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平
安
時
代

の
文
化
活
動

一
般
に
お
い
て
、
常
に
中
心
的
な
位
置
を
占

め
て
い
た

の
は
、
文
人
と
称
さ
れ
る
知
識
階
級
、

一
群
の
中
下
級
貴
族

で
あ

っ
た
。

今
回
は
そ
の

一
人
と
し
て
島
田
忠
臣
を
取
り
上
げ
て
そ
の

信
仰
の
特
質

に

つ
き
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

忠
臣
は
天
長
五
年
出
生
、
寛
平
二
年
に
没
し
た
。
そ
の
生
涯
は
平
安

前
期
に
あ
た

り
、
特
に
、
貞
観
寛
平
期

の
漢
詩

文
隆
盛
期

に
活
躍
、

「
当
代
之
詩
匠
」
と
称
さ
れ
た
当
時
の
代
表

的
詩
人

の

一
人

で
あ

っ

た
。忠

臣
に
は

「
田
氏
家
集
」
三
巻
が
あ
り
現
存
す
る
。
平
安
時
代
の
個

人
の
漢
詩
集

に
完
本

の
伝
わ
る
も
の
が
数
少
い
な
か
で
極
め
て
貴
重
な

も
の
で
あ
り
、
以
下

こ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
忠
臣
の
仏
教
信
仰
の
あ
り

方
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

い
わ
ゆ
る
漢
詩
文
を
思
想
史

の
史
料
と
し
て
扱
う
に
は
、

そ
の
誇
張

な
い
し
は
定
型
化
さ
れ
た
表
現
文
飾
、

あ
る
い
は
濃
厚
な
大
陸
風
の
模

倣

の
傾
向
な
ど
困
難
な
問
題
が
少
く
な
い
。
忠
臣
の
場
合
も
そ
の
弊
を

完
全
に
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
次
の
二

つ
の
点
は
考
慮
に
あ

た
い
す
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
に
忠
臣
の
属
す
る
貞
観
寛
平
期
は
、
そ
れ

に
先
立

つ
時
期
に
お

け
る
唐
風
模
倣
の
風
を
幾
分
か
脱
し
、
「
内
面
的
な
自
己
の
体
験

や

心

情
を
か
な
り
自
由
平
明
に
表
現
す

る
に
至
」
(川
口
久
雄

『
平
安
朝
日
本

漢
文
学
史
の
研
究
』
上
)
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
忠
臣
自
身
の
詩

風
の
特
質
も

「
き
ら
び
や
か
に
よ
そ
い
た
て
る
と

こ
ろ
に
な
く
し
て
、

自
由
な
境
地
で
自
ら
に
湧
き
出
る
詩
的
感
興
を
素

朴
に
平
明
に
う
た
い

あ
げ
る
点
に
あ
る
」
(川
口
久
雄
前
掲
書
)
と
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
忠
臣
の
詩
の
特
質
は
、
そ
れ
を
思
想
史

の
史
料
と
し
て
取
り

上
げ
る
上
に
お
い
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
条
件
を
備

え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

さ
て
忠
臣
の
私
家
集

「
田
氏
家
集
」
三
巻
に
は
十
八
首
ほ
ど
の
釈
教

詩
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
題
材
と
す
る
所
は
、
寺
院
、

仏
教
、
僧
侶
、

経

典
な
ど
で
、
お
し
な
べ
て
当
時
の
釈
教
詩

一
般
と
特
に
異
る
所
は
な
い
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が
、
あ
え
て
次
の
二
点
を
忠
臣
の
釈
教
詩
の
特

徴
と

し
て
指
摘

し
た

い
。
ま
ず
第

一
に
、

こ
れ
ら
の
詩
に
は

「
世
網
を
厭
う
」
「俗
を
厭
う
」

「
世
事
の
侵
を
こ
う
む
ら
ず
」
な
ど
隠
逸
脱
俗
の
思

い
が
諸
所
に
表
白

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
当
時

の
漢
詩
文
に
お
い
て
決

し
て
珍
し

い
も
の
で
は
な
い
が
、
忠
臣
の
詩
に
は
独
特

の
切
実
な
ひ
び

き
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
更
に
同
様
の
世
俗
を
厭
う
思
い
は
釈
教

の
詩
の
み
な
ら
ず

「
田
氏
家
集
」
全
編
の

一
つ
の
基
調
で
も
あ
る
こ
と

を
考
え
合
せ
る
な
ら
ば
、
矢
張
り
注
目
に
あ
た
い
す
る
も
の
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
釈
教
詩
中
に
西
方
浄
土

へ
の
関
心
の
示
さ
れ
て
い

る
も
の
が
散
見
さ
れ

る

(
(
1
)
(
2
)
(
3
)
、

末
尾

「
田
氏
家
集
」
抄
の
番
号
、
以
下

同
じ
)
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
ら
浄
土

へ
の
思
い
は
い
ず
れ
も
た

ま
た
ま
高
僧

(円
仁
)
に
接
し
、
あ
る
い
は
西
方
の
槙
を
拝
し
読
経
を

耳
に
し
た
機
縁
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
自
ら
の
浄
土

へ
の
思
い

を
積
極
的
に
表
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
当
時

忠
臣
の
周
辺
、
平
安
官
人
社
会
に
浄
土
信
仰
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
浸
透

し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

た
だ
当
時

一
般

の
浄
土
信
仰
の
主
流
は
奈
良
時
代
同
様
追
善
供
養
に

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
忠
臣
の
場
合
は
自
ら
を

「
阿
弥
陀
弟
子
」
(
(
2
)
)

と
称
し
、
更
に

「他
生
に
お
い
て
最
中
央
に
往

詣
せ
ん
」
(
(
2
)
)

と
希
求
す
る
所
、
明
白
に
自
己
往
生
の
思
想
が
示
さ
れ

て
い
る
点
大
い
に
注
目
さ
れ
る

(彼
の
女
婿
で
あ
る
菅
原
道
真
の
場
合
も
、

そ
の
浄
土
信
仰
の
基
調
は
や
は
り
追
善
に
あ
っ
た
)
。

文
人
達
の
中
に
あ

っ
て
も
、
忠
臣
の
よ
う
な
信
仰
の
例
は
当
時
稀
れ

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
以
後
の
貴
族
社
会

に
お
け
る
浄
土
信
仰

の

動
向
を
考
え
る
と
き
、
忠
臣
は
先
駆
的
な
位
置

に
あ

っ
た

一
人
と
考
え

ら
れ
る

(井
上
光
貞

『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
)
。

加
う
る
に
、
彼
の
釈
教
詩
の
も
う

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
隠
逸
脱
俗

の

志
向
を

こ
こ
に
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
た
だ
ち
に
浄
土
信
仰

に
お
け
る
厭
離
繊
土
と
は
イ

コ
ー
ル
で
は
な
い
に
し
て
も
、
忠
臣
の
浄

土
信
仰
は
現
世
否
定
的
契
機
を
包
芽
的
に
内
包
す
る
も
の
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

忠
臣
の
仏
教
信
仰
の
特
質
を
ひ
と
ま
ず
以
上

の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と

と
し
、
次
に
そ
の
信
仰
形
成
の
背
景
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
と
え

ば

「春
日
野
寺
道
心
」
(田
氏
家
集
巻
上
)
に

「僧
を
執
友

と
な
す
」
と

自
ら
の
べ
る
よ
う
に
、
当
時
の
貴
族

一
般
同
様
忠
臣
も
多
く
の
僧
と
の

交
わ
り
を
持

っ
て
い
た
。
「喜
勝
閣
梨
昇
法
橋
」
(
田
氏
家
集
巻
下
)
に
は

お
そ
ら
く
同
族
の
出
身
と
思
わ

れ
る

「勝
闇
梨
」
と

の
親
交

が
記

さ

れ
、
叡
山
で
は
座
主
円
仁
か
ら
親
し
く
灌
頂
を
受
け
て
い
る
(
(
1
)
)
。

後

者
は
、
先
述
し
た
忠
臣
の
浄
土
信
仰
を
示
す
作
品
の

一
つ
で
あ
る
が
、

彼
の
詩
集
中
で
も
そ
の
最
も
早
い
も
の
で
あ
り
、
当
時
三
十
代
な
か
ば

で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
忠
臣
の
浄
土
信
仰
形
成
に
与
え
た
円
仁

の
影
響
は
か
な
り
大
き
な
も
の
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(円
仁
で
は
な

く
円
珍
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。
円
仁
は
貞
観
六
年
寂
、
円
珍
が
座
主
に
上
る

平
安
文
人

の
仏
教
信
仰

(
中

尾
)
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(中

尾
)

の
は
貞
観
十
年
。
こ
の
作
品
は
貞
観
年
間
の
作
で
あ
る
が
、
前
後
の
詩
の
年
時

か
ら
見
て
貞
観
七
年
以
前
と
さ
れ
る
の
で
し
ば
ら
く
円
仁
と
し
て
お
く
)
。

忠
臣
の
生
涯
に
は
ほ
と
ん
ど
波
瀾
ら
し
い
も
の
は
な
く
比
較
的
順
調

で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼

の
出
身
で
あ
る
島
田
氏
は
中
級
官
人

層
に
属
し
、
代

々
受
領
を
勤
め
る
と
共
に
文
人
の
家
柄
で
も
あ
る
。
先

祖
の
清
田
は
承
和
期
大
外
記
と
し
て

「
日
本
後
紀
」
編
修
に
参
加
、

弟

良
臣
も
元
慶
期
に
同
じ
く
大
外
記
と
し
て

「文
徳
実
録
」
の
編
修
に
た

ず
さ
わ

っ
て
い
る
。
忠
臣
自
身
も
斉
衡
二
年
二
十
七
歳
の
頃
す
で
に
文

章
生
と
な

っ
て
お
り
、
詩
匠
と
し
て
名
声
は
高
ま

っ
て
い
た
ら
し
く
四

年
後
の
貞
観
元
年
に
は
勃
海
副
使
周
元
伯
と
唱
和
を
か
わ
し
て
い
る
。

そ
の
後
少
外
記
、
因
幡
権
介
、
太
宰
少
弐
、
兵
部
少
輔
、
美
濃
介
、
玄

蕃
頭
な
ど
内
外
の
官
を
歴
任
、
晩
年
は
典
薬
頭

を
拝

し
王
位
に
上

っ

た
。忠

臣
の
家
柄
か
ら
し
て
以
上
の
よ
う
な
昇
進
ぶ
り
は
ほ
ぼ
順
調
と
み

な
し
う
る
し
、
彼
自
身
も
自
ら
の
処
遇
に
対
し
て
直
接
不
満
の
口
吻
を

洩
ら
す
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ

一
般
に
は

「貧
居
と
閑
職
に
安
ん
ず
る

風
格
あ
る
文
人
像
」
(川
口
久
雄
前
掲
書
)
と
評
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し

彼

の

「
田
氏
家
集
」
を

つ
ぶ
さ
に
見
て
行
く
と
、
右
の
よ
う
な
受
け
と

り
方
は
表
面
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

「
身
無
繋
累
」

(巻
中
)
の

「官
街
随
レ
分
添
二閑
曹

こ

で
は
文
字
通
り
境
涯
に
安
ん

じ

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
「
題
竹
林
七
賢
図
」
(巻
下
)
の

「若

遇
ニ求
レ賢

明
聖
日
一
、廟
堂
充
満
竹
林
空
」
と
い
う
詩
句
に
は
、
竹
林
七

賢
に
な
ぞ
ら
え
て
、
自
ら
の
才
能
が
官
途
に
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
の
不

満
な
り
自
嘲
な
り
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
そ
の
自
嘲
は
更
に

「見
叩
頭
虫
自
述
寄
宗
先
生
」
(
(
4
)
)

中
の
「
寸

虫
猶
覚
二金
生

義
、
六
尺
長
身
莫
自
由
」
と
い

う
句

に
見

ら
れ

る
如

く
、
官
職
に

つ
な
が
れ
た
我
が
身
の
不
自
由
さ

へ
と
向
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
忠
臣
に
あ

っ
て
は
、
自
ら
に
対
す

る
処
遇
を
も
含
め
て
官

人
社
会
の
あ
り
方
に
批
判

の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
も
明
確
な
形
で
示
さ

れ
て
い
る
の
が

「春
日

仮
景
訪
同
門
友
人
」
(巻
上
)
と
い
う
詩
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作
品
は
貞
観

八
年

の
作
で
あ
る
が
、
当
時
の
詩
人
無
用
論
、
禁
酒
令
、

そ
し
て
政
治

的
疑
獄
事
件

(応
天
門
の
変
)
な
ど
に
対
す
る
彼

の
暗
淡
た
る
思
い
が
表

わ
さ
れ
て
い
る
。

当
時
表
面
的
に
は

「
用
賢
抽
能
」
の
人
材
登
用
主
義
は
栄
え
て
い
た

か
に
見
え
る
が
、
藤
氏
の
専
制

へ
の
道
、
文
人

の
世
界
に
あ

っ
て
も
菅

原
氏
大
江
氏
両
家
に
よ
る
独
占
の
進
行
な
ど
、
忠
臣
ら
中
下
級
文
人
層

の
未
来
に
と
っ
て
悲
観
的
材
料
で
あ

っ
た
。

こ
の
動
向
を
敏
感
に
感
じ

と

っ
た
忠
臣
の
官
人
社
会

へ
の
批
判
に
は
内
に
深
刻
な
も
の
が
含
ま
れ

て
お
り
、
彼
の
人
生
観
世
界
観
を
退
嬰
的
な
も

の
と
す
る
結
果
と
な

っ

た
。
忠
臣
の
詩
に
お
け
る
閑
居
脱
俗
の
思
い
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景

の

中
で
切
実
な
ひ
び
き
を
伴
う
も
の
と
も
な

っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
官
人
社
会
の
動
向
に
加
え
て
、

思
想
的
に
無
視
出
来

な
い
も
の
と
し
て
老
荘
玄
学
の
影
響
を
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
触
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れ
た

「六
尺
長
身
莫
二自
由
こ

の

「自
由
」
と
い
う
概
念
も
も
と
も
と

荘
子
の
思
想
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
彼
の
詩
集

の
随
所
に
老
荘
思
想
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

自
ら

「
孔
門
」
に
つ
な
が
る
と
忠
臣
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
律

令
官
人
と
し
て
儒
教
こ
そ
が
本
来
彼

の
精
神
活
動
の
中
核
を
な
す
も
の

で
あ

っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
彼

の
属
す
る
官
人
社
会

の
以
上
の
よ
う
な
動
向

の
中
で
、
老
荘

の
思
想
が
次
第
に
重
要
な
意
味

を
お
び
て
来

た
の
も
い
わ
ば
自
然
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
老
荘
の
学
説
そ

の
も
の
は
平
安
文
人
の
伝
統
的
教
養
で
あ
り
、
白
居
易
等
の
漢
詩
を
通

じ
て
も
な
じ
み
の
深
い
も
の
で
あ

っ
た
。
白
居
易
に
も
深
く
私
淑
し
て

い
た
忠
臣
が
そ
の
閑
居
隠
逸
の
生
活
を
手
本
と
し
、
そ
の
精
神
的
支
柱

と
し
て
老
荘
思
想
に
拠
り
所
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
も
う
な
ず
け
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

平
安
官
人
社
会
に
身
を
お
く
忠
臣
ら
文
人
達
に
と
っ
て
、
官
人
社
会

そ
の
も
の
に
究
極
の
価
値
を
見
出
す
以
外
の
道
は
あ
り
え
な
か

っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
官
人
社
会
の
変
質
の
中
で
、
文
人
達
の
拠

っ

て
立

つ
基
盤
に
不
安
な
い
し
不
吉
な
も
の
を
感
じ
取

っ
た
時
、
俗
世
間

か
ら
離
れ
た
所
に
自
由
脱
俗
の
境
地
を
欧
歌
し
そ
こ
に
独
立
の
価
値
を

主
張
す
る
老
荘
、
特
に
荘
子
の
説
が
大
い
に
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
映

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
文
人
階
層
を

越
え
た
階
層

へ
と
広
が
る
に
は
、
老
荘
の
説
く
所
は
余
り
に
高
踏
的
に

過
ぎ
、
そ
こ
に
自
ず
と
限
界
の
あ

っ
た

こ
と
は
今
更

い
う
ま

で
も
な

い
。以

後
平
安
中
期
に
お
け
る
官
人
社
会
の
激
動
と
律
令
体
制
破
綻
の
進

行
の
中
で
、
当
初
は
故
人
の
追
善
供
養
が
主
流
で
あ

っ
た
浄
土
信
仰
も

次
第
に
自
己
往
生
を
願
う
も
の
と
し
て
変
質
を
と
げ
、
更
に
貴
賎
上
下

へ
と
浸
透
し
て
人

々
の
新
た
な
精
神
的
支
柱
と
な

っ
て
行

っ
た
。

一
方

老
荘
思
想
は
限
ら
れ
た
時
期
、

忠
臣
な
ど
の
文
人
層
を
中
心
と
し
た
階

層
に
と

っ
て
幾
分
な
り
と
も
そ
の
生
を
支
え
る
意
味
を
持
ち
え
た
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
忠
臣
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
人
社
会

の
批
判
に
発
し
世
俗
を
厭
離
せ
ん
と
す
る
志
向
が
、
老
荘
思
想
お
よ
び

浄
土
信
仰
に
結
び
つ
く
と
い
う
形
で
、
浄
土
信
仰

の
形
成
に
老
荘
思
想

が
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持

っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

田
氏
家
集

(抄
)

(
1
)
 
上
叡
山
上
円
座
主

(巻
上
)

峻
絶
高
峯
可
易
尋
、
登
肇
尽
力
亦
難
□
、

丘
陵
似
粒
宜
含
口
、
江
水
如
綜
擬
嘆
針
、
宝
殿
夜
燈
星
有
作
、
尊
容
秋
舞

月
無
陰
、
因
君
灌
頂
初
知
分
、
西
刹
他
生
報
法
音

(2
)
 奉
拝
西
方
偵
因
以
詩
讃
浄
土
之
意

(巻
上
)

十
方
浄
土
尽
厳
荘
、
就

裏
西
方
異
九
方
、
見
説
国
名
為
極
楽
、
承
聞
仏
寿
是
無
量
、
奇
禽
合
奏
千

般
語
、
宝
樹
交
和
集
妙
香
、
我
亦
阿
弥
陀
弟
子
、
他
生
往
詣
最
中
央

(
3
)
 
林
池
晩
眺
㈱
鐡
(
巻
下
)

若
明
水
激
有
風
松
、
過
耕
無
量
寿
仏
鞭
断
塒
精

雄
此

便
想
西
方
□
妙
地
、
讃
声
時
和
晩
来
鐘

地
(
4
)
 
見
叩
頭
虫
自
述
寄
宗
先
生

(巻
下
)

値
物
叩
頭
号
叩
頭
、
毎
思
避
害

猶
能
修
、
須
曳
挽
仰
知
心
切
、
良
久
搏
来
見
血
流
、
応
似
乞
降
初
伏
罪
、

有
如
求
活
更
従
囚
、
寸
虫
猶
覚
金
生
義
、
六
尺
長
身
莫
自
由

(跡
見
学
園
女
子
大
学
講
師
)

平
安
文
人

の
仏
教
信
仰

(
中

尾
)
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