
一

■
あ
ら
す
じ
■

は
じ
め
に
平
安
朝
貴
族
の
生
活
と
、
仮
名
、
や
ま
と

絵
の
誕
生
な
ど
、
絵
巻
を
発
達
さ
せ
た
背
景
が
描
か
れ

る
。
今
に
残
る
絵
巻
と
し
て
は
最
も
古
い
「
源
氏
物
語

絵
巻
」
は
、
い
か
に
も
貴
族
が
製
作
し
た
も
の
ら
し
く

耽
美
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
ろ
に
、

対
象
的
に
動
的
な
「
鳥
獣
戯
画
」
が
描
か
れ
て
い
る
・

こ
の
不
思
議
が
こ
の
映
画
の
発
端
に
な
っ
て
い
る
。
源

氏
物
語
絵
巻
が
書
か
れ
た
十
二
世
紀
の
半
ば
に
は
貴
族

の
支
配
力
は
既
に
衰
え
て
お
り
、
京
の
街
に
は
田
楽
の

熱
狂
的
な
流
行
な
ど
も
あ
っ
て
、
最
早
騒
然
た
る
時
代

で
あ
っ
た
。

「
伴
大
納
言
絵
詞
」
は
、
そ
の
貴
族
の
争
い
と
没
落

を
、
そ
れ
に
捲
き
込
ま
れ
る
民
衆
の
は
げ
し
い
動
き
を

ま
じ
え
て
描
い
て
い
る
。
一
方
、
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」

は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
の
自
然
や
庶
民
の
生
活
を

の
び
の
び
と
し
た
筆
で
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い

か
に
も
健
康
で
、
人
情
の
こ
ま
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

発
端
で
暗
示
し
た
貴
族
と
民
衆
の
対
象
が
、
こ
こ
で
は

○
Ｏ

よ
り
客
観
的
に
な
り
、
具
体
的
に
大
き
く
展
開
す
る
。

「
餓
鬼
草
紙
」
「
地
獄
草
紙
」
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る

六
道
絵
巻
は
、
没
落
す
る
貴
族
た
ち
の
心
の
風
景
と
も

見
ら
れ
よ
う
。
ま
た
「
平
治
物
語
絵
巻
」
は
、
戦
乱
の

中
で
武
家
に
権
力
を
奪
わ
れ
て
い
く
貴
族
の
現
実
の
地

獄
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
ド
ラ
マ
は
一
転
し

て
次
の
時
代
を
迎
え
る
。

○

結
び
の
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
は
、
貴
族
の
時
代
が
去

っ
た
鎌
倉
時
代
の
、
民
衆
の
姿
を
随
所
に
垣
間
見
せ
、

ま
た
四
季
折
々
の
情
景
を
、
「
や
ま
と
絵
」
の
伝
統
に

新
た
に
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
宋
時
代
の
山
水
画
の
技

法
を
と
り
入
れ
て
描
い
て
、
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
を

■
解
説
■

平
安
時
代
に
、
そ
れ
ま
で
中
国
一
辺
倒
だ
っ
た
文
化
か
ら
わ
が
国
独
自
の
文
化
が
育
つ
が
、
そ
の
一
つ
に
漢
字
か
ら
仮
名
を
創
り
出
し
た
こ
と
が

あ
り
、
ま
た
身
辺
の
生
活
や
季
節
の
移
り
変
り
を
繊
細
な
筆
づ
か
い
で
描
い
た
「
や
ま
と
絵
」
の
誕
生
が
あ
る
・
こ
の
絵
画
と
文
学
を
綜
合
し
小
型
に

し
た
も
の
が
絵
巻
で
、
室
内
に
慰
象
を
求
め
た
貴
族
の
生
活
の
中
で
世
界
に
も
類
の
な
い
発
達
を
と
げ
た
。
絵
巻
は
、
左
手
で
ひ
ら
き
右
手
で
巻
き

な
が
ら
見
て
い
く
、
平
安
貴
族
が
創
り
出
し
た
昔
の
映
画
だ
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
絵
巻
の
誕
生
は
、
平
安
時
代
で
あ
っ
た
が
、
今
に
残
る
も
の
は
、
平
安
後
期
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
、
末
期
に
か
け
て
の
「
鳥
獣
戯

画
」
、
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
、
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
と
数
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
非
常
な
傑
作
で
あ
る
。
「
餓
鬼
草
紙
」
「
地

獄
草
紙
」
な
ど
は
、
平
安
時
代
の
最
末
期
と
も
鎌
倉
時
代
初
頭
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
は
絵
巻
の
時
代
と
も
い
わ
れ
、
社
寺
縁
起
、
高
僧
伝
、
戦
記
絵
巻
な
ど
が
数
多
く
作
ら
れ
、
ま
た
沢
山
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、

戦
争
を
主
題
と
し
た
「
平
治
物
語
絵
巻
」
や
、
高
僧
伝
の
．
遍
上
人
絵
伝
」
が
代
表
的
な
作
品
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
絵
巻
の
傑
作
を
、
時
代
を
追
っ
て
見
て
い
く
と
、
貴
族
（
古
代
社
会
）
の
崩
壊
と
封
建
時
代
の
は
じ
ま
る
中
世
の
初
頭
の
社
会
を
鮮
か
に

描
き
出
し
て
い
愚
。

平
安
貴
族
が
作
り
出
し
た
絵
巻
と
い
う
形
式
が
、
奇
し
く
も
己
の
没
落
を
大
き
な
ド
ラ
マ
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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影
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■
す
べ
て
国
宝
と
い
う
珍
ら
し
い
映
画
■

尚
、
こ
の
映
画
に
出
て
く
る
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
「
鳥
獣
戯
画
」
「
伴

大
納
言
絵
詞
」
「
餓
鬼
草
紙
・
地
獄
草
紙
」
．
遍
上
人
絵
伝
」
す
べ

て
国
宝
で
あ
り
、
プ
ロ
ロ
オ
グ
の
平
安
貴
族
の
生
活
や
「
や
ま
と
絵
」

を
伝
え
る
「
山
水
屏
風
」
（
神
護
寺
）
も
、
仮
名
の
美
を
見
せ
る
一
元
永
本

古
今
集
」
も
と
も
に
平
安
時
代
の
も
の
で
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

音
楽
も
、
平
安
朝
貴
族
が
生
活
の
中
で
も
愛
好
し
た
催
馬
楽
や
、
民

衆
が
熱
狂
し
た
田
楽
や
念
仏
踊
り
を
民
族
芸
能
に
求
め
る
な
ど
、
特
殊

な
音
楽
効
果
を
目
ざ
し
て
い
る
。

た
た
え
て
い
る
。

こ
れ
が
つ
ぎ
の
時
代
の
床
の
間
や
広
間
を
飾
る
大
き
な

絵
画
へ
と
ひ
き
つ
が
れ
、
さ
ら
に
現
代
に
も
う
け
つ
が
れ

て
い
る
。

映
画
は
こ
の
よ
う
に
個
々
の
絵
巻
の
紹
介
に
と
ど
ま
ら

ず
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
を
材
料
と
し
て
時
代
の
大
き
な
流
れ

を
如
実
に
描
き
出
し
て
い
る
・

だ
か
ら
、
こ
の
映
画
自
体
が
長
大
な
絵
巻
に
な
っ
て
い

る
。
絵
巻
と
映
画
が
非
常
に
似
た
形
式
で
あ
る
こ
と
が
そ

れ
を
助
け
て
い
る
。
映
画
の
作
者
は
、
貴
族
の
没
落
を
テ

ー
マ
に
、
古
代
社
会
の
崩
壊
か
ら
中
世
の
封
建
社
会
が
は

じ
ま
る
激
動
の
時
代
と
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
た
民

衆
の
姿
と
心
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
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