
清泉女子大学教職課程紀要 第 1 号, 2017, 15-20 

15 

中
古
文
学
概
論 

｜

仮
名
文
学
の
発
生
｜ 

藤
井 

由
紀
子 

中
古
文
学

と
は

平
安
時
代
に
成
立
し
た
古
典
作
品
の
総
称
で
あ
る

平
安
時
代
は

仮
名
で
書
か
れ
た
文
学
が
隆
盛
し
た

そ
の

発
展
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
は

古
今
和
歌
集

の
成
立
で
あ
っ
た

勅
撰
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

和
歌
の
文
芸
的
地
位
は
漢
詩
に

匹
敵
す
る
も
の
と
な
る

同
時
に

そ
の
表
記
に
仮
名
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

仮
名
文
学
の
可
能
性
が
拓
か
れ
た

古
今
和
歌

集

編
纂
の
中
心
的
な
人
物
で
あ
っ
た
紀
貫
之
は

土
佐
日
記

も
残
し
て
い
る

こ
の
日
記
も
ま
た
仮
名
で
書
か
れ

漢
文
日
記
に
は

な
い
叙
情
性
を
持
ち

日
記
文
学

と
い
う
新
た
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
創
始
し
た
の
で
あ
っ
た

 

一 

時
代
・
ジ
ャ
ン
ル
・
表
記 

古
典
文
学
史
は

歴
史
的
時
代
区
分
に
沿
う
形
で
編
年
的
に
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い

文
学
で
言
う

中
古

と
は

日
本
史
に
お
け
る
平
安
時
代
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
り

平
安
時
代
に
成
立
し
た
文
学
作
品
を
総
称
し
て

中
古
文

学

も
し
く
は

平
安
文
学

と
言
う

よ
っ
て

年
代
と
し
て
は

桓
武
天

皇
が
平
安
京
を
新
た
な
都
と
定
め
た
延
暦
十
三
年

七
九
四

か
ら

十
二
世
紀

末
に
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
く
ま
で
の

約
四
百
年
の
間
を
指
す

 

こ
の
平
安
時
代
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中

西
暦
一
〇
〇
〇
年
頃
に
誕
生
し
た
の

が

日
本
を
代
表
す
る
古
典
作
品
で
あ
る

源
氏
物
語

で
あ
っ
た

従
っ
て

平
安
文
学
史
は

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
成
立
を

源
氏
物
語

以
前
か

同
時

代
か

そ
れ
以
降
か
と
い
う
視
点
で
一
つ
の
線
上
に
布
置
し
て
い
く
と

大
ま

か
な
時
間
的
な
流
れ
が
理
解
し
や
す
い

 

年
次
的
に
作
品
を
捉
え
て
い
く
の
と
同
時
に

文
学
史
に
お
い
て
は

ジ
ャ

ン
ル

と
い
う
作
品
の
性
質
の
違
い
に
よ
る
区
分
で
の
理
解
が
必
要
と
な
る

た
だ
し

ジ
ャ
ン
ル

と
い
う
文
芸
概
念
が
成
立
し
た
の
は
近
代
に
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
で
あ
り

平
安
文
学
に
そ
れ
を
当
て
は
め
る
と
き
に
無
理
が
生
じ
る

こ
と
も
あ
る

た
と
え
ば

枕
草
子

は
随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
と

さ
れ
る
が

平
安
時
代
に
は

随
筆

と
い
う
語
は
ま
だ
な
い

近
代
的
な
随
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筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
か
ら
遡
っ
て

枕
草
子

に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

性
質
が
見
出
さ
れ
た
が
ゆ
え
に

随
筆

と
見
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
が

正
し
い
理
解
と
な
る

 
し
か
し
な
が
ら

平
安
の
人
々
が

自
分
の
書
く
文
章
に
ま
っ
た
く
分
類
意

識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば

そ
う
で
は
な
い

例
と
し
て

物
語

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う

源
氏
物
語

絵
合
巻
に
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る

 

こ
の
人
々
の
と
り
ど
り
に
論
ず
る
を
聞
こ
し
め
し
て

左
右
と
方
分
か
た

せ
た
ま
ふ

中
略

ま
づ

物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁

に
宇
津
保
の
俊
蔭
を
合
は
せ
て
あ
ら
そ
ふ

	
	
	
	
	

三
七
〇
頁

 

後
宮
の
女
房
た
ち
が
絵
に
つ
い
て
の
論
戦
を
交
わ
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
藤

壺
の
宮
が

左
と
右
に
方
を
分
け

歌
合
を
模
し
た
物
語
絵
合
の
試
み
を
し
た

場
面
で
あ
る

初
に
番
え
ら
れ
た
の
は

竹
取
の
翁

と

宇
津
保
の
俊
蔭

で
あ
っ
た

こ
こ
で
言
う

竹
取
の
翁

と
は

現
存
す
る

竹
取
物
語

の

こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い

注
目
し
た
い
の
は

そ
の

竹
取
物
語

に
対
す
る

説
明
と
し
て

物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親

と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
は

物
語

と
い
う
明
確
な
ジ

ャ
ン
ル
意
識
で
あ
る

出
で
来
は
じ
め

と
い
う
表
現
に
は

物
語

と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
の
始
発
を
定
位
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
見
ら
れ

そ
こ
に

竹
取

物
語

を
置
く
こ
と
は

現
代
に
も
受
け
継
が
れ
る
文
学
史
の
基
礎
的
構
図
と

な
っ
て
い
る

 

さ
ら
に
注
目
し
た
い
こ
と
は

そ
の

物
語

の
始
発
が

書
か
れ
た
文
学

作
品
と
し
て
の

竹
取
物
語

を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

物
語

と
い
う
語
自
体
は

幼
児
の
喃
語
で
の
発
話
ま
で
も
指
し

さ
ま
ざ
ま
に
語
り

伝
え
ら
れ
た
話
を
広
く
包
括
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る

し
か
し

ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
の

物
語

は

あ
く
ま
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て

神
話
や
伝
承
な

ど
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る

 

竹
取
物
語

に
は

そ
の
成
立
の
土
台
と
な
っ
た
民
間
伝
承
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る

し
か
し
な
が
ら

そ
の
よ
う
な

語
ら
れ
た

竹
取
の
翁
の

物
語

は

物
語

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
は
含
ま
れ
な
い

さ
ら
に
広
げ
て
考

え
る
な
ら
ば

同
じ
書
か
れ
た
文
学
で
あ
っ
て
も

日
本
書
紀

古
事
記

風

土
記

に
描
か
れ
る
神
話
と
は

竹
取
物
語

は
区
別
さ
れ
た
存
在
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

先
に

物
語

と
い
う
語
は

幼
児
の

語
り
ま
で
含
む
と
述
べ
た
が

そ
れ
は

語
り
の
信
憑
性
を
問
わ
な
い
こ
と
と

つ
な
が
っ
て
い
く

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の

物
語

も

そ
の
要
素
を
色
濃
く

持
ち

事
の
虚
実
を
問
わ
な
い
自
由
な
内
容
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

そ
れ
は

史
書
と
し
て
の
正
当
性
を
持
つ

日
本
書
紀

な
ど
と
は
根
本
か
ら
性
質
の
違

う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う

 

以
上
の
よ
う
に

物
語

の
始
発
を

竹
取
物
語

と
す
る

源
氏
物
語

の
記
述
か
ら

こ
れ
だ
け
の

物
語

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
定
義
が
読

み
取
れ
る
の
で
あ
る

平
安
時
代
に
も

文
学
の
種
類
に
対
す
る
意
識
は
明
確

に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う

 
さ
て

今
見
て
き
た

日
本
書
紀

な
ど
の
神
話
と

竹
取
物
語

の
性
質

の
違
い
は

表
記
の
違
い
に
も
現
れ
て
い
る

そ
れ
は

漢
字

で
書
か
れ
た

か

仮
名

で
書
か
れ
た
か

と
い
う
点
で
あ
る

仮
名
は

奈
良
時
代
末
頃
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か
ら
発
達
し
て
き
た
と
さ
れ
る

言
う
ま
で
も
な
く

平
安
文
学
の
特
徴
の
一

つ
は

そ
の
仮
名
で
書
か
れ
た
文
学
が
隆
盛
し
た
こ
と
で
あ
り

そ
れ
が

上

代
文
学
と
の
大
き
な
差
異
と
も
な
っ
て
い
る

仮
名
文
学
は

ど
の
よ
う
に
し

て
発
生
し

そ
の
後

発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

仮
名
文
字
の
発
達

に
伴
う
形
で

自
然
と
文
学
作
品
も
仮
名
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

る
の
は
簡
単
だ
が

し
か
し

仮
名
が
発
生
し
て
も
な
お

朝
廷
の
正
式
な
記

録
は
漢
文
で
な
さ
れ
て
い
た
し

男
性
貴
族
た
ち
は
漢
文
日
記
を
つ
け
て
い
た

漢
詩
集
も
編
ま
れ

漢
籍
を
読
み
こ
な
す
こ
と
は
男
性
官
人
に
求
め
ら
れ
る
重

要
な
素
養
の
一
つ
で
あ
っ
た

す
な
わ
ち

漢
字
で
読
み
書
き
す
る
こ
と
は

依
然
と
し
て
正
当
性
を
持
つ
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

そ
の
よ
う
な
中
で

な
お

仮
名
で
文
学
が
成
立
す
る
た
め
に
は

や
は
り
何
ら
か
の
契
機
が
必
要

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

 

そ
の
一
つ
の
重
要
な
契
機
こ
そ
が

古
今
和
歌
集

の
成
立
で
あ
っ
た

 

二 

古
今
和
歌
集

の
意
義 

延
喜
五
年

九
〇
五

四
月

紀
貫
之
・
紀
友
則
・
凡
河
内
躬
恒
・
壬
生
忠

岑
の
四
名
は

時
の
帝
で
あ
っ
た
醍
醐
天
皇
の
下
命
に
よ
り

我
が
国
初
の
勅

撰
和
歌
集
の
撰
進
に
取
り
か
か
る

そ
れ
か
ら
数
年
の
歳
月
を
経
て

全
二
十

巻

総
歌
数
千
百
首
以
上
か
ら
成
る

古
今
和
歌
集

が
完
成
し
た

 

勅
撰

の

勅

は

天
皇
の
命
の
こ
と

歌
集
の
種
類
と
し
て
は

他

に

私
撰
和
歌
集

個
人
で
選
ぶ
歌
集

万
葉
集

は
こ
れ
に
該
当
す
る

私
家
集

個
人
の
歌
集

が
あ
る
が

そ
れ
ら
と
比
べ
て

勅
撰
和
歌
集
は

天
皇
の
権
威
の
下
に
編
纂
さ
れ
る
こ
と
か
ら

そ
の
文
学
的
地
位
は
格
段
に
高

い
も
の
で
あ
っ
た

そ
の
こ
と
は

時
代
は
下
る
が

次
の

平
家
物
語

に

載
る
エ
ピ
ソ

ド
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る

 

薩
摩
守
忠
度
は

い
づ
く
よ
り
や
か
へ
ら
れ
た
り
け
ん

侍
五
騎

童
一

人

わ
が
身
共
に
七
騎
取
ッ
て
返
し

五
条
の
三
位
俊
成
卿
の
宿
所
に
お

は
し
て
見
給
へ
ば

中
略

世
し
づ
ま
り
候
ひ
な
ば

勅
撰
の
御
沙
汰

候
は
ん
ず
ら
む

是
に
候
巻
物
の
う
ち
に
さ
り
ぬ
べ
き
も
の
候
は
ば

一

首
な
り
と
も
御
恩
を
蒙
ッ
て

草
の
陰
に
て
も
う
れ
し
と
存
じ
候
は
ば

遠
き
御
ま
も
り
で
こ
そ
候
は
ん
ず
れ

と
て

日
比
読
み
お
か
れ
た
る
歌

共
の
な
か
に

秀
歌
と
お
ぼ
し
き
を
百
余
首

書
き
あ
つ
め
ら
れ
た
る
巻

物
を

今
は
と
て
う
ッ
た
た
れ
け
る
時

是
を
と
ッ
て
も
た
れ
た
り
し
が

鎧
の
ひ
き
あ
は
せ
よ
り
取
り
い
で
て

俊
成
卿
に
奉
る

 巻
七
・
七
四
頁

 

平
家
が
都
落
ち
す
る
際

忠
度
は

数
名
の
従
者
だ
け
を
連
れ
て
都
に
引
き

返
す

会
い
に
行
っ
た
の
は

藤
原
俊
成
で
あ
っ
た

俊
成
は

七
番
目
の
勅

撰
集
で
あ
る

千
載
和
歌
集

文
治
四
年

一
一
八
八

成
立

の
撰
者
と
な

る
人
物
で
あ
る

自
分
の
歌
を
一
首
で
あ
っ
て
も
勅
撰
集
に
入
れ
て
ほ
し
い
と

い
う
願
い
を
込
め
て

俊
成
に
歌
の
書
か
れ
た
巻
物
を
託
し
た
忠
度
は

草
の

陰
に
て
も

と

こ
の
時
点
で
既
に
自
身
の
死
を
覚
悟
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

 
自
分
の
命
と
引
き
替
え
に
し
て
で
も

勅
撰
集
に
歌
が
載
る
こ
と
に
は
価
値

が
あ
っ
た

そ
れ
ほ
ど
の
重
み
を
持
つ
勅
撰
集
の
基
盤
を
作
っ
た
の
が

古
今

和
歌
集

な
の
で
あ
る

言
い
方
を
替
え
れ
ば

古
今
和
歌
集

の
完
成
度
が

高
か
っ
た
か
ら
こ
そ

の
ち
の
ち
も
勅
撰
集
は
作
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
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平
安
時
代
以
降
も

天
皇
の
権
威
の
浮
沈
や

和
歌
自
体
の
盛
衰
が
あ
り
つ
つ

も

永
享
十
一
年

一
四
三
九

成
立
の

新
続
古
今
和
歌
集

に
至
る
ま
で

二
十
一
の
勅
撰
和
歌
集
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

 
こ
の
よ
う
に

和
歌
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る

古
今
和
歌
集

で
あ
る
が

こ
こ
で

も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

そ
れ
が

仮

名

で
書
か
れ
た
歌
集
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

古
今
和
歌
集

に
先

立
つ
大
規
模
な
歌
集
と
し
て
は

万
葉
集

が
挙
げ
ら
れ

古
今
和
歌
集

の

撰
者
た
ち
も

万
葉
集

に
範
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が

万

葉
集

は
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
お
り

使
わ
れ
て
い
た
の
は
漢
字
で
あ
っ
た

古
今
和
歌
集

も
ま
た

勅
撰

と
い
う
公
的
な
性
質
を
持
つ
歌
集
で
あ
れ

ば
な
お
さ
ら
の
こ
と

漢
字
で
和
歌
表
記
が
な
さ
れ
て
も
当
然
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か

 

古
今
和
歌
集

に
は

仮
名
序

と

真
名
序

と
い
う
二
つ
の
序
文
が

付
さ
れ
て
い
る

和
文
と
漢
文
で

ほ
ぼ
同
内
容
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が

そ
こ
に
は

残
念
な
が
ら

な
ぜ

仮
名

を
選
ん
だ
か
と
い
う
理
由
は
述
べ

ら
れ
て
い
な
い

し
か
し
な
が
ら

そ
の
意
図
は

有
名
な
仮
名
序
冒
頭
文
に

表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

 

や
ま
と
歌
は

人
の
心
を
種
と
し
て

万
の
言
の
葉
と
ぞ
成
れ
り
け
る

世
中
に
在
る
人

事

業

繁
き
も
の
な
れ
ば

心
に
思
ふ
事
を

見
る

も
の

聞
く
も
の
に
付
け
て

言
ひ
出
せ
る
な
り

花
に
鳴
く
鶯

水
に

住
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば

生
き
と
し
生
け
る
も
の

い
づ
れ
か

歌
を
詠

ま
ざ
り
け
る

力
を
も
入
れ
ず
し
て

天
地
を
動
か
し

目
に
見
え
ぬ
鬼

神
を
も
哀
れ
と
思
は
せ

男
女
の
仲
を
も
和
ら
げ

猛
き
武
人
の
心
を
も

慰
む
る
は

歌
な
り

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

四
頁

 

冒
頭
の

や
ま
と
歌

は

真
名
序
で
は

和
歌

と
書
か
れ
る
通
り
の
意

味
な
の
だ
が

な
ぜ

和
歌

で
は
な
く

や
ま
と
歌

と

あ
え
て

や
ま

と

と
い
う
国
名
を
使
っ
た
か
と
言
え
ば

そ
れ
は

か
ら
の
歌

す
な
わ
ち

漢
詩
と
の
対
比
関
係
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る

中
国
の
歌

で
は
な
く

こ
の
日
本
の
歌

と
い
う
主
張
に
こ
そ

日
本
で
発
生
し
た
仮
名

を
使
う
こ
と
の
意
味
も
重
な
っ
て
く
る

 

古
今
和
歌
集

が
編
纂
さ
れ
る
以
前

嵯
峨
天
皇
の
命
に
よ
る

凌
雲
集

弘
仁
五
年

八
一
四

成
立

文
華
秀
麗
集

弘
仁
九
年

八
一
八

成

立

淳
和
天
皇
の
命
に
よ
る

経
国
集

天
長
四
年

八
二
七

成
立

と

い
う

三
つ
の
勅
撰
漢
詩
集
が
編
ま
れ
て
い
た

か
ら
の
歌

で
あ
る
漢
詩
が

勅
撰
と
い
う
形
で
文
学
の
重
要
な
位
置
を
占
め
る
一
方

和
歌
は

古
の
事
を

も

歌
を
も
知
れ
る
人

詠
む
人
多
か
ら
ず

一
三
頁

と
い
う
状
況
で

そ

の
名
聞
え
た
る
人

は
わ
ず
か
ば
か
り
だ
っ
た

こ
こ
で
名
を
挙
げ
ら
れ
る

遍
昭
・
業
平
・
康
秀
・
喜
撰
・
小
町
・
黒
主
の
六
人
を

六
歌
仙

と
呼
ぶ

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て

古
の
事
を
も
忘
れ
じ

古
り
に
し
事
を
も
興
し

給
ふ

一
五
頁

と

万
葉
集

の
時
代
の
よ
う
な
和
歌
復
興
を
企
て
た
の

が

他
で
も
な
い

醍
醐
天
皇
そ
の
人
だ
っ
た

と
仮
名
序
は
語
る

し
か
し

な
が
ら

単
な
る
復
興
で
あ
る
な
ら
ば

そ
れ
こ
そ
万
葉
仮
名
を
用
い
れ
ば
よ

か
っ
た
は
ず
で
あ
る

こ
と
さ
ら
に

や
ま
と
歌

と
言
い

仮
名

を
用
い

た
の
は

や
は
り

撰
者
の
中
で
も
中
心
的
位
置
に
あ
っ
た
紀
貫
之
の
意
図
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か

仮
名
序
は
作
者
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が

貫
之
の
手

に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る

そ
れ
は

次
の
よ
う
な
言
辞
で
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締
め
く
く
ら
れ
る

 

青
柳
の
糸

絶
え
ず

松
の
葉
の

散
り
失
せ
ず
し
て

真
栄
の
葛

長

く
伝
は
り

鳥
の
跡

久
し
く
留
ま
れ
ら
ば

歌
の
様
を
知
り

事
の
心

を
得
た
ら
む
人
は

大
空
の
月
を
見
る
が
ご
と
く
に

古
を
仰
ぎ
て

今

を
恋
ひ
ざ
ら
め
か
も

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

一
七
頁

 

こ
の
歌
集
が
こ
の
先
も
永
く
伝
わ
り
残
れ
ば

和
歌
を
知
る
人
は

万
葉
集

の

古

を
た
た
え
仰
ぎ

こ
の
歌
集
の

今

を
恋
い
慕
う
だ
ろ
う

こ
こ

に

古
今
和
歌
集

と
い
う
名
前
の
由
来
が
あ
る
わ
け
だ
が

古
今
和
歌
集

編
纂
の

今

を

古

と
対
比
的
に
強
調
す
る
そ
の
叙
述
態
度
か
ら
は

単

に

古

に
倣
お
う
と
い
う
姿
勢
の
み
な
ら
ず

今

の
時
代
性
を
積
極
的
に

投
影
し
よ
う
と
い
う
意
欲
こ
そ
を
感
じ
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

仮

名

は

大
和
言
葉
の
音
を
そ
の
ま
ま
に
写
す
も
の
で
あ
り

そ
こ
に

今

を
生
き
る
和
歌
の
息
吹
が
籠
も
る
は
ず
で
あ
る

万
葉
集

に
は
な
い

今

を
切
り
取
る
た
め
に
は

そ
の
表
記
を

今

に
あ
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
っ
た

今

の
こ
と
ば
を

今

の
ま
ま
に
残
す
こ
と

貫
之
が
試
み
た

の
は

い
わ
ば
平
安
の
言
文
一
致
運
動
で
あ
っ
た

 

三 

土
佐
日
記

の
意
義 

さ
て

紀
貫
之
と
言
え
ば

も
う
一
つ
重
要
な
作
品
を
著
し
て
い
る

そ
れ

が

土
佐
日
記

で
あ
る

貫
之
は

延
長
八
年

九
三
〇

か
ら
承
平
四
年

九
三
四

ま
で
の
間

土
佐
国
に
国
司
と
し
て
赴
任
し
て
い
た

そ
の
経
験

を
踏
ま
え

土
佐
か
ら
船
出
し
て
京
へ
帰
る
ま
で
の
五
十
五
日
間
の
旅
日
記
と

し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が

そ
こ
に
書
か
れ
た
出
来
事
す
べ
て
が

必
ず

し
も
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

な
ぜ
な
ら
ば

こ
の
作
品
は
そ
の
大
前
提
と
し
て

虚
構
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

 

男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を

女
も
し
て
み
む

と
て

す
る
な
り

 

三
頁

 

男
も
す
な
る
日
記

と
い
う
の
は

男
性
貴
族
が
書
く
漢
文
日
記
の
こ
と

そ
れ
を

女
も
し
て
み

よ
う
と
言
っ
て
始
ま
る
こ
の
日
記
は

書
き
手
が
女

だ
と
い
う
前
提
で
書
か
れ
て
い
る

女
だ
か
ら
こ
そ
男
の
使
う
漢
字
は
使
え
な

い

だ
か
ら
仮
名
で
書
く
の
だ

と
い
う
一
種
の
弁
明
で
も
あ
る
こ
の
一
文
は

先
の

古
今
和
歌
集

仮
名
序
に
お
け
る

や
ま
と

と

か
ら

古

と

今

と
同
じ
く

男

と

女

と
い
う
対
立
概
念
を
用
い
な
が
ら

仮
名

文
字
を
使
う
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る

逆
に
言
え
ば

男
性
官
人
で
あ

る
貫
之
が

正
々
堂
々
と
仮
名
で
日
記
を
書
く
時
代
性
は

古
今
和
歌
集

編

纂
の
の
ち
に
も

ま
だ
培
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

 

と
ま
れ

和
歌
と
い
う
韻
文
分
野
で
の
仮
名
表
記
の
定
着
に
成
功
し
た
貫
之

は

今
度
は
日
記
と
い
う
散
文
分
野
で
の
仮
名
表
記
に
挑
戦
し
た
わ
け
で
あ
り

土
佐
日
記

と
は

た
ぶ
ん
に
実
験
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

 

も
ち
ろ
ん

土
佐
日
記

成
立
以
前
に

仮
名
の
散
文
作
品
が
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い

先
に
取
り
上
げ
た

竹
取
物
語

は
十
世
紀
前
半

古
今
和
歌

集

と
前
後
す
る
時
期
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

し
か
し

物

語

は

正
当
性
を
保
証
さ
れ
な
い

虚
構
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
自
由
な

語
り
で
あ
る
か
ら
こ
そ

そ
れ
に
対
応
す
る
レ
ベ
ル
の
表
記
と
し
て

も
適
当
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な
も
の
と
し
て

自
然
と
仮
名
が
選
ば
れ
た
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

そ
れ
に
対
し
て

土
佐
日
記

は

男
の
す
な
る

漢
文
日
記
を
明
確
に
意
識

し
な
が
ら

あ
え
て
そ
れ
を
仮
名
日
記
に
ず
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る

そ
れ
は

貫
之
の
思
考
に
お
い
て
は

勅
撰
漢
詩
集
を
意
識
し
な
が
ら
勅
撰
和
歌
集
を
仮

名
で
編
纂
す
る
こ
と
と

な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

す
な
わ
ち

男
性
官
人
の
も
の
す
る
漢
文
日
記
と
同
等
の
価
値
を
仮
名
日
記
に

も
与
え
た
い
と
い
う
意
欲
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

 

実
際
に

土
佐
日
記

は

日
付
や
天
気
を
記
し
て

漢
文
日
記
を
そ
の
ま

ま
和
文
に
う
つ
し
た
よ
う
な
趣
も
持
つ

し
か
し
な
が
ら

結
局

土
佐
日
記

成
立
後
も

男
性
の
日
記
は
漢
文
で
書
か
れ
続
け
た
と
い
う
事
実
か
ら

そ
の

試
み
は
完
全
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

大
前
提
と
し
て

女
も

し
て
み
む

と

書
き
手
を
女
性
に
設
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

男
性
の
漢

文
日
記
を
侵
食
す
る
ほ
ど
の
力
を

こ
の
作
品
に
は
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る

土
佐
日
記

は

と
ま
れ
か
う
ま
れ

疾
く
破
り
て
む

三
三
頁

と
い

う
こ
と
ば
で
終
わ
る

こ
の
言
説
は

偽
装
表
現

新
大
系
・
脚
注

な
ど
と

評
さ
れ
る
が

案
外
の
と
こ
ろ

貫
之
の
本
音
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

 

た
だ
し

土
佐
日
記

に
は

仮
名
で
書
か
れ
た
こ
と
に
よ
り

和
歌
が
取

り
込
ま
れ

言
葉
遊
び
が
用
い
ら
れ

土
佐
で
亡
く
な
っ
た
女
児
を
偲
ぶ
心
象

が
描
か
れ
る

そ
れ
は

漢
文
日
記
に
は
到
底
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
叙
情
性

を
も
た
ら
し
て

単
な
る
記
録
と
し
て
の

日
記

で
は
な
い

日
記
文
学

と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

 

以
降

そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は

ほ
ん
と
う
の
女
性
た
ち
で
あ
り

書

き
手
の
多
く
が
女
性
で
あ
る
と
い
う

平
安
文
学
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴

を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

 

 使
用
テ
キ
ス
ト 

・

古
今
和
歌
集

土
佐
日
記

	
	

新
日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
書
店

 

・

源
氏
物
語

	
	

日
本
古
典
文
学
全
集

小
学
館

 

・

平
家
物
語

	
	

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

小
学
館

 


