
中
世
和
文
体
の
特
色
に
つ
い
て

－
擬
古
文
の
敬
語
を
中
心
に
－

勝

山

幸

人

中
世
王
朝
物
語
の
表
現
を
文
章
史
の
観
点
か
ら
捕
捉
す
る
と
、

一
言
で
言
え
ば
、
平
安
中
期
の
和
文
体
に
擬
え
よ
う
と
し
た
擬
古

文
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
擬
古
文
と
は
も
と
も
と

江
戸
時
代
の
国
学
者
が
、
そ
の
和
文
体
に
文
章
と
し
て
の
模
範
を

見
出
し
て
作
り
上
げ
た
知
的
文
体
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う

意
味
で
な
ら
、
王
朝
風
を
装
お
う
と
し
た
中
世
王
朝
物
語
も
ま
た

擬
古
文
で
あ
る
と
言
っ
て
間
違
い
で
は
な
い
。
日
常
の
話
し
言
葉

を
も
と
に
し
て
流
麗
な
平
仮
名
を
使
い
、
自
由
に
創
作
で
き
た
時

代
と
違
っ
て
、
鎌
倉
時
代
の
物
語
作
家
た
ち
は
、
中
古
の
語
彙
や

語
法
を
知
識
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
養
と
し
て
身
に
つ
け
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
模
倣
で
あ
る
が
故
の
歪
曲

も
誤
解
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
歪
曲
さ
れ
た
用
例
を
い
ち
い
ち

挙
げ
て
、
そ
れ
ら
を
否
定
的
に
云
々
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
意
味

を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
我
々
の
関
心
は
、
文
語
と
化
し

て
命
脈
を
保
っ
て
い
た
平
安
中
期
の
和
文
体
の
、
特
に
そ
の
文
章

様
式
の
骨
格
を
な
す
敬
語
表
現
が
個
々
の
作
品
中
に
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
と
言
う
点
に
向
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
和
文
体
を
歴
史
的
に
観
た
場
合
の
中
世
の
文
語
研

究
　
－
　
そ
の
各
論
と
し
て
の
擬
古
文
の
特
色
と
も
呼
び
う
る
も
の

で
あ
る
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
中
世
王
朝
物
語
の
文
章
を
読
ん
で
い
て
気

が
つ
く
こ
と
だ
が
、
中
古
の
語
彙
や
表
現
の
持
つ
細
か
い
意
味
と



か
用
法
差
と
か
が
失
な
わ
れ
、
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
二
言
で
言
え
ば
、

表
現
の
平
均
化
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
尊
敬
語
の
「
御
覧
ず
」
「
見
給
ふ
」
、
「
思
す
」
「
思
し

召
す
」
「
思
ひ
給
ふ
」
「
思
は
せ
給
ふ
」
、
「
宣
ふ
」
「
宣
は
す
」
、
「
お

は
す
」
「
い
ま
す
が
り
」
「
お
は
し
ま
す
」
、
そ
れ
に
補
助
動
詞
の
「
給

ふ
」
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」
　
－
　
こ
れ
ら
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
だ
尊
敬
表
現
は
、
登
場
人
物
相
互
の
序
列
関
係
等
に
よ
っ
て
微

妙
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
擬
古
文
に
お
い
て
は
、

そ
の
用
法
上
の
差
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
っ
た
く
同
一
人
物

の
同
じ
場
面
で
あ
っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
尊
敬
表
現
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
同
じ
程
度
の
敬
語
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。謙

譲
語
に
し
て
も
、
補
助
動
詞
「
奉
る
」
と
「
聞
こ
ゆ
」
に
認

め
ら
れ
た
上
接
語
と
の
親
疎
関
係
で
の
対
立
　
－
　
例
え
ば
「
見
る
」

「
聞
く
」
な
ど
の
直
接
的
な
動
作
を
含
む
知
覚
動
詞
や
助
動
詞

「
る
」
「
ら
る
」
「
す
」
「
さ
す
」
は
「
奉
る
」
が
、
「
見
る
」
「
頼
む
」

「
語
る
」
な
ど
の
精
神
活
動
を
表
わ
す
動
詞
に
は
「
聞
こ
ゆ
」
が

っ
く
と
言
っ
た
、
中
古
語
一
般
に
見
ら
れ
る
特
性
は
指
摘
で
き
な

い
。
「
聞
こ
ゆ
」
に
対
す
る
最
高
敬
語
「
聞
こ
え
さ
す
」
も
同
じ
程

度
の
敬
語
と
言
う
べ
く
平
均
化
し
て
い
て
、
そ
の
差
は
な
い
も
の

と
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
苔
の
衣
』
の
若
宮
を
残
し
て
中
君
が

他
界
す
る
場
面
の
、

っ
い
に
消
へ
は
て
給
ひ
ぬ
れ
ば
尼
君
ぞ
よ
ろ
づ
に
泣
く
ノ
＼

後
の
事
な
ん
ど
も
扮
覇
司
け
る
。
若
宮
の
か
ゝ
る
所
に

お
は
す
を
、
「
い
か
に
せ
ま
し
」
と
い
た
は
し
く
風
勢
拙
ど
、

囲
い
矧
石
動
べ
き
方
も
な
け
れ
ば
、
恭
け
な
く
な
が
ら
、
か

く
て
扱
い
奉
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
苔
の
衣
』
四
）

が
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
を
見
る
限
り
、
「
奉
る
」
と
「
聞
こ

ゆ
」
に
つ
い
て
対
立
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
と
言
う
問
題
で
は
も

は
や
な
く
、
単
に
交
互
に
使
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

「
申
す
」
は
動
作
の
客
体
に
対
し
て
敬
意
が
向
け
ら
れ
る
謙
譲

語
と
言
う
よ
り
、
聞
き
手
の
支
配
下
に
入
っ
て
謹
ん
で
申
し
上
げ

る
格
式
ぼ
っ
た
、
文
字
通
り
謙
譲
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
語
で
あ
っ

た
。
中
世
王
朝
物
語
で
も
こ
の
「
申
す
」
は
頻
出
す
る
敬
語
の
一

っ
だ
が
、
そ
う
し
た
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
取
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
「
申
す
」
　
の
多
く
は
、
地
の
文
に
お
い
て
、

母
宮
、
〔
中
納
言
二
〕
剰
到
れ
け
れ
ば
、
「
我
な
か
ら
ん
跡
ま

で
も
：
」
と
利
到
れ
け
れ
ば
、
　
（
『
住
吉
物
語
』
二
九
五
）

大
納
言
、
〔
大
将
二
〕
剰
到
れ
け
る
は
、
「
申
出
づ
る
に
つ
け

て
…
」
と
副
到
れ
け
れ
ば
、
　
（
『
住
吉
物
語
』
三
四
五
）

な
ど
、
「
申
さ
れ
け
る
は
」
「
申
さ
れ
け
れ
ば
」
と
言
う
、
独
特
の

形
式
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
。
会
話
が
相
互
に
緊
密
に
絡
み
合
う

こ
と
は
な
い
ば
か
り
か
、
極
端
な
場
合
に
は
「
申
す
」
の
「
言
う
」

意
味
だ
け
を
残
し
て
お
い
て
、
敬
意
の
方
向
は
聞
き
手
か
ら
動
作

の
主
体
へ
と
転
換
さ
れ
る
場
合
す
ら
あ
り
え
る
。
二
番
目
に
挙
げ

た
の
が
そ
の
い
い
例
で
あ
ろ
う
。
身
分
の
上
の
大
納
言
が
格
下
の

大
将
に
「
申
す
」
と
言
っ
て
、
そ
の
大
納
言
に
は
最
低
敬
語
の
助

動
詞
「
る
」
　
で
済
ま
せ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
歪
曲

に
他
な
ら
な
い
。
結
局
、
擬
古
文
の
　
「
申
さ
る
」
　
は
　
「
宣
ふ
」
　
や

「
宣
は
す
」
　
と
共
に
同
じ
程
度
の
敬
語
と
な
っ
て
平
均
化
し
て
ゆ

く
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

概
ね
十
一
世
紀
後
半
を
境
に
そ
の
地
位
を
「
参
ら
す
」
に
譲
り
、

急
速
に
衰
退
し
て
ゆ
く
「
聞
こ
ゆ
」
「
聞
こ
え
さ
す
」
を
積
極
的
に

取
り
込
も
う
と
す
る
点
で
平
安
中
期
の
雰
囲
気
は
よ
く
出
て
い
る

と
言
え
る
が
、
一
方
「
奉
る
」
「
聞
こ
ゆ
」
「
聞
こ
え
さ
す
」
「
申
す
」

が
平
均
化
し
て
ゆ
く
姿
は
、
擬
古
文
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

語
彙
や
表
現
を
取
り
込
む
際
の
擬
え
方
が
形
式
的
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
く
、
実
際
の
用
例
を
検
討
す
る
と
平
安
中
期
の
そ
れ
と
は

ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
語
彙
の
意
味
を
曲

解
し
た
り
、
「
こ
そ
」
　
の
な
い
己
然
形
結
び
を
呈
し
た
り
と
言
う
、

か
つ
て
物
語
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
歪
曲
の

大
半
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
形
式
化
に
属
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

特
に
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
の
一
つ
は
、
「
御
覧
じ
給
ふ
」
「
仰

せ
ら
れ
給
ふ
」
「
お
は
し
給
ふ
」
「
思
し
給
ふ
」
「
遣
は
し
給
ふ
」
「
聞

こ
え
奉
る
」
　
「
侍
り
候
ふ
」
な
ど
の
二
重
の
敬
語
表
現
で
あ
る
。
例

は
、

「
〔
帝
ハ
〕
さ
り
と
も
お
ろ
か
に
は
も
て
な
さ
せ
お
は
し
ま
さ

じ
と
心
安
く
思
ひ
侍
り
候
ふ
。
」
　
　
　
　
（
『
苔
の
衣
』
　
二
）

「
こ
の
こ
と
を
『
か
く
』
と
矧
ヨ
ガ
萄
射
て
も
か
ひ
あ
る
べ

き
こ
と
な
ら
ず
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
苔
の
衣
』
　
二
）

い
づ
方
へ
行
く
ら
ん
と
夢
路
に
ま
ど
ふ
心
地
し
て
お
は
し
着

引
矧
対
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
し
の
び
ね
』
上
）

三

と
こ
ろ
で
、
こ
の
平
均
化
に
対
し
て
形
式
的
、
つ
ま
り
中
古
の

北
の
方
も
お
は
し
て
思
し
給
ふ
に
も
、
　
（
『
小
夜
衣
』
中
）

等
、
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
確
か
に
　
『
源
氏

物
語
』
　
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
〔
右
近
、
私
ハ
〕
か
く
あ
や
し
き
身
な
れ
ど
、
た
ゞ
今
の
大

殿
　
（
＝
源
氏
）
　
に
な
む
候
ひ
侍
れ
ば
、



（
『
源
氏
』
　
玉
等
）

〔
浮
舟
ハ
〕
な
か
な
か
言
ふ
か
ひ
な
き
様
を
見
え
矧
石
丸
劉

ら
ん
は
な
ほ
い
と
つ
つ
ま
し
く
ぞ
あ
り
け
る
。

（
『
源
氏
』
　
手
習
）

し
か
し
、
前
の
例
の
「
候
ふ
」
は
謙
譲
語
「
伺
候
す
る
」
の
意
で
、

そ
れ
を
「
侍
り
」
が
補
助
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
擬
古
文
の

そ
れ
と
は
違
う
。
後
の
「
聞
こ
ゆ
」
も
本
動
詞
「
聞
か
れ
る
」
な

い
し
は
「
聞
か
せ
る
」
の
意
で
、
直
上
の
「
見
ら
れ
る
」
「
見
せ
る
」

意
の
「
見
ゆ
」
と
併
せ
て
「
奉
る
」
が
補
助
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ

て
、
こ
れ
も
擬
古
文
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、

〔
春
宮
ハ
藤
壷
ノ
退
出
ヲ
〕
恨
め
し
げ
に
思
し
た
れ
ど
、
さ

す
が
に
え
慕
ひ
聞
こ
え
給
は
ぬ
を
い
と
あ
は
れ
と
見
萄
列
間

幻
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
』
榊
）

と
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
聞
こ
ゆ
」
は
本
動
詞
「
申
し
上
げ
る
」
意

で
、
「
あ
は
れ
と
」
お
見
上
げ
し
、
ま
た
そ
の
由
を
実
際
に
申
し
上

げ
も
し
た
と
言
う
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
擬
古
文
の
そ
れ

と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
今
こ
う
し
た
中
世
の

二
重
の
敬
語
表
現
を
桜
井
光
昭
は
「
雅
語
」
と
呼
ん
で
本
来
の
敬

語
と
は
区
別
す
べ
き
こ
と
を
言
い
、
ま
た
根
来
司
は
「
過
当
」
と

言
う
言
葉
を
用
い
て
、
鎌
倉
時
代
の
文
語
の
最
も
特
徴
あ
る
敬
語

表
現
と
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
敬
語
を
重

ね
た
か
ら
と
言
っ
て
も
敬
意
が
そ
れ
だ
け
強
ま
る
わ
け
で
な
く
、

鎌
倉
時
代
の
物
語
作
家
た
ち
は
中
古
の
敬
語
を
大
雑
把
に
理
解
し

て
い
て
、
こ
れ
を
形
式
的
に
並
べ
る
こ
と
で
そ
の
雰
囲
気
を
出
そ

う
と
し
た
結
果
が
こ
う
し
た
例
を
生
ん
だ
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ

る
。

四

形
式
的
に
関
し
て
も
う
一
つ
言
う
べ
き
こ
と
は
、
何
と
言
っ
て

も
補
助
動
詞
「
給
ふ
」
が
頻
繁
に
と
言
う
か
、
も
は
や
乱
用
に
近

い
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
」

は
、
一
方
で
敬
意
を
増
し
た
最
高
敬
語
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」

を
作
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。
既
に
述

べ
た
通
り
、
平
均
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
『
住
吉
物
語
』

の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
物
語
の
全
般
に
わ
た
っ
て
登
場

す
る
女
主
人
公
た
る
姫
君
が
侍
従
一
人
を
残
し
て
帰
邸
し
ょ
う
と

す
る
場
面
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
が
、

侍
従
を
ば
置
き
て
帰
ら
吋
矧
封
べ
き
よ
し
聞
こ
ゆ
れ
ば
帰
り

矧
叫
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
（
『
住
吉
物
語
』
三
二
）

と
あ
る
。
ま
っ
た
く
同
一
人
物
の
同
じ
文
中
で
あ
り
な
が
ら
「
給

ふ
」
「
せ
給
ふ
」
が
共
起
し
て
い
る
姿
は
何
と
言
っ
て
も
興
味
深
い
。

も
う
一
つ
、
姫
君
と
同
じ
く
、
男
主
人
公
と
呼
ば
れ
る
少
将
も
時

折
、
日
警
同
敬
語
の
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
る
こ
と

の
あ
る
人
物
だ
が
、
極
端
な
場
合
に
は
少
将
に
対
し
て
ま
っ
た
く

敬
語
が
つ
か
な
い
例
す
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

少
将
、
そ
の
夜
対
に
習
、
兵
衛
の
佐
と
い
ふ
女
し
て
侍

従
を
尋
ね
さ
す
れ
ば
音
も
せ
ず
。

〔
佐
ハ
〕
姫
君
の
御
跡
に
臥

し
た
る
か
と
凡
帳
を
見
る
に
、
姫
君
も
お
は
せ
ざ
り
け
り
。

う
ち
騒
ぎ
て
人
々
に
尋
ね
さ
せ
け
れ
ど
も
見
え
さ
せ
給
は
ざ

り
け
れ
ば
、
「
あ
や
し
」
　
と
思
ひ
け
り
。

（
『
住
吉
物
語
』
　
三
二
五
）

こ
の
例
で
は
、
姫
君
に
は
「
お
は
す
」
「
さ
せ
給
ふ
」
と
あ
っ
て
も

少
将
に
は
敬
語
が
一
つ
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
無
敬
語
か
ら
最

高
敬
語
ま
で
、
も
は
や
待
遇
意
識
と
言
う
か
、
敬
意
の
軽
い
・
重

い
と
言
っ
た
認
識
は
な
か
っ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
「
給
ふ
」
と
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」
が
平
均
化
す
る
の

と
並
行
し
て
、
会
話
文
の
「
思
ふ
」
「
見
る
」
「
聞
く
」
に
つ
く
話

し
手
の
謙
譲
、
そ
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
る
」
　
（
下
二
段
）
と
の
用
法

差
は
歪
曲
さ
れ
、
平
安
中
期
の
文
章
と
し
て
読
む
に
は
も
は
や
理

解
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
も
特
色
の
一
つ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
二
・
三
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
が
、

か
や
う
の
こ
と
を
〔
父
大
臣
が
〕
聞
き
給
へ
ま
し
か
ば
、
い

か
に
は
ひ
な
く
思
さ
ま
し
。
　
　
　
（
『
苔
の
衣
』
三
・
会
）

〔
東
院
ノ
上
ハ
〕
い
つ
き
据
へ
ら
れ
矧
引
引
女
君
の
御
有
様

な
ど
見
給
ふ
に
、
　
　
　
　
　
　
（
『
苔
の
衣
』
三
・
地
）

聞
く
人
も
心
も
動
き
ぬ
べ
く
言
ひ
続
け
矧
刃
拙
ば
、

（
『
小
夜
衣
』
　
下
・
地
）

こ
れ
ら
が
「
聞
き
給
は
ま
し
か
ば
」
「
据
ゑ
ら
れ
給
ふ
女
君
の
」
、

そ
し
て
「
言
ひ
続
け
給
へ
れ
ば
」
と
あ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

中
世
王
朝
物
語
の
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
中
古
の
「
給
ふ
」
は

ど
ん
な
動
詞
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
さ
え
つ
け
れ
ば
尊
敬
表
現
に
な

る
、
都
合
の
よ
い
敬
語
で
あ
っ
た
。
で
、
そ
れ
だ
け
に
取
り
込
み

や
す
か
っ
た
。
「
給
ふ
」
と
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」
が
平
均
化

さ
れ
、
さ
ら
に
歪
曲
さ
れ
た
謙
譲
の
「
給
ふ
る
」
と
共
に
乱
用
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
形
式
的
な
擬
え
万
が
中
古
ら
し
さ
を
醸
し
出
す

の
と
同
時
に
、
擬
古
文
の
特
色
を
よ
く
表
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

五

と
こ
ろ
で
、
我
々
物
語
研
究
者
は
、
し
ば
し
ば
物
語
の
展
開
に



沿
っ
て
そ
の
筋
だ
け
を
大
雑
把
に
要
約
し
て
示
す
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
粗
筋
と
呼
ば
れ
る
が
、
粗
筋
は
一
貫
し
た
方
法
で
順
序
立

て
て
整
理
し
た
梗
概
と
は
意
味
的
に
や
や
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
粗
筋
や
梗
概
自
体
は
け
し
て
お
も
し
ろ
い
と
言
う
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
作
家
の
言
い
た
い
こ
と
が
見
え
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
読
者
は
こ
れ
を
手
掛
り
に
し
て
、

そ
の
物
語
を
読
ん
で
み
よ
う
と
言
う
気
に
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
実
際
に
物
語
を
読
ん
で
、
自
分
な
り
に
粗
筋
を
つ
か
み
、
大

意
や
主
題
を
考
え
る
。
そ
う
し
た
読
者
の
読
解
過
程
に
そ
の
お
も

し
ろ
さ
は
多
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
中
世
王
朝
物
語
の
文
章
は
本
当
に
難
し
い
。
筋

を
つ
か
む
こ
と
す
ら
し
ば
し
ば
困
難
を
伴
う
。
で
、
そ
の
割
に
お

も
し
ろ
さ
と
言
う
点
に
欠
け
る
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
平
安
中
期
の

文
章
を
模
倣
し
ょ
う
と
し
て
し
き
れ
な
か
っ
た
技
術
上
の
稚
拙
さ

と
ひ
ど
い
歪
曲
と
言
っ
て
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
何
か

も
っ
と
構
造
的
な
根
深
い
所
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
な
ら
な

い
。
中
世
王
朝
物
語
の
文
章
研
究
は
、
ま
だ
多
く
の
問
題
を
山
積

し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
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献
］
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さ
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［
引
用
テ
キ
ス
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］

『
住
吉
物
語
』
は
『
新
　
日
本
古
典
文
学
大
系
』
　
（
岩
波
書
店
　
平

1
・
5
月
）
、
『
源
氏
物
語
』
　
は
　
『
源
氏
物
語
大
成
』
　
の
本
文
に
よ

る
。
『
苔
の
衣
』
　
は
実
践
女
子
大
学
・
黒
川
真
頼
本
に
よ
り
、
他
の

『
小
夜
衣
』
　
『
し
の
び
ね
』
は
『
古
典
文
庫
』
本
に
よ
っ
た
。
引
用

は
読
み
易
さ
を
考
え
、
私
意
に
よ
り
注
・
括
弧
・
句
読
点
を
付
け

た
り
、
漢
字
に
改
め
た
り
し
た
。
た
だ
し
仮
名
遣
い
は
そ
の
ま
ま

と
し
た
の
で
、
表
記
上
の
問
題
が
あ
り
そ
う
な
部
分
に
私
意
は

入
っ
て
な
い
。

（
本
学
人
文
学
部
助
教
授
）
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