ
ま
で
も
が
内
包
さ
れ
る
よ
う
な
筆
跡
が
よ
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六　

源
氏
物
語
成
立
期
に
お
け
る
か
な
書
道
の
時
代
性

『
源
氏
物
語
』
の
執
筆
時
期
は
、
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
紫
式
部
日

記
』
な
ど
か
ら
推
察
す
る
と
、
お
そ
ら
く
寛
弘
三
年
〜
寛
弘
八
年
（
一
〇
〇
六
〜

一
〇
一
一
））
頃
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
書
風
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
取
り
上
げ
た
い
。

①
い
と
き
よ
げ
に
、
消
息
文
に
も
仮
名
と
い
ふ
も
の
書
き
ま
ぜ
ず
、
む
べ
む
べ
し

く
言
ひ
ま
は
し
は
べ
る
に
、（
帚
木
）

 
じ
つ
に
き
れ
い
な
筆
跡
で
、
手
紙
に
も
、
か
な
と
い
う
も
の
を
使
わ
ず
に
、

も
っ
と
も
ら
し
い
言
い
ま
わ
し
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
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②
紫
の
紙
の
、
年
経
に
け
れ
ば
灰
お
く
れ
古
め
い
た
る
に
、
手
は
さ
す
が
に
文
字

強
う
中
さ
だ
の
筋
に
て
、
上
下
ひ
と
し
く
か
い
た
ま
へ
り
。（
末
摘
花
）

 
紫
の
紙
の
、
年
が
経
っ
て
灰
が
残
っ
て
古
ぼ
け
た
の
に
、
筆
跡
は
、
さ
す
が
に

し
っ
か
り
し
た
筆
つ
き
で
、
中
昔
の
書
風
で
、
行
の
上
下
を
そ
ろ
え
て
お
書
き

に
な
っ
て
い
る
。

③
御
手
こ
ま
や
か
に
は
あ
ら
ね
ど
、
ら
う
ら
う
じ
う
、
草
な
ど
を
か
し
う
な
り
に

け
り
。（
賢
木
）

 

お
筆
跡
は
繊
細
な
美
し
さ
で
は
な
い
が
、
書
き
な
れ
た
巧
み
さ
で
、
草
書
体
な

ど
達
者
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

④
絵
は
巨
勢
相
覧
、
手
は
紀
貫
之
書
け
り
。
紙
屋
紙
に
唐
の
綺
を
陪
し
て
、
赤
紫

の
表
紙
、
紫
檀
の
軸
、
世
の
常
の
よ
そ
ひ
な
り
。

 

白
き
色
紙
、
青
き
表
紙
、
黄
な
る
玉
の
軸
な
り
。
絵
は
常
則
、
手
は
道
風
な
れ

ば
、
今
め
か
し
う
を
か
し
げ
に
、
目
も
輝
く
ま
で
み
ゆ
。（
絵
合
）

 

絵
は
巨
勢
の
相
覧
、
書
は
紀
貫
之
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
紙
屋
紙
に
唐
の
綺

を
裏
打
ち
し
て
、
赤
紫
の
表
紙
、
紫
檀
の
軸
は
あ
り
ふ
れ
た
装
い
な
の
で
あ
る
。

 

白
い
色
紙
、
青
い
表
紙
、
黄
色
い
玉
の
軸
で
あ
る
。
絵
は
常
則
、
書
は
道
風
で

あ
る
か
ら
、
現
代
風
に
派
手
で
、
見
た
目
に
も
美
し
く
、
目
に
も
ま
ば
ゆ
い
ま

で
に
見
え
る
。

⑤
青
摺
の
紙
よ
く
と
り
あ
へ
て
、
紛
ら
は
し
書
い
た
る
濃
墨
、
薄
墨
、
草
が
ち
に

う
ち
ま
ぜ
乱
れ
た
る
も
、
人
の
ほ
ど
に
つ
け
て
は
を
か
し
と
ご
覧
ず
。（
乙
女
）

 

青
摺
り
の
紙
を
折
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
う
ま
く
取
り
あ
わ
せ
て
、
筆
跡
を
紛

ら
わ
す
よ
う
に
し
て
書
い
た
墨
の
濃
淡
、
そ
れ
に
草
仮
名
を
多
く
ま
ぜ
て
散
ら

し
書
き
に
し
て
あ
る
の
も
、
そ
の
人
の
身
の
ほ
ど
を
思
う
と
興
そ
そ
ら
れ
て
ご

ら
ん
に
な
る
。

⑥
手
習
ど
も
の
乱
れ
う
ち
と
け
た
る
も
、
筋
変
り
、
ゆ
ゑ
あ
る
書
き
ざ
ま
な
り
。

こ
と
ご
と
く
草
が
ち
な
ど
に
も
ざ
れ
書
か
ず
、
め
や
す
く
書
き
す
ま
し
た
り
。

（
初
音
）

 

気
を
ゆ
る
し
て
と
り
散
ら
し
て
い
る
手
習
の
反
古
も
、
筆
跡
が
普
通
と
は
変

わ
っ
て
い
て
素
養
の
深
い
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
大
仰
に
草
仮
名
を
多
く
し
ゃ
れ

て
用
い
る
な
ど
と
い
う
ふ
う
で
も
な
く
、
好
ま
し
く
し
っ
と
り
と
書
い
て
あ
る
。

⑦
青
き
色
紙
一
重
ね
に
、
い
と
草
が
ち
に
、
怒
れ
る
手
の
、
そ
の
筋
と
も
見
え
ず

漂
ひ
た
る
書
き
ざ
ま
、
下
長
に
、
わ
り
な
く
ゆ
ゑ
ば
め
り
。
行
の
ほ
ど
、
端
ざ

ま
に
筋
か
ひ
て
、
倒
れ
ぬ
べ
く
み
ゆ
る
を
、（
常
夏
）

 

青
い
色
紙
を
二
枚
重
ね
た
の
に
、
ま
こ
と
に
草
仮
名
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
、
角

ば
っ
た
筆
跡
で
、
誰
の
書
風
と
も
つ
か
ず
、
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
し
た
書
き
ぶ
り
で
、

文
字
の
下
半
が
長
く
て
、
む
や
み
に
気
ど
っ
て
い
る
。
行
の
具
合
は
端
の
ほ
う

が
斜
め
に
な
っ
て
倒
れ
そ
う
に
見
え
る
が
、

⑧
「
葦
手
歌
絵
を
、
思
ひ
思
ひ
に
書
け
」（
梅
枝
）

 

「
葦
手
な
り
、
歌
絵
な
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
よ
う
に
お
書
き
な
さ
い
」

⑨
御
心
の
ゆ
く
か
ぎ
り
、
草
の
も
た
だ
の
も
、
女
手
も
い
み
じ
う
書
き
つ
く
し
た

ま
ふ
。（
梅
枝
）

 

ご
存
分
に
、
草
仮
名
の
字
も
、
普
通
の
字
も
、
さ
ら
に
女
手
の
字
も
、
こ
れ
以

上
は
と
て
も
と
い
う
ほ
ど
す
ば
ら
し
く
お
書
き
に
な
ら
れ
る
。

⑩
た
だ
三
行
ば
か
り
に
、
文
字
少
な
に
好
ま
し
く
ぞ
書
き
た
ま
へ
る
。（
梅
枝
）

 
一
首
を
た
だ
三
行
ほ
ど
に
、
漢
字
を
あ
ま
り
使
わ
ず
に
形
よ
く
お
書
き
に
な
っ

て
い
る
。
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⑪
草
に
い
と
を
か
し
う
書
き
た
ま
へ
り
。（
椎
本
）

 

草
体
で
、
ま
こ
と
に
美
し
く
お
書
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
書
風
に
つ
い
て
多
く
の
記
述
が
あ
る
。
①
の
「
仮
名
と
い
う

も
の
か
き
ま
ぜ
ず
」
と
い
う
手
紙
の
中
で
は
あ
る
が
、
か
な
文
字
を
つ
か
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
②
は
、「
中
さ
だ
の
筋
に
て
、
上
下
ひ
と
し
く
か
い
た
ま
へ
り
」

と
い
う
中
昔
風
で
、
上
下
を
そ
ろ
え
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
は
、「
草
な
ど

を
か
し
う
な
り
」
と
草
書
体
な
ど
達
者
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
④
は
、「
手
は
紀

貫
之
書
け
り
。
世
の
常
の
よ
そ
ひ
な
り
。
手
は
道
風
な
れ
ば
、
い
ま
め
か
し
う
を
か

し
げ
に
」
と
書
は
、
紀
貫
之
で
あ
る
か
ら
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
道
風
で
あ
る
か
ら
現

代
風
で
派
手
で
、
見
た
目
に
も
美
し
い
と
し
て
い
る
。
⑤
は
、「
草
が
ち
に
う
ち
ま

ぜ
乱
れ
た
る
」
と
い
う
草
仮
名
を
多
く
ま
ぜ
て
散
ら
し
書
き
に
し
て
あ
る
の
で
あ

る
。
⑥
は
、「
こ
と
ご
と
く
草
が
ち
な
ど
に
も
ざ
れ
書
か
ず
」
と
い
う
、
大
仰
に
草

仮
名
を
多
く
し
ゃ
れ
て
は
書
か
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
⑦
は
、「
い
と
草
が
ち
に
」

「
下
長
に
」「
行
の
ほ
ど
、
端
ざ
ま
に
筋
か
ひ
て
、
倒
れ
ぬ
べ
く
み
ゆ
る
を
」
と
い
う
、

ま
こ
と
に
草
仮
名
を
多
く
使
っ
て
、
文
字
の
下
半
が
長
く
て
、
行
の
具
合
は
端
の
方

が
斜
め
に
な
っ
て
倒
れ
そ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑧
は
、「
葦
手
」
と
い

う
今
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
書
き
方
の
こ
と
で
あ
る
。
⑨
は
、「
草
の
も
た
だ
の

も
、
女
手
も
」
と
は
、
草
仮
名
の
字
も
、
普
通
の
字
も
、
女
手
の
字
も
と
い
う
の
で

あ
る
。
⑩
は
、「
三
行
ば
か
り
に
、
文
字
少
な
に
」
と
い
う
一
首
を
た
だ
三
行
ば
か

り
に
、
漢
字
を
あ
ま
り
使
わ
ず
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑪
の
「
草
に
」

は
、
草
書
体
で
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
の
中
に
お
け
る
書
風
の
記
述
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、

手
紙
で
あ
っ
て
も
か
な
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
中
昔
風
な
上
下
を
そ
ろ
え

て
書
い
て
い
る
も
の
も
い
る
。
ま
た
、
草
書
体
で
草
仮
名
を
多
く
使
っ
て
、
し
ゃ
れ

て
散
ら
し
書
き
に
し
た
り
、
文
字
の
下
半
が
長
く
、
行
の
端
を
斜
め
に
し
た
り
し
て

い
る
。
そ
う
い
っ
た
書
き
ぶ
り
が
、
道
風
の
よ
う
に
現
代
風
で
派
手
で
、
見
た
目
も

美
し
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
、
紀
貫
之
が
書
い
た
も
の
は
、
あ
り
ふ
れ
た
装

い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
は
、
草
仮
名
も
普
通
の
字
（
漢
字
）

も
女
手
も
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、「
こ
の
時
代
」
と
い
う
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
源
氏
物

語
』
の
時
代
設
定
は
、
準
拠
に
拠
る
と
実
際
の
執
筆
年
よ
り
一
〇
〇
年
前
（
九
〇
五

頃
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
梅
枝
巻
は
、
執
筆
年
よ
り
五
〇
、六
〇
年
前
（
九
四
五
〜

九
五
五
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
書
道
史
か
ら
み
て
い
く
と
、
紫
式
部
の
生

き
て
い
た
源
氏
執
筆
年
（
一
〇
〇
六
〜
一
〇
一
一
頃
）
は
、
ま
だ
か
な
の
完
成
期
ま

で
は
い
っ
て
い
な
い
。
書
道
史
上
か
ら
見
る
と
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
設
定
と
同

じ
よ
う
に
、
か
な
の
過
渡
期
の
「
草
が
な
」
の
時
代
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
本
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
仮
名
と
い
う
も
の
書
き
ま
ぜ
ず
」
①
や
、

③
⑤
⑥
⑦
⑨
⑪
の
よ
う
に
「
草
が
な
」
が
よ
く
使
わ
れ
、
⑩
の
よ
う
に
漢
字
を
あ
ま

り
使
わ
ず
、
し
か
し
、
⑨
の
よ
う
に
草
が
な
だ
け
で
な
く
、
普
通
の
字
（
漢
字
）
も

女
手
（
平
が
な
）
も
、
さ
ら
に
⑧
葦
手
や
歌
絵
も
書
か
れ
る
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
こ
の
時
代
」
の
頃
に
書
か
れ
た
、
現
存
し
て
い
る
古
筆
「
秋
萩
帖
」（
あ

き
は
ぎ
じ
ょ
う
）
に
つ
い
て
、『
古
筆
大
辞
典
』
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

巻
頭
「
あ
き
は
ぎ
の
」
の
書
き
出
し
か
ら
、『
秋
萩
帖
』
と
呼
ば
れ
る
。
大

部
分
が
万
葉
仮
名
の
草
体
で
、
歌
一
首
を
四
行
に
書
い
て
い
る
。
文
字
は
古
体

で
、
書
風
が
古
雅
で
あ
り
、
字
形
は
平
正
に
し
て
線
は
秀
潤
温
雅
で
、
運
筆
に
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緩
急
抑
揚
の
変
化
は
な
い
。
二
字
、
三
字
を
続
け
て
書
い
て
い
る
が
、
各
字
は

そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
い
て
、
連
綿
体
に
な
っ
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
小
野
道
風

（
八
九
四
〜
九
六
六
）
と
さ
れ
る
が
、
真
跡
と
は
認
め
ら
れ
な
い（
６
）。

こ
の
作
品
は
、
藤
原
時
代
中
期
と
考
え
ら
れ
る
が
、
書
風
が
万
葉
仮
名
の
草
体
で

書
か
れ
て
お
り
、
古
雅
な
趣
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
記
述
で
、「
草
が
ち
に
」
と

い
う
の
は
、
こ
の
「
秋
萩
帖
」
の
よ
う
な
書
風
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、「
虚
空
菩
薩
念
誦
次
第
紙
背
仮
名
消
息
」（
こ
く
う
ぼ
さ
つ
ね
ん
じ
ゅ
し
だ

い
し
は
い
か
な
し
ょ
う
そ
く
）（
九
六
七
）
に
つ
い
て
、『
古
筆
大
辞
典
』
で
は
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

石
山
寺
所
蔵
の
『
虚
空
菩
薩
念
誦
次
第
』
は
、
文
書
を
継
い
で
、
そ
の
紙

背
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。
文
書
は
す
べ
て
石
山
寺
の
座
主
で
あ
っ
た
寛
忠

（
九
〇
六
〜
九
七
七
）
あ
て
ら
し
い
。「
康
保
三
年
三
月
一
七
日
」（
九
六
六
）

の
日
付
が
あ
り
、
仮
名
消
息
も
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
字
形
は
簡
略
に
し
て

豊
円
寛
弘
で
あ
り
、
自
由
に
速
く
書
か
れ
て
い
る
。
線
は
秀
潤
に
し
て
繊
細
流

麗
、
連
綿
は
三
字
、
四
字
を
続
け
て
お
り
自
然
で
、
巧
妙
。
行
は
少
し
ず
つ
低

図
２　

虚
空
菩
薩
念
誦
次
第
紙
背
仮
名
消
息
（
９
）

図
１　

秋
萩
帖
（
７
）
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二
五
八

く
、
短
く
な
る
と
と
も
に
、
少
し
左
に
傾
斜
し
て
い
る
が
、
散
ら
し
書
き
ほ
ど

変
化
は
し
て
い
な
い
。
墨
色
は
、
淡
墨
で
明
る
く
、
お
お
ら
か
な
作（
８
）。

康
保
三
年
は
、
小
野
道
風
が
七
十
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
年
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の

書
が
洗
練
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
書
風
は
、「
秋
萩
帖
」

の
よ
う
な
連
綿
に
曲
線
が
多
く
、
字
形
に
硬
さ
が
見
う
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、「
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
」（
ほ
く
ざ
ん
し
ょ
う
し
は
い
か
な
し
ょ
う
そ

く
）（
九
九
七
頃
）
に
つ
い
て
は
、『
古
筆
大
事
典
』
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

藤
原
公
任
（
九
六
六
〜
一
〇
四
一
）
自
筆
の
『
北
山
抄
』（
巻
十
）
の
「
吏

途
指
南
」
の
草
稿
本
は
二
十
五
通
、
二
十
七
張
の
文
書
の
紙
背
を
翻
し
て
書
写

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
文
書
は
別
当
宣
案
・
解
文
・
請
文
・
注
文
・
申
文
・
消

息
な
ど
で
あ
り
、
消
息
に
は
漢
字
の
消
息
と
仮
名
の
消
息
と
が
あ
る
。
ま
た
漢

字
に
仮
名
を
少
し
ま
ぜ
て
書
い
た
も
の
も
あ
る
。
仮
名
の
消
息
に
は
日
付
・
差

出
所
・
あ
て
所
は
な
い
。
し
か
し
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
か
ら
長
保
六
年

（
一
〇
〇
四
）
ま
で
に
書
い
た
消
息
と
考
え
ら
れ
る
。
字
形
の
簡
略
な
女
手
の

う
ち
で
も
最
も
簡
略
に
書
い
て
い
る
か
ら
、
別
の
文
字
で
あ
る
が
、
同
じ
文
字

の
よ
う
に
見
え
る
の
が
少
な
く
な
い
。
淡
墨
の
散
ら
し
書
き
で
、
行
の
高
さ
と

長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
が
、
行
間
の
幅
は
同
じ
よ
う
で
あ
る
。
連
綿
は
自
然
に

し
て
巧
妙
で
あ
り
、
長
い
。
温
雅
に
し
て
優
美
で
あ
り
、
石
山
寺
蔵
の
『
虚
空

菩
薩
念
誦
次
第
』
紙
背
の
康
保
三
年
（
九
六
六
）
頃
の
仮
名
消
息
よ
り
も
清
新

で
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
洗
練
さ
れ
て
い
る（

亜
）。

こ
の
作
品
は
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
頃
の
直
前
の
作
品
で
あ
る
。『
源
氏
物

語
』
の
記
述
に
あ
る
「
濃
墨
、
薄
墨
、
草
が
ち
に
う
ち
ま
ぜ
乱
れ
た
る
」
や
「
下
長
に
、

行
の
ほ
ど
、
端
ざ
ま
に
筋
か
ひ
て
、
倒
れ
ぬ
べ
く
み
ゆ
る
を
」
は
、
淡
墨
の
散
ら
し

書
き
で
、
行
の
高
さ
と
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
が
、
行
間
の
幅
は
同
じ
よ
う
で
あ
る

こ
の
「
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
」
の
よ
う
な
書
風
を
表
わ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

図
３　

北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
（
唖
）

つ
ぎ
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
か
な
文
字
に
つ
い
て
、
藤
田
菖
畔
氏
は
、
ま

ず
仮
名
の
分
類
と
し
て
、

女
手
・
・
・
・
・
・
平
が
な

草
書
・
・
・
・
・
・
草

行
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

｝  

万
葉
仮
名
（
変
体
仮
名
）

楷
書　

｝  

・
・
・
・
男
手

と
定
義
付
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
か
な
文
字
と
い
う
の
は
、　

　

こ
れ
は
男
女
の
恋
愛
感
情
伝
達
様
式
等
か
ら
も
考
え
ら
れ
、
煩
雑
な
漢
字
で

は
自
分
の
思
う
事
を
自
由
に
、
又
、
美
し
い
連
綿
様
式
で
綴
ら
れ
る
仮
名
が
平

安
朝
の
人
々
の
美
的
感
覚
に
良
く
合
い
、
繊
細
な
情
緒
、
あ
わ
れ
の
精
神
を

持
っ
た
当
時
の
貴
族
達
の
心
を
よ
く
映
し
、
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
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二
五
九

う
事
か
ら
考
え
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

男
手
、
草
、
女
手
と
分
れ
る
頃
に
か
な
は
実
用
的
な
面
か
ら
離
れ
て
芸
術
的

な
面
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
単
に
要
件
を
伝
え
る
だ
け
の
文
字
で
は
な

く
、
そ
の
人
の
技
巧
、
趣
味
、
教
養
、
人
柄
を
示
す
し
る
し
の
よ
う
な
も
の
と

な
り
、
色
々
の
種
類
の
文
字
を
使
い
分
け
、
自
由
に
散
ら
し
書
き
を
し
た
り
、

墨
の
濃
淡
を
用
い
趣
向
を
凝
ら
し
、
更
に
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
の
を
楽
し
み
、
批

評
を
し
た
り
も
し
た
の
で
あ
る（
娃
）。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
煩
雑
な
漢
字
で
は
自
分
の
思
う
事
を
自
由
に
」
伝
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
な
文
字
の
ほ
う
が
、「
繊
細
な
情
緒
、
あ
わ
れ
の
精
神
を
持
っ

た
当
時
の
貴
族
達
の
心
を
よ
く
映
し
、
満
足
さ
せ
る
も
の
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
藤
田
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
「
男
手
、
草
、
女
手
と
分
れ
る
頃

に
か
な
は
実
用
的
な
面
か
ら
離
れ
て
芸
術
的
な
面
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。」
と
す
る

に
は
、
ま
だ
か
な
文
字
は
、
漢
字
の
よ
う
な
公
的
な
使
わ
れ
方
で
な
く
、
消
息
の
よ

う
な
私
的
な
文
字
と
し
て
、
長
き
に
わ
た
り
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

か
な
文
字
が
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
手
習
い
の
お
手
本
と
し
て
、
さ
ら
に
は
賞
翫
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
、
こ
の
時
代
の
評
価
と
し
て
、
目
崎
徳
衛
氏
は
、

　

道
長
も
愛
読
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
絵
合
」
の
巻
に
は
、
光
源
氏
が
後
見

す
る
藤
壺
の
女
御
と
ラ
イ
バ
ル
の
女
御
が
帝
の
前
で
絵
巻
を
競
う
話
が
あ
る
が
、

そ
の
物
語
絵
の
詞
書
の
筆
者
は
片
や
道
風
、
片
や
貫
之
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
紫
式
部
は
貫
之
を
道
風
と
肩
を
並
べ
る
名
手
と
み
な
し
て
い
た

わ
け
で
、『
源
氏
物
語
』
は
も
と
よ
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
高

い
評
価
は
架
空
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
頃
の
定
評
だ
っ
た
の
だ
ろ
う（

阿
）。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
紫
式
部
は
貫
之
を
道
風
と
肩
を
並
べ
る
名
手
と
み
な

し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
高
い
評
価
は
架
空

の
こ
と
」
で
は
な
く
、「
こ
の
頃
の
定
評
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
山
本
利
達
氏
は
、「
今
の
世
」
に
つ
い
て
、

　

梅
枝
の
巻
に
お
け
る
、
あ
の
「
か
ん
な
の
み
な
む
今
の
世
は
い
と
き
は
な
く

な
り
た
る
」
と
い
う
源
氏
の
言
葉
は
、
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
言
葉
で
は
あ

る
が
、
行
成
の
時
代
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
道
風
時
代
の
仮
名
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
い
い
え
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
残
存
し
て
い
た
古
い
仮
名
の
資
料
を

目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
作
者
な
ら
、
道
風
時
代
に
至
る
仮
名
の
書
の
歴
史
の

認
識
の
上
に
な
さ
れ
た
も
の
と
十
分
考
え
ら
れ
る
し
、「
今
の
世
」
は
、
道
風

時
代
を
現
代
と
す
る
時
代
と
み
る
の
が
、
源
氏
物
語
の
世
界
を
素
直
に
読
む
道

で
は
な
い
か
と
思
う（

哀
）。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
紫
式
部
が
、「
当
時
残
存
し
て
い
た
古
い
仮
名
の
資
料

を
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
」
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
道
風
時
代
に
至
る
仮
名
の
書
の

歴
史
の
認
識
の
上
に
な
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
、「
今
の
世
」
は
「
道
風
時
代
を
現

代
と
す
る
時
代
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
道
風
時
代
（
八
九
四
〜
九
六
六
）
の
現
存
し
て
い
る
か
な
作
品

の
「
虚
空
菩
薩
念
誦
次
第
紙
背
仮
名
文
書
」（
九
六
七
）
は
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
、

最
も
新
し
い
書
風
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
池
田
和
臣
氏
は
、

　

か
な
の
爛
熟
期
は
、
源
氏
物
語
よ
り
も
五
十
年
以
上
あ
と
に
や
っ
て
来
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、〈
和
様
の
漢
字
は
行
成
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
極
み
に
達

し
た
が
、
同
じ
時
代
の
か
な
は
い
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
っ
た
、
源
氏
物
語
の
時
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二
六
〇

代
の
か
な
は
ま
だ
高
野
切
の
域
ま
で
達
し
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
〉
と
す
る

の
が
、
書
道
史
の
通
念
に
な
っ
て
い
る
。

　

紫
式
部
に
と
っ
て
、
自
分
の
生
き
た
時
代
で
た
だ
一
つ
誇
れ
る
も
の
、
そ
れ

は
か
な
で
あ
っ
た
。
が
、
紫
式
部
は
か
な
の
本
当
の
絶
頂
期
を
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る（
愛
）。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
か
な
の
爛
熟
期
は
、
源
氏
物
語
よ
り
も
五
十
年
以
上

あ
と
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。」
と
い
う
の
は
、
実
際
の
書
道
史
に
お
い
て
、
か

な
の
絶
頂
期
と
い
わ
れ
る
「
高
野
切
」
や
「
西
本
願
寺
三
十
六
人
集
」「
元
永
本
古

今
集
」
な
ど
が
ま
だ
書
か
れ
て
い
な
い
、「
い
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
っ
た
、
源
氏
物

語
の
時
代
の
か
な
は
ま
だ
高
野
切
の
域
ま
で
達
し
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
」
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
紫
式
部
に
と
っ
て
、
誇
れ
る
か
な
文
字
で
は
あ
る
が
、「
本
当

の
絶
頂
期
を
知
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

七　

お
わ
り
に

『
源
氏
物
語
』
の
時
代
設
定
は
、
準
拠
に
拠
る
と
実
際
の
執
筆
年
よ
り
一
〇
〇
年

前
（
九
〇
五
頃
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
梅
枝
巻
は
、
執
筆
年
よ
り
五
〇
、六
〇
年
前

（
九
四
五
〜
九
五
五
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
頃
の
書
道
史
上
か
ら
見
る
と
、
紫
式
部
の
生
き
て
い
た
源
氏
執
筆
年

（
一
〇
〇
六
〜
一
〇
一
一
頃
）
は
、
ま
だ
か
な
の
完
成
期
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
設
定
（
九
〇
五
〜
九
五
〇
頃
）
と
同
じ
よ
う
に
、

か
な
の
過
渡
期
の
「
草
が
な
」
の
時
代
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

本
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
仮
名
と
い
う
も
の
書
き
ま
ぜ
ず
」
①
や
、
③
⑤
⑥

⑦
⑨
⑪
の
よ
う
に
「
草
が
な
」
が
よ
く
使
わ
れ
、
⑩
の
よ
う
に
漢
字
を
あ
ま
り
使
わ

ず
、
し
か
し
、
⑨
の
よ
う
に
草
が
な
だ
け
で
な
く
、
普
通
の
字
（
漢
字
）
も
女
手
（
平

が
な
）
も
、
さ
ら
に
⑧
の
よ
う
に
葦
手
や
歌
絵
も
書
か
れ
る
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
実
際
に
現
存
さ
れ
て
い
る
「
秋
萩
帖
」
の
万
葉
仮
名
の
草
体
で
書
か
れ
た

古
雅
な
書
風
や
、「
虚
空
菩
薩
念
誦
次
第
紙
背
仮
名
消
息
」（
九
六
七
）
の
行
頭
に
変

化
を
加
え
た
、
す
が
す
が
し
い
筆
致
や
、「
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
」（
九
九
七
頃
）

の
よ
う
な
流
れ
の
あ
る
連
綿
線
の
発
達
し
た
、
自
由
奔
放
な
書
き
ぶ
り
に
、
こ
の
時

代
の
か
な
の
最
も
新
し
い
書
風
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文

字
の
太
細
、
墨
の
潤
渇
、
料
紙
に
お
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
完
成
期
と
言
わ
れ
る
「
高

野
切
」
の
よ
う
な
端
正
な
滑
ら
か
さ
は
、
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
変

化
に
富
ん
だ
書
風
で
、
豪
華
絢
爛
な
料
紙
で
書
か
れ
た
「
西
本
願
寺
三
十
六
人
集
」

や
「
元
永
本
古
今
集
」
の
よ
う
な
、
か
な
の
絶
頂
期
の
作
品
ま
で
は
到
達
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
実
際
に
変
化
し
て
い
た
か
な
の
書
風
を
目
の
当
た
り
に
し
て

い
た
紫
式
部
で
あ
る
か
ら
、「
仮
名
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と
際
な
く
な
り
た
る
。」

の
一
文
は
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
設
定
（
九
〇
五
）
を
踏
ま
え
た
上
で
、
執
筆
し

て
い
る
今
現
在
（
一
〇
〇
六
〜
一
〇
一
一
頃
）
に
至
る
ま
で
仮
名
が
良
く
な
っ
て
き

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、「
妙
に
を
か
し
き
こ
と
は
、
外
よ
り
て
こ
そ
書
き
出
づ
る
人
々
あ
り
け

れ
ど
」（
梅
枝
）
や
「
ま
こ
と
の
筋
を
こ
ま
や
か
に
書
き
得
た
る
は
、
う
は
べ
の
筆

消
え
て
見
ゆ
れ
ど
、
い
ま
ひ
と
た
び
と
り
並
べ
て
見
れ
ば
、
な
ほ
実
に
な
ん
よ
り
あ

り
け
る
。」（
帚
木
）
の
よ
う
に
、
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
漢
字
か
ら
、
日
本
で
成
立

し
た
独
自
の
か
な
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
き
、
ま
ね
て
い
た
漢
字
に
比
べ
、

よ
り
書
き
手
の
個
性
が
表
さ
れ
る
か
な
が
す
ば
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

二
六
一

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
書
道
観
と
は
、
文
字
の
形
と
い
う
表
面
上
の
美

し
さ
だ
け
で
な
く
、
書
き
手
の
心
の
あ
り
よ
う
ま
で
も
が
内
包
さ
れ
た
表
現
美
な
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
な
が
手
習
い
の
手
本
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
書
道
史
上

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
よ
り
豪
華
絢
爛
な
賞
翫
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
、

そ
の
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、『
紫
式
部
日
記
』
や
他
の
平
安
文
学
も
取
り
上
げ

て
い
き
、
書
道
史
上
で
は
作
品
と
と
も
に
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

筆
・
墨
・
紙
が
使
わ
れ
て
い
た
の
か
も
、
検
証
し
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

﹇
注
﹈

（
１
） 

小
松
茂
美
『
展
望
日
本
書
道
史
』（
中
央
公
論
社　

昭
和
六
一
）

（
２
） 

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
12
源
氏
物
語
』（
小
学
館　

一
九
九
六
年
）

（
３
） 

駒
井
鵞
静
『
源
氏
物
語
と
か
な
書
道
』（
雄
山
閣
出
版　

一
九
八
八
）

（
４
） 

小
松
茂
人
「『
源
氏
物
語
』
の
芸
道
論
覚
書
―
書
道
論
に
つ
い
て
―
」『
聖
和
』
11

巻
（
一
九
七
三
・
一
二
）

（
５
） 

上
野
辰
義
「
絵
画
と
書
―
そ
の
複
合
性
と
記
録
性
」『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第

11
巻
（
風
間
書
房　

二
〇
〇
三
）

（
６
） 

春
名
好
重
編
『
古
筆
大
辞
典
』（
淡
交
社　

昭
和
五
四
）

（
７
） 

酒
井
明
編
『
墨
ス
ペ
シ
ャ
ル
』
第
12
号
（
芸
術
新
聞
社　

一
九
九
二
）

（
８
） 

前
掲
『
古
筆
大
辞
典
』
に
よ
る
。

（
９
） 

前
掲
『
墨
ス
ペ
シ
ャ
ル
』
に
よ
る
。

（
10
） 

前
掲
『
古
筆
大
辞
典
』
に
よ
る
。

（
11
） 

小
松
茂
美
監
『
日
本
名
跡
叢
刊　

平
安　

假
名
消
息
』（
二
玄
社　

一
九
八
六
）

（
12
） 

藤
田
菖
畔
「
紫
式
部
書
道
観
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
か
な
文
字
―
」『
金
沢

大
学　

語
学
・
文
学
研
究
』
第
15
号
（
一
九
八
六
・
一
）

（
13
） 

目
崎
徳
衛
「
平
仮
名
の
創
出
と
古
今
集
勅
撰
」『
書
道
研
究　

５
月
号
』
第
４
巻

５
号
（
一
九
九
〇
・
五
）

（
14
） 

山
本
利
達
『
源
氏
物
語
攷
』（
塙
書
房　

一
九
九
五
）

（
15
） 

池
田
和
臣
「
源
氏
物
語
千
年
紀　

か
な
と
源
氏
物
語
」『
墨
新
装
刊
２
号
』

１
９
６
号
（
芸
術
新
聞
社　

二
〇
〇
九
・
一
）

（
16
） 

参
考
前
掲
『
墨
ス
ペ
シ
ャ
ル
』
に
よ
る
。

（
な
ん
じ
ょ
う　

か
よ　
　

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
課
程
）

（
指
導
：
長
尾　

秀
則　

教
授
）

二
〇
一
〇
年
九
月
二
十
八
日
受
理



平
安
文
学
に
お
け
る
か
な
書
道　

 

（
南
條
佳
代
）

二
六
二

﹇付記﹈

ここに、参考までに平安文学史とかな書道史を関連事項とともに、付記しておく。

図４　平安文学とかな書道史
（挨）

時代文　学　史か　な　書　道　史　　　書　跡関　連　事　項

奈良

705頃
　平仮名・片仮名への芽生え

762
　　万葉仮名文書

平安810頃
　仏典の訓読と片仮名の発達

870頃
　草仮名・女手の発達

946?←
―
―
→
862?

紀
貫
之

前期

966←
―
―
―
―
―
―
→
894

小
野
道
風 905
　　古今和歌集を撰進905
　　古今和歌集に女手が公式使用

920頃
　三蹟と和様書道の大成

945
　　紀貫之土佐日記を書く

998←
―
―
―
→
944

藤
原
佐
理

967頃
　虚空菩薩念誦紙背仮名消息

中期997頃
　北山抄紙背仮名消息

1027←
―
―
―
―
―
―
→
972

   藤
原
道
長

1027←
―
―
―
―
―
―
→
972

   藤
原
行
成

1002
頃　清少納言『枕草子』を書く

1007
頃　紫式部『源氏物語』を書く

1016
　　藤原道長摂政となる

1040
頃　女手（平仮名）の完成

1050
頃　高野切

1080
頃　藍紙本万葉集

1100
頃　本阿弥切・針切・和泉式部集切・香紙切

後期1112
　　西本願寺三十六人集

1120
　　元永本古今集

1160
　　葦手下絵和漢朗詠集

1164
　　平家納経

1241←
―
―
―
―
―
―
―
―
―
→
1162

藤
原
定
家 1170
頃　源氏物語絵巻

1200
　　熊野懐紙

鎌倉　　　　書流・書風の多様化

1205
　　新古今和歌集成立


