
1 序にかえて

序
に
か
え
て

本
書
は
、
平
安
文
学
に
お
け
る
人
物
に
つ
い
て
、
史
実
を
踏
ま
え
て
、
あ
る
い
は
、
史
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
諸
資
料
を
参
照
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
漢
文
で
書
か
れ
た
歴
史
書
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
資
料
（
以

下
、
史
料
と
表
記
す
る
）
は
も
ち
ろ
ん
、『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
な
ど
の
歴
史
物
語
、
私
家
集
を
は
じ
め
と
す
る
歌
集
類
な
ど
も

含
ま
れ
る
。
私
家
集
は
、
文
学
作
品
と
し
て
研
究
対
象
で
あ
る
と
と
も
に
、
重
要
な
資
料
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
資
料
と
し
て
の
歌

集
類
の
価
値
は
、
史
料
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
史
料
に
残
ら
な
か
っ
た
、
当
時
の
〈
生
〉
の
声
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料

で
あ
る
。

平
安
期
の
女
房
文
学
の
な
か
で
、『
枕
草
子
』
は
一
際
輝
い
て
い
る
。
当
意
即
妙
を
得
意
と
し
、
男
性
貴
族
と
も
才
知
あ
る
や
り

と
り
を
す
る
清
少
納
言
。
そ
の
清
少
納
言
が
心
酔
し
た
中
宮
定
子
。
そ
し
て
、
華
や
か
な
衣
装
描
写
。『
枕
草
子
』
に
は
、
魅
力
溢

れ
る
女
あ
る
じ
を
中
心
に
、
才
気
あ
る
女
房
、
男
性
貴
族
に
よ
る
、
知
的
か
つ
雅
な
宮
廷
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
華
や
か
に
見
え
る
定
子
の
周
辺
が
決
し
て
安
穏
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
、『
無
名
草
子
』
が
、

「
そ
の
『
枕
草
子
』
こ
そ
、
心
の
ほ
ど
見
え
て
、
い
と
を
か
し
う
は
べ
れ
。
さ
ば
か
り
を
か
し
く
も
、
あ
は
れ
に
も
、
い
み
じ
く
も
、

め
で
た
く
も
あ
る
こ
と
ど
も
、
残
ら
ず
書
き
記
し
た
る
中
に
、
宮
の
、
め
で
た
く
、
盛
り
に
、
時
め
か
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
ば
か
り
を
、

身
の
毛
も
立
つ
ば
か
り
書
き
出
で
て
、
関
白
殿
失
せ
さ
せ
た
ま
ひ
、
内
大
臣
流
さ
れ
た
ま
ひ
な
ど
せ
し
ほ
ど
の
衰
へ
を
ば
、
か
け
て

も
言
ひ
出
で
ぬ
ほ
ど
の
い
み
じ
き
心
ば
せ
な
り
け
む
」（
二
六
七
～
二
六
八
頁
）
と
記
し
た
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
に
は
、
一
見
、
中

関
白
家
の
衰
え
が
記
さ
れ
な
い
。
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か
つ
て
は
、
こ
の
こ
と
が
清
少
納
言
の
人
間
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
日
記
的
章
段
の
研
究
は
、

三
田
村
雅
子
氏
が
、
明
る
い
章
段
に
あ
っ
て
も
底
流
に
「
あ
は
れ
」
を
読
み
取
っ
た
こ
と
や
）
（
（

、
原
岡
文
子
氏
が
、
定
子
不
遇
時
の
章

段
の
方
が
「
笑
い
」
が
多
く
描
か
れ
る
こ
と
と
「
を
か
し
」
の
世
界
の
構
築
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
）
（
（

を
踏
ま
え
て
進
め

ら
れ
て
い
る
。
史
実
と
し
て
の
不
遇
の
定
子
と
、
作
品
か
ら
う
か
が
え
る
華
や
か
な
雰
囲
気
と
の
間
に
は
、
あ
る
程
度
の
距
離
が
感

じ
ら
れ
る
た
め
、
そ
こ
に
清
少
納
言
の
取
捨
選
択
や
執
筆
意
識
を
読
み
取
る
必
要
は
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、『
枕
草
子
』
の
描
写
に
、

ど
こ
ま
で
清
少
納
言
の
作
為
を
想
定
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、『
枕
草
子
』
に
記
さ
れ
た
男
性
に
つ
い
て
、

登
場
の
「
場
」
と
「
質
」、
清
少
納
言
と
の
関
わ
り
の
あ
る
男
性
貴
族
の
層
、
そ
し
て
執
筆
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
第
一
編

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
在
人
物
を
調
査
し
て
い
る
と
、
作
者
や
編
者
の
立
場
や
視
点
に
よ
る
描
写
の
偏
り
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、『
枕

草
子
』
で
は
、
あ
れ
ほ
ど
魅
力
溢
れ
る
中
宮
と
し
て
記
さ
れ
る
定
子
だ
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
「
あ
は
れ
」
が
強
調
さ
れ
、『
大

鏡
』
で
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
い
。
作
者
や
編
者
の
立
場
や
視
点
が
変
わ
れ
ば
、
描
写
が
変
わ
る
の
は
当
然
だ
が
、
も
し
、『
枕
草

子
』
と
い
う
作
品
が
現
存
し
な
か
っ
た
ら
、
定
子
に
対
す
る
評
価
や
印
象
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
で
あ
る
。
同
時
代
に
成
立
し
て
も
、
立
場
や
視
点
が
変
わ
れ
ば
、
描
写
や
評
価
は
変
わ
る
の
で
あ
り
、
ま
し
て
、
歴
史
が
定

ま
っ
た
後
代
か
ら
歴
史
を
振
り
返
っ
て
記
し
た
評
価
や
描
写
と
、
当
代
の
評
価
と
の
間
に
は
、
か
な
り
大
き
な
隔
た
り
が
想
定
さ
れ

る
。
後
代
の
評
価
で
記
さ
れ
た
作
品
や
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
評
価
や
理
解
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
今
ま
で
見

落
と
し
て
い
た
も
の
や
、
新
た
な
読
み
が
提
示
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
時
代
の
評
価
を
探
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
歌

集
、
特
に
私
家
集
に
目
を
向
け
た
。
自
撰
他
撰
の
別
や
、
編
纂
と
い
う
行
為
を
経
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
、
私
家
集
は
当
時

の
〈
生
〉
の
声
を
か
な
り
伝
え
て
い
る
。
歌
集
に
も
散
佚
歌
集
は
多
く
あ
る
か
ら
、
現
在
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
と
い
う
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縛
り
が
あ
る
と
は
い
え
、
私
家
集
の
持
つ
幅
広
い
資
料
性
は
、
決
し
て
史
料
に
引
け
を
取
ら
な
い
。
近
時
、
私
家
集
は
多
く
の
注
釈

書
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
私
家
集
に
記
さ
れ
る
人
物
や
事
柄
を
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
複
数
の
私
家

集
に
名
が
記
さ
れ
な
が
ら
、
ま
と
ま
っ
た
作
品
や
資
料
と
し
て
残
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
い
ま
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
や
研
究
が

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
媓
子
の
文
化
圏
の
存
在
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
、
そ
の
人
物
や
文
化
圏
が
ど
の
よ
う
な
存
在
感
を

有
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
私
家
集
を
中
心
に
諸
資
料
を
調
査
し
た
の
が
第
二
編

で
あ
る
。
歴
史
物
語
と
の
比
較
対
照
が
可
能
な
こ
と
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
村
上
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
あ
た
り
ま
で
を
調
査
考
察
の
対

象
と
し
た
。
な
か
で
も
、
和
田
律
子
氏
が
牽
引
し
て
き
た
頼
通
の
文
化
世
界
の
研
究
）
（
（

は
、
近
時
と
く
に
盛
ん
で
、
本
書
第
二
編
も
、

頼
通
が
摂
関
だ
っ
た
時
期
の
文
化
圏
の
考
察
が
多
い
。

な
お
、
本
書
で
は
、
一
人
の
貴
顕
人
物
を
中
心
と
し
て
、
仕
え
る
女
房
や
そ
こ
に
集
う
男
性
に
よ
る
、
文
化
的
文
学
的
営
為
と
そ

の
発
信
が
認
め
ら
れ
る
交
流
の
場
を
表
現
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、「
文
化
圏
」
を
使
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な
〈
場
〉
を
表
す
こ
と
ば

と
し
て
、
現
在
ま
で
、「
文
化
圏
」「
サ
ロ
ン
」「
小
世
界
」
な
ど
が
使
わ
れ
て
お
り
、
統
一
を
み
な
い
。
よ
り
大
き
な
領
域
を
指
す

意
か
と
考
え
る
「
文
化
世
界
」
の
用
語
も
あ
る
。「
文
化
圏
」
は
普
通
名
詞
だ
が
、
平
安
文
学
の
研
究
、
特
に
和
歌
研
究
に
お
い
て

は
、
あ
る
人
物
を
中
心
と
し
た
、
文
学
的
な
、
あ
る
い
は
、
文
化
的
な
も
の
も
含
め
た
、
活
動
や
交
流
の
〈
場
〉
と
し
て
も
使
わ
れ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
で
は
、
文
学
も
含
め
た
、
文
化
的
営
為
の
場
と
し
て
、「
文
化
圏
」
と
し
た
。

文
化
圏
の
女
あ
る
じ
と
し
て
代
表
的
な
の
は
、
中
宮
定
子
だ
ろ
う
。
清
水
好
子
氏
が
、
定
子
を
「
宮
廷
文
化
を
創
る
人
」
と
評
し

た
）
（
（

よ
う
に
、『
枕
草
子
』
に
は
、
定
子
の
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
（
花
を
瓶
に
挿
し
て
観
賞
し
た
り
〈
二
〇
段
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」〉、

雪
山
を
作
ら
せ
た
り
〈
八
三
段
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」〉、
五
節
の
舞
姫
の
か
し
づ
き
の
衣
装
を
統
一
し
た
り
〈
八
六
段
「
宮
の

五
節
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
」〉
な
ど
）
が
記
さ
れ
る
）
（
（

。
桜
を
瓶
に
挿
し
て
観
賞
し
た
こ
と
は
、『
古
今
集
』（
巻
一
・
春
上
・
五
二
）
の
良
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房
の
歌
を
意
識
し
て
〈
場
〉
を
設
定
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
女
房
に
詠
歌
を
求
め
、
定
子
の
「
語
り
」
へ
と
続
く
。

そ
う
し
た
、
文
化
の
継
承
と
発
展
、
あ
る
い
は
創
造
に
関
わ
る
営
為
は
、
質
の
問
題
や
規
模
の
大
小
は
あ
る
に
し
て
も
、
貴
顕
人
物

を
中
心
と
し
た
〈
場
〉
で
は
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
貴
顕
女
性
を
中
心
と
す
る
場
合
、
貴
顕
男
性
を
中
心
と
す
る
場
合

と
比
べ
て
、
出
入
り
す
る
人
物
や
、
統
率
あ
る
い
は
関
係
す
る
分
野
が
限
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
貴
顕
人
物
の
社
会
的
立
場
、
資

質
、
嗜
好
、
さ
ら
に
、
仕
え
る
女
房
の
得
意
分
野
に
よ
っ
て
、
貴
顕
人
物
を
中
心
と
し
た
〈
場
〉
で
は
、
文
学
的
な
営
為
の
み
な
ら

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
な
営
為
が
、
日
常
的
に
も
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
に
は
、
あ
る
程
度
の

独
自
性
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
漢
詩
文
の
知
識
も
利
用
す
る
定
子
の
文
化
圏
、
音
楽
に
関
す
る
記
述
が
比
較
的
多
く
残
る
延

子
の
文
化
圏
、
な
ど
、
で
あ
る
。
多
く
の
平
安
文
学
は
、
文
化
圏
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
享
受
さ
れ
て
き
た
。
文

化
圏
の
考
察
を
積
み
重
ね
る
こ
と
は
、
平
安
文
学
の
研
究
に
益
す
る
と
考
え
る
。

な
お
、
貴
顕
女
性
を
中
心
と
し
た
、
女
房
の
関
わ
る
文
化
的
文
学
的
な
営
み
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
諸
井
彩
子
氏
の
近
著
）
（
（

（
氏
は
「
サ
ロ
ン
」
と
表
現
す
る
）
や
、
彰
子
の
文
化
圏
の
論
集
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
）
（
（

も
触
れ
て
お
く
。

『
枕
草
子
』
は
、
定
子
の
文
化
圏
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
人
物
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
、

文
化
圏
を
考
察
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
史
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
実
在
人
物
を
中
心
に
調
査
考
察
を
お
こ
な
っ
て

き
た
が
、
人
物
や
史
実
に
興
味
を
持
ち
な
が
ら
作
り
物
語
を
読
む
と
、
登
場
人
物
の
描
写
や
役
割
と
、
実
在
人
物
あ
る
い
は
史
実
と

の
関
わ
り
が
気
に
な
る
。
作
り
物
語
は
虚
構
の
物
語
で
は
あ
る
も
の
の
、
古
く
か
ら
准
拠
論
が
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
と
の
密
接
な
関

わ
り
を
持
つ
。
本
書
は
准
拠
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
実
在
人
物
、
あ
る
い
は
史
実
は
、
作
り
物
語
の
登
場
人
物
の
描

写
に
影
を
落
と
し
て
い
る
。
実
在
人
物
や
史
実
を
意
識
し
つ
つ
、
作
り
物
語
の
登
場
人
物
の
描
写
や
役
割
に
つ
い
て
、
調
査
考
察
し

た
の
が
第
三
編
で
あ
る
。


