
仲
田
庸
幸
博
士
著
『
平
安
朝
文
学
の
文
芸
的
研
究
』

井

春
　
　
樹

博
士
の
前
著
『
源
氏
物
語
の
文
芸
的
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三

十
七
年
九
月
だ
っ
た
。
そ
こ
で
博
士
は
持
論
で
あ
る
源
氏
物
語
研
究
に
お
け
る

「
非
連
続
の
連
続
」
の
文
芸
観
の
全
貌
を
体
系
的
に
示
さ
れ
、
多
く
の
問
題
を

意
欲
的
に
分
析
し
、
そ
の
方
法
に
よ
る
文
芸
的
意
義
の
成
果
を
鮮
か
に
展
間
さ

れ
た
。
そ
れ
か
．
ら
五
年
、
今
度
は
『
平
安
朝
文
学
の
文
芸
的
研
究
』
を
公
刊
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
源
氏
物
語
ば
か
り
で
は
な
く
、
他
の
作
品
の
研
究
に

も
そ
の
方
法
を
応
用
し
、
先
に
提
唱
し
た
文
芸
論
の
望
適
性
を
も
実
証
さ
れ

た
。
そ
う
い
う
意
味
で
両
著
書
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ

て
博
士
の
文
芸
観
の
発
展
的
経
過
と
空
間
的
広
が
り
と
を
跡
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
う
。

私
に
与
え
ら
れ
た
書
評
と
い
う
重
き
負
担
に
耐
え
る
た
め
、
以
下
内
容
の
紹

介
と
読
後
感
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
烹
め
を
果
し
た
い
ヾ
　
猶
こ
の

書
に
対
し
て
既
に
上
坂
信
男
氏
に
よ
る
書
評
の
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く

（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
四
十
二
年
八
月
号
）
。

内
容
は
前
編
（
十
等
）
と
後
編
（
玉
章
）
　
に
分
た
れ
全
十
五
葦
、
源
氏
物
語

の
文
芸
的
意
義
の
究
明
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
深
い
関
連
を
持
つ
楕
絵

日
記
・
枕
草
子
・
徒
然
草
を
一
元
的
に
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
全
体

を
概
観
で
き
る
よ
う
、
軍
の
項
目
だ
け
あ
げ
て
み
よ
う
。

（
前
編
）
第
〓
阜
涼
氏
物
語
の
暗
さ
の
文
芸
的
忠
魂
　
第
二
欝
再
び
「
源
氏

物
語
の
孤
独
親
の
文
芸
的
悪
戯
」
に
つ
い
て
　
第
三
欝
源
氏
物
語
に
お
け
る

「
ひ
と
わ
ら
へ
」
の
文
芸
的
忠
義
　
第
四
㌍
源
氏
物
語
の
妻
の
班
の
研
究
　
第

五
欝
源
氏
物
語
の
幻
想
性
の
文
芸
的
意
識
　
卯
六
欝
源
氏
物
語
の
自
然
硯
と
詩

情
　
第
七
欝
源
氏
物
語
の
場
面
性
の
文
柵
裏
的
恵
露
　
第
八
岩
沢
氏
物
語
の
構
想

と
邪
葉
巻
の
文
芸
的
意
識
　
第
九
欝
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
の
三
巷
の
問
題
点
と

文
芸
的
恵
義
　
第
十
欝
紫
式
部
の
心
境
の
矛
盾
と
文
芸
　
（
後
編
）
第
十
〓
単
相

蛤
日
記
に
見
る
愛
情
の
特
竹
　
第
十
二
欝
枕
草
子
の
明
る
さ
の
一
考
察
　
第
十

三
皐
枕
草
子
の
愛
情
の
文
芸
的
恵
夷
．
釣
十
四
帯
徒
然
草
に
見
る
女
性
親
の
特

質
　
第
十
五
帯
徒
然
草
の
道
の
王
朝
杜
と
中
世
性

こ
の
よ
う
に
並
べ
て
み
る
と
、
数
多
く
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
源
氏
物
語

の
多
様
性
を
今
吏
な
が
ら
認
識
さ
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
一
つ

一
つ
頁
蟹
に
追
究
さ
れ
た
博
士
の
姿
が
偲
ば
れ
て
く
る
。
設
定
さ
れ
た
い
ず
れ

の
研
究
題
目
を
取
上
げ
て
み
て
も
、
源
氏
物
語
の
文
芸
性
の
木
賓
に
逼
る
に

は
、
誼
要
で
不
可
欠
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
特
に
私
の

個
人
的
興
味
せ
感
興
を
そ
そ
ら
れ
た
数
編
に
つ
い
て
、
少
し
く
述
べ
て
み
た

い
。軍

二
軍
の
孤
独
親
の
問
題
に
再
度
立
向
か
わ
れ
た
甫
接
の
機
縁
は
、
森
岡
博

ー56－



士
の
前
著
に
対
す
る
書
評
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
八
年
二
月
号
）
　
に

応
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
の
孤
独
概
の
追
究
に
お
い
て
、
日
記
や
家

斑
は
軍
一
薄
的
な
参
考
意
見
と
す
る
の
に
対
す
る
反
論
と
、
．
同
じ
く
森
岡
博
士

が
要
望
さ
れ
た
物
語
そ
の
も
の
に
見
ら
れ
る
孤
独
硯
と
を
考
究
さ
れ
た
も
の

だ
。
博
士
に
と
っ
て
、
文
芸
相
乃
至
は
物
語
親
の
租
低
を
な
す
も
の
は
、
皮
々

引
用
さ
れ
る
「
人
生
い
か
に
生
く
べ
く
か
」
の
、
人
間
誰
し
も
当
面
せ
ざ
る
を

得
な
い
主
親
的
内
花
的
な
間
題
を
、
琳
な
る
個
人
の
間
題
と
し
て
で
は
な
く
、

娼
情
を
超
剋
し
て
鮭
路
さ
れ
た
、
そ
の
外
花
的
な
る
鴇
の
の
中
に
文
芸
性
の
木

骨
を
把
録
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
森
間
博
士
や

上
坂
氏
が
生
活
理
論
と
文
芸
理
論
と
を
分
離
す
べ
き
こ
と
を
振
起
さ
れ
た
が
、

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

耕
土
に
と
っ
て
そ
れ
は
木
磐
的
に
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
内
な
る
も
の
と
外

な
る
も
の
と
の
非
辿
続
の
連
続
関
係
に
あ
る
と
の
認
識
の
さ
れ
方
か
と
思
う
。

こ
の
孤
独
硯
の
問
題
も
、
そ
う
い
う
立
現
に
還
元
さ
せ
て
こ
そ
理
研
で
き
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
博
士
の
榊
に
源
氏
物
語
に
限
ら
ず
、
人
間
柏
乃

至
は
人
生
硯
と
も
建
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
論
縞
を
発
表
し
た
後
、
博
士

は
人
間
の
孤
独
を
¶
項
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
い
た
小
説
『
銀
は
さ
び
し
く
』

（
㌫
葉
H
U
昭
和
三
十
九
年
五
月
刊
）
を
山
版
さ
れ
た
。
こ
こ
に
そ
の
「
あ
と

が
き
」
の
一
郎
を
引
川
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
賢
「
H
に
換
え
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
す
る
。

わ
た
く
L
は
、
最
近
、
源
氏
物
語
の
孤
独
1
1
硯
に
つ
い
て
の
論
文
を
招
き

あ
げ
た
。
（
中
略
）
そ
し
て
、
作
新
紫
式
郎
が
、
ど
ん
な
に
さ
び
し
い
人

で
あ
っ
た
か
、
損
氏
物
語
に
は
平
安
朝
の
人
々
が
悩
み
多
く
生
き
て
ゆ

き
、
人
生
が
悪
の
ど
と
く
な
ら
な
い
た
め
に
い
か
に
孤
独
感
に
陥
っ
て
い

っ
た
か
等
に
つ
い
て
、
い
か
に
文
仰
出
仕
川
山
か
に
習
い
た
か
を
、
し
み
じ
み

味
わ
っ
た
。
そ
れ
は
、
只
今
の
苅
い
人
々
や
咋
蹄
の
人
々
の
悩
み
と
も
共

適
す
る
点
が
非
常
に
多
い
。
古
典
は
、
古
く
て
古
び
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
運
命
の
星
を
背
負
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
さ
び
し
く
生
き
て
ゆ

く
の
が
、
古
今
東
西
を
通
じ
て
の
人
生
の
表
の
相
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
本
態
の
「
畳
は
さ
び
し
く
」
と
い
う
題
は
、
只
今
の
若
い
人
々
を
中

心
と
し
て
の
「
人
生
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
を
描
き
出
し
た
内
容
を
象
徴

し
た
つ
も
り
だ
が
、
背
後
に
は
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

ヽ

　

ヽ

第
三
輩
で
は
物
語
に
現
わ
れ
る
「
ひ
と
わ
ら
へ
」
と
い
う
字
眼
を
拠
点
と
し

て
、
文
芸
性
の
本
竹
を
追
究
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
最
も
興
味
の
あ
る
の
は
、
こ

の
語
の
使
用
さ
れ
た
様
相
で
あ
ろ
う
。
正
編
の
得
意
時
代
（
桐
壷
－
花
宴
）
　
に

は
一
例
も
な
く
、
中
年
期
（
拓
標
－
藤
蚕
業
）
以
降
に
見
ら
れ
る
と
い
う
の

だ
。
そ
れ
に
つ
い
て
「
一
般
的
に
言
え
ば
上
界
的
積
極
的
自
己
認
識
に
立
つ
限

り
「
ひ
と
わ
ら
へ
」
を
怖
れ
る
心
境
に
は
な
ら
ず
、
下
降
的
消
極
的
自
己
認
識

に
陥
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
苦
悩
が
わ
く
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
更
に
そ
の

語
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
年
期
の
「
ひ
と
わ
ら
へ
」
に
は
、
楢
ど
こ

か
に
光
明
の
通
路
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
晩
年
期
（
若
菜
上
－
竹
河
）
　
の
そ
れ
は

悲
間
的
な
色
を
帯
び
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
宇
治
十
帖
で
は
、
は
の
心

に
郡
す
中
世
的
浄
土
教
的
光
の
中
に
、
「
ひ
と
わ
ら
へ
」
の
苦
悩
の
過
程
と
超

克
の
描
写
を
見
山
す
と
す
る
。
こ
う
な
る
と
こ
の
語
は
、
単
に
語
学
的
分
析
の

氾
鴫
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
源
氏
物
語
全
存
在
の
構
想
や
時
代
思
潮
の
繋
が

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

り
に
ま
で
発
展
す
受
。
そ
れ
が
文
芸
学
の
在
り
方
で
も
あ
ろ
う
。
貴
重
な
研
究

方
法
の
揖
示
で
も
あ
っ
た
と
思
う
。

第
七
草
の
場
面
性
の
文
芸
的
恵
再
は
、
絵
巻
物
的
な
場
面
を
指
す
の
で
は
な

く
、
椚
想
再
化
の
テ
ー
マ
を
絵
画
化
し
た
揚
合
、
当
然
予
想
さ
れ
る
と
す
る
場

甫
性
の
紺
で
あ
る
。
四
郎
説
・
三
部
説
或
は
起
承
転
結
説
な
ぜ
、
各
構
想
論
に
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お
け
る
基
本
パ
ー
ト
の
場
面
を
一
つ
ず
つ
抽
心
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
こ

れ
は
博
士
の
基
本
的
な
源
氏
物
語
親
の
姿
勢
と
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
の
場
面
と
は
、
四
部
説
で
は
育
年
期
（
雨
夜
の
品
定
め
）
、
中
年
期

（
藤
裏
葉
の
夕
霧
と
雲
居
瞳
の
結
婚
）
、
晩
年
期
（
紫
上
の
死
）
、
宇
治
十
帖

（
浮
舟
再
生
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三
郎
説
と
の
違
い
は
、
中
の
二
つ
が

無
く
て
か
わ
り
に
、
第
二
部
で
若
菜
上
の
柏
木
が
女
三
宮
を
垣
間
見
る
場
面
を

あ
げ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
四
部
説
に
お
け
る
晩
年
用
の
場
面
設
定
で
あ
ろ

う
。
博
士
も
断
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
初
め
紀
要
に
発
表
さ
れ
た
時
は
紫
上

ヽ

　

ヽ

の
死
で
は
な
く
、
若
菜
上
の
柏
木
の
垣
間
見
を
一
応
と
し
て
当
て
て
お
ら
れ

た
。
そ
し
て
「
柏
木
が
女
三
宮
を
垣
間
見
る
と
い
う
の
は
、
女
三
の
官
の
降
嫁

と
そ
れ
に
よ
っ
て
孤
独
感
に
陥
っ
た
紫
の
上
の
光
源
氏
に
対
す
る
妻
の
座
及
び

愛
憎
の
域
を
越
え
て
仏
教
的
傾
斜
に
立
っ
た
こ
と
や
、
柏
木
の
悶
死
や
女
三
の

宮
の
素
を
生
ん
で
後
の
出
家
や
女
三
の
宮
も
紫
の
上
も
失
っ
て
光
源
氏
の
寂
諺

孤
独
に
陥
る
因
等
が
す
べ
て
そ
れ
に
因
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
説
明
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
本
妻
に
収
録
さ
れ
る
際
に
は
「
柏
木
の
垣
間
見
は
光
源
氏

の
晩
年
を
暗
く
憂
愁
に
閉
ざ
す
因
に
は
な
る
が
、
彼
自
身
の
晩
年
の
山
を
示
す

も
の
七
は
な
い
。
（
中
略
）
ま
た
、
垣
間
見
そ
れ
自
身
は
、
光
源
氏
と
は
正
接

関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
面
も
少
し
も
晩
年
ら
し
い
も
の
で
も
な

い
。
」
と
、
前
説
を
訂
正
し
、
紫
上
の
死
を
そ
の
場
面
と
し
て
持
っ
て
来
ら
れ

た
。
博
士
の
光
源
氏
に
よ
る
統
一
的
立
場
か
ら
の
晩
年
期
を
重
視
さ
れ
る
誠
に

お
い
て
は
、
．
そ
れ
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
。
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
前
説

も
全
く
捨
て
が
た
い
気
が
す
る
。
こ
れ
ま
で
諸
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
第
二
部

の
数
多
く
の
論
は
、
い
ず
れ
も
柏
木
と
女
三
宮
の
関
係
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
源
氏
物
語
全
体
か
ら
言
っ
て
も
、
多
く
の
問
題
を
内

包
し
て
い
る
巻
で
あ
り
人
物
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
柏
木
の
垣
間
見
で
な
く
て

も
、
女
三
宮
の
降
嫁
の
偵
式
を
場
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
晩
年
の

表
面
の
栄
花
と
平
和
さ
の
中
に
、
以
後
起
り
来
る
私
め
た
る
人
間
的
苦
悩
と
暗

田
な
る
姿
を
貌
徴
し
て
も
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
と
も
あ
れ
、
晩
年
期
の
皿

婁
な
モ
チ
ー
フ
は
、
女
三
宮
の
降
嫁
が
凶
で
あ
り
、
紫
上
の
死
が
某
で
あ
ろ
う
。

ど
ち
ら
も
必
要
不
可
欠
で
、
等
価
値
的
な
場
面
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に

も
思
う
。
し
か
し
一
構
想
一
場
面
を
一
元
的
に
追
究
さ
れ
、
よ
り
的
婁
な
場
面

を
採
ら
れ
た
博
士
の
立
場
か
ら
は
、
私
の
こ
の
考
え
は
無
理
な
注
文
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。

以
下
ま
だ
第
一
輩
の
「
暗
さ
」
、
一
皮
発
表
し
た
後
、
十
数
年
も
温
め
ら
れ

増
補
さ
れ
た
第
四
事
の
「
宴
の
座
の
研
究
」
、
第
八
輩
の
砦
葉
巻
の
恵
寅
、
更
に

後
編
で
は
第
十
一
輩
の
描
蛤
日
記
の
愛
情
、
そ
の
他
枕
草
子
の
論
縞
な
ど
述
べ

た
い
点
は
多
い
。
し
か
し
一
郎
は
既
に
上
坂
氏
が
ぴ
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
紙
幅
の
都
合
上
も
あ
っ
て
す
べ
て
割
愛
す
る
。

全
紙
通
読
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
問
題
追
究
に
現
駅
で
あ
る
こ
と
、
更
に
問

題
に
応
じ
た
研
究
方
法
を
運
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
私
通
後
学
の
益
す
る

と
こ
ろ
大
で
あ
る
こ
と
は
今
更
多
言
を
婁
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
安
文
学
に
関

す
る
純
粋
文
芸
学
的
研
究
論
稿
の
少
な
い
昨
今
、
研
究
史
上
要
望
な
成
果
を
手

に
し
得
た
こ
と
を
古
び
と
し
た
い
。

私
の
浅
学
に
よ
っ
て
、
読
解
上
或
は
重
大
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
こ
と
を
怖
れ
る
。
私
の
恩
師
と
し
て
、
ま
た
学
者
と
し
て
敬
鼓
す
る
博
士

の
細
論
稿
を
常
々
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
述
べ
る
こ
と
の
少
な
き
を
お

詑
び
申
し
あ
げ
る
。
今
後
と
も
文
芸
論
の
体
系
化
を
一
層
押
し
進
め
て
い
た
だ

け
る
こ
と
を
、
切
に
望
む
次
第
で
あ
る
。
（
昭
和
四
十
二
年
一
月
三
十
一
日

刊
、
A
5
判
五
三
八
ペ
ー
ジ
　
四
三
〇
〇
円
　
風
間
び
房
）
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