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貞
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・
寛
平
期
の
文
人
達
-

中

尾

正

己

平
安
時
代

の
文
化
活
動

一
般
に
お
い
て
、
文
人
と
称
さ
れ
る

一
群

の

知
識
人
的
中
下
級
貴
族
が
常
に
中
心
的
位
置
を
占
め
る
と
と
も
に
、
貴

族
社
会
に
お
け
る
浄
土
教

の
発
達

の
先
駆
的
な
役
割
を
担

っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
す
で
に
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

先
回
の
報
告

(本
誌
三
五
巻

一
号
)
で
は
、
貞
観
元
慶
期
に
活
躍
し
、

「当
代
之
詩
匠
」
と
称
さ
れ
、
菅
原
道
真
の
義
父
で
も
あ
る
島
田
忠
臣

の
仏
教
信
仰
そ
の
他
思
想
面
で
の
特
質
に
つ
い
て
、
主
に
私
家
集

「
田

氏
家
集
」
を
材
料
に
検
討
し
、
次
の
諸
点
を
指
摘
し
た
。
仏
教
の
面
で

は
、
西
方
浄
土

へ
の
強
い
関
心
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
す
で

に
願
生
思
想
を
も
抱

い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
加
え
て
老
荘
玄

学
の
影
響
、
自
ら
の
属
す
る
官
人
社
会
に
対
す
る
嘆
き
も

し

く

は

批

判
、
更
に
は
閑
居
隠
逸
の
生
活

へ
の
思
慕
な
ど
、
願
生
思
想
の
前
提
と

し
て
の
厭
離
稼
土
に
通
じ
る
厭
世
的
、
現
世
否
定
的
な
性
向
の
う
か
が

わ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

九
世
紀
貴
族
社
会
に
お
け
る
弥
陀
信
仰
は
、
故
人
の
追
善
供
養
が

一

般
的
と
考
え
ら
れ
る
中
で
忠
臣
の
場
合
は
む
し
ろ
異
例
に
属
す
る
と
い

う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
文
人
忠
臣
が
他
に
さ
き
が
け
る
よ
う
に
し
て
願
生

思
想
を
抱
く
に
い
た
っ
た
直
接
の
契
機
と
し
て
、
今
回
は
中
唐

の
詩
人

白
居
易
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

白
居
易
の
時
代
唐
土
で
は
す
で
に
浄
土
教
は
そ
の
全
盛
期
を
過
ぎ
よ

う
と
し
て
い
た
が
、
白
自
身
は
特
に
そ
の
後
半
生
に
お
い
て
浄
土
教
に

深
く
傾
倒
し
た
。
彼
の
詩
集

「
白
氏
文
集
」
は
承
和
期
に
渡
来
し
、
以

後
わ
が
国
漢
詩
文
に
圧
倒
的
な
影
響
を
与
え
た
。

忠
臣
自
身
が
白
に
深

く
傾
倒
私
淑
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

忠
臣
の
思
想
的
特
質
と
し
て
さ
き

に
上
げ
た
諸
点
は
、
実
は
い
ず
れ

も
白
居
易
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。
白

の
、
「官
」
を
望
ま
し

く

な

い
も
の
と
考
え
、
身

「
吏
」
に
あ
る
と
も
心
は

「隠
」
に
あ
る
と
い
う

い
わ
ゆ
る

「吏
隠
」
の
考
え
方
は
、
そ
の
ま
ま
官
人
社
会

へ
の
批
判
、

調
諭
、
閑
居
脱
俗
の
思
い
と
い
う
形
で
受
け
と

め
ら
れ
て
い
る
。

忠
臣
の
浄
土

へ
の
関
心
な
い
し
は
信
仰
が
、
白
居
易
を
通
し
て
触
発
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さ
れ
あ
る

い
は
深
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
彼

の
白
の
処
世
、
思
想

に
対
す
る
私
淑
共
鳴
を
見
れ
ぽ
ご
く
自
然
な
こ
と
と
し
て
受

け

と

め

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
偶
然
で
は
あ
ろ

う

が
、
「白
氏
文
集
」

「
田
氏
家
集
」
の
い
ず
れ
に
も
西
方
槙
を
め
ぐ
っ
て
浄
土
欣
求
の
心
情

を
述
べ
た
作
品
が
見
ら
れ
る
。

忠
臣
の
浄
土
願
生
思
想
は
か
く
し
て
多
分
に
白
居
易
の
直
接
的
影
響

の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
も
し

そ
う
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
人
島
田
忠
臣
の
正
に
文
人
と
し
て
の

本
来
の
営
為
活
動
の
中
か
ら
浄
土
信
仰
が
把
み
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
、

注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
平

安
浄
土
教

の
発
達

の
歴
史
に
お
い
て
、
文
人
階
層
が
先
導
的
役
割
を
果

し
た
事
情

に
つ
い
て

一
の
解
答
な
い
し
は
暗
示
を
与
え
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

九
世
紀

か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
政
治
社
会
の
様
相
は
大

き

く

変

質

し
、
摂
関
専
制

へ
の
道
が
強
力
に
推
進
さ
れ
た
。
文
人
社
会
に
あ

っ
て

は
、
そ
れ

は
文
人
間
の
激
し
い
葛
藤
、
そ
し
て
門
閥
の
形
成
、
さ
ら
に

は
文
章
経
国
思
想
の
退
化
な
ど
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
文
人
階

層
に
と

こ
て
の
悲
観
的
な
状
況
が
彼
等
の
間
に
厭
離
稜
土
的
な
浄
土
信

仰
を
興
起
さ
せ
る
に
い
た
る
客
観
的
条
件
で
あ

っ
た
こ
と
は
改
め
て
論

ず
る
ま
で
も
な
い
。

文
人
達
を
と
り
ま
く
こ
れ
ら
客
観
的
な
状
況

の
変
化
に
加
え
て
、
も

と
も
と
彼
等
の
本
業
で
あ
る
漢
詩
文

の
道
そ
の
も
の
の
中
に
、
彼
等
文

人
を
し
て
浄
土
信
仰
に
親
近
感
を
持
た
せ
、
そ

の
受
容
を
容
易
な
ら
し

め
る
要
因
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
特
に
指
摘
し
て
お
き
た

い
。忠

臣
と
ほ
ぼ
時
期
を
ひ
と
し
く
す
る
他
の
代
表
的
文
人
達
の
白
居
易

受
容
と
浄
土
信
仰
に
つ
い
て
ひ
と
わ
た
り
捉
え
て
お
く
こ

と

に

し

た

い
。
忠
臣
に
や
や
先
ん
ず
る
都
良
香
は
、
わ
が
国
で
最
も
早
く
白
居
励

の
影
響
を
受
け
た

一
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の

「
白
楽
天
讃
」

は
白
の
持
つ
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
見
事
に
網
羅
し
て
理
解
の
深
さ
を

示
す
と
と
も
に

(調
諭
の
面
の
み
欠
け
る
と
い
わ
れ
る
)
、
中
で
も

「身

世

界
に
住
む
と
錐
も
、
心
は
虚
無
に
遊
ぶ
」
と
述
べ
、
白

の
吏
隠
的
特
質

が
適
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

良
香
と
同
時
代
の
菅
原
是
善

(道
真
の
実
父
)
も
白
に
傾
倒
す
る
風
が

顕
著
で
あ
り
、
そ
の
伝
に
は

「
天
性
事
少
く
、

世
体
忘
る
る
が
如
し
、

常
に
風
月
を
賞
し
て
吟
詩
を
楽
七
む
、
最
も
仏
道
を
崇
め
人
物
を
仁
愛

す
」
(三
代
実
録
)
と
あ

っ
て
世
俗
に
超
然
と
し
た
風
格
を
強
調
す
る
所

が
あ
る
。
同
じ
く
同
時
代
の
大
江
音
人
に
つ
い
て
は
後
代
の
史
料
で
あ

る
が
、
「
臨
終
に
精
爽
と
し
て
乱
れ
ず
、
言
語
常

の
如
し
、
西
方

に
向

っ
て
合
掌
し
、
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
を
七
返
諦
し

て
気

絶

す
」
(扶
桑
略

記
)
と
、

西
方
浄
土
信
仰
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
三
人
が
活
躍
し
た
時
期
は
、
白
居
易

の

「白
氏
文
集
」
の
わ

が
国
渡
来
か
ら
短
日
月
を
経
た
の
み
で
あ
る
が
、
彼
等
の
精
神
生
活
の

あ
り
方
を
見
る
と
、
浄
土
信
仰
に
つ
い
て
は
確
証
は
な
い
も
の
の
、
す

平
安
文
人
の
仏
教
信
仰

(中

尾
)
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平
安
文
人
の
仏
教
信
仰

(中

尾
)

で
に
白

の
そ
れ
に
倣
お
う
と
す
る
主
観
的
傾
向
は
か
な
り
明
確

に
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
平
安
朝
の
わ
が
文
人
間
に
君
臨
し
た
白
居
易

の

影
響
は
早
い
時
期
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上

の
文
人
達
よ
り
も
更
に
先
輩
に
あ
た
る
春
澄
善
縄
に
な
る
と
、

白
居
易

の
影
響
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、

一
方
で
著
し
い
老
荘
玄

学

へ
の
傾
倒
が
見
ら
れ
る
。
老
荘
の
隠
逸
思
想
は
、
中
国
で
は
六
朝
お

よ
び
初
唐
に
流
行
し
た
も
の
で
、
わ
が
国
で
は
平
安
初
期
に
か
け
て
の

文
章
道

の
興
隆
と
漢
詩
文
隆
盛
の
風
潮

の
中
で
次
第
に
文
人
間
に
浸
透

を
深
め
、
「経
国
集
」
以
下

の
三
勅
撰
集
で
も
田
園
隠
逸
趣
味
な

ど

の

形
で
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
漢
詩
文

の
伝

統
が
、

平
安
漢
詩
文

の
底
流
と
し
て
流
れ
、
文
人
達

の
思
想
的
営
為
を

通
し
て
彼
等
の
思
想
を
培

っ
た
そ
の
意
味
は
、
決
し
て
無
視
出
来
な
い

も

の
が
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

忠
臣

に
や
や
遅
れ
て
元
慶
寛
平
期
に
活
躍
し
、
菅
原
道
真
か
ら
も
詩

人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
紀
長
谷
雄
の
文
学
的
活
動
は
正
に
白
居
易

の
直
接
的
影
響
の
下

に
あ
り
、
必
ず
し
も
現
存
の
作
品
が
豊
富
で
は
な

い
中
で
、
閑
居
隠
逸
を
詠
じ
た
詩
作
の
多
く
見
出
さ
れ
る
点
な
ど
注
目

に
あ
た
い
し
、
又
菅
原
道
真
も
詩
作
に
お
い
て
白
居
易
の
影
響
を
受
け

た
点
で
代
表
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
思
想

の
面
に
お
い
て
も
老
荘

的
隠
逸
趣
味
、
浄
土
教

へ
の
傾
斜
な
ど
白
お
よ
び
忠
臣
に
多
く
通
じ
る

も
の
が
あ
る
。

右
に
し
ば
し
ば
触
れ
た
閑
居
隠
逸
の
思
想
と
は
、
あ
く
ま
で
も
文
学

的
趣
味
な
い
し
は
隠
遁
生
活

へ
の
単
な
る
思
慕

に
と
ど
ま
る
の
が

一
般

で
あ
り
、
実
際
に
官
を
辞
し
俗
塵
を
離
れ
る
も

の
の
数
少
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
等

の
文
学
活
動
の
中

で
こ
の
よ
う
な
観
念
が

常
に
醗
醸
さ
れ
続
け
、
文
学
的
思
想
的
伝
統
と
し
て
定
着
す
る
に
至
る

時
、
文
人
達
を
と
り
ま
く
客
観
的
状
況

の
中
で
、
単
な
る
趣
味
以
上
の

現
実
的
な
意
味
を
お
び
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か

も
彼
ら
の
間
で
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持

つ
白
居
易
に
よ
っ
て

「吏
隠
」

な
る
処
世

の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
み
れ
ば
尚
更

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
特
に

「白
氏
文
集
」
渡
来
を

一
つ
の
画
期

と
し
て
そ

の
直
接
的
影
響
と
、
そ
の
後
の
彼
等
を
と
り
ま
く
社
会
的
条

件

の
変
質

の
中
で
、
文
人
達
の
間
に
確
実
に
一
つ
の
精
神
的
な
潮
流
の

形
作
ら
れ

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
や
や
誇

張
し
て
い
え
ぽ
現
世
内
的
価
値
に
対
す
る
否
定
な
い
し
は
懐
疑

へ
の
傾

斜

の
中
で
、
同
じ
白
居
易
の
影
響
の
下
に
浄
土
信
仰
は
彼
等
の
関
心
の

集
ま
る
所
と
な
り
、

一
つ
の
信
仰
と
し
て
の
位
置
を
築
き
始
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
始
め

の
文
人
達
の
浄
土
信
仰
は
多
く
の
思
想
、
信
仰
が
混
在
す
る
中
で
の
一

の
信
仰
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
忠
臣
と
て
同

様

で
あ

っ

た
。
特
に
明
確
な
願
生
思
想
と
い
う
点
で
は
、
信
仰
以
前
の
単
な
る
知

識
、
関
心
に
す
ぎ
な
か

っ
た
場
合
も
多
か

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
人
に
お
け
る
浄
土
信
仰

(な
い
し
は
関
心
)
は
、
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多
分
に
文
章
道
そ
の
も
の
の
中
か
ら
胚
胎
し
た
と
い
う
面
を
こ
こ
で
は

重
視
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
文
章
経
国
思
想
は
平
安
初
期
嵯
峨
朝

盛
ん
に
鼓
吹
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
理
念
的
に
は
と
も
角
、
現
実
的

に
は
内
に
矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
。
唯
美
的
な
宮
廷
詩
賦

の
創
作

が
経
国
的
な
意
義
を
担
う
も
の
と
認
識
さ
れ
て
疑
わ

れ

な

か
っ
た

の

は
、
律
令
制
の
破
綻
が
い
ま
だ
深
刻
化
し
て
い
な
か
っ
た
嵯
峨
朝
な
れ

ば
こ
そ
で
あ
り
、
以
後
律
令
制
衰
退
の
中
で
よ
り
現
実
的
な
意
味
を
お

び
た
経
世

の
業
と
、

一
方
花
鳥
風
月
や
人
生

の
感
情
を
托
す
る
風
流
の

道
は
、
特

に
後
者

の
純
粋
化
が
進
む
中
で
両
者
の
結
合
が
単
な
る
建
前

に
堕
し
風
化
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

前
述
の
よ
う
に
漢
詩
文
そ
の
も
の
の
中
で
老
荘
的
田
園
隠
逸
趣
味
が

う
た
わ
れ
、
特
に

「
白
氏
文
集
」
渡
来
以
来
、
そ

の
影
響

の
も
と
に
吏

隠
の
思
想
、
浄
土
信
仰
な
ど
が
文
人
間
に
受
容
さ
れ
て
い
く
中
で
本
来

文
章
経
国
思
想
に
含
ま
れ
て
い
た
矛
盾
は

一
層
あ
ら
わ
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。

い
わ
ば
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
の
文
人
間
の
浄
土
信
仰
は
、

律
令
制
崩
壊
に
と
も
な
う
時
代
的
必
然
と
し
て
の
文
章
経
国
思
想

の
退

化
と
、
更

に
言
う
な
ら
ば

「文
章
」
と

「
経
国
」
の
亀
裂
の
過
程
で
胚

胎
し
た
と

い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。

こ
の
問
題
は
文
人
階
層
の
二
派
の
対
立
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の

一
方

の
派
-
経

世
的
実
務
家
的
文
人
-
を
代
表
す
る
も

の
と
し
て
三
善
清
行

の
名
が
上
げ
ら
れ
る
。
彼
は
本
稿
で
縷

々
述
べ
て
来
た
い
わ
ゆ
る
文
人

階
層

の
思
想
的
風
潮
か
ら
は

ほ
と
ん
ど
無
縁
で

あ

っ
た

と

い
っ
て

よ

い
。一

方
九
世
紀
末
宮
廷
社
会
で
は
詩
人
無
用
論
が
叫
ば
れ
、
そ

の
い
わ

ゆ
る
詩
人
派
と
目
さ
れ
自
負
し
て
も
い
た
の
が
菅
原
道
真
を
始
め
と
し

て
島
田
忠
臣
、
紀
長
谷
雄
ら
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
文
章
道

の
伝
統
に
立

ち
な
に
よ
り
も
白
居
易
を
以
て
手
本
と
仰
ぐ
と
こ
ろ
に
共
通
点
を
見
出

し
う
る
。
浄
土
信
仰
を
も
内
包
し
た

一
種

の
現
世
内
的
価
値
の
相
対
化

に
通
じ
る
人
生
観
、
社
会
観
を
も
つ
点
で
彼
等

い
わ
ゆ
る

「詩
人
」
は

共
通
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

浄
土
信
仰
が
文
人
達
の
本
来
の
業
で
あ
る
漢
詩
文
そ
の
も
の
の
中
か

ら
胚
胎
し
た
こ
と
は
す
で
に
く
り
返
し
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

そ
の

漢
詩
文
の
道
と
は
、
右
の
よ
う
な
文
人
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

の
変
化
、
特
に
文
人
社
会
に
お
け
る
軋
蝶
-
実

務
派
と
詩
人
派
-
の

中

で
、
実
務
派
か
ら
の
、
あ
る
い
は
藤
原
氏
を
始

め
と
す
る
権
力
者
か
ら

の
圧
迫
と
、
文
章
経
国
思
想
の
退
化

の
中
で
、
詩
人
派
文
人
達
が
そ

の

伝
統
を
守
る
こ
と
に
賭
け
た
文
章

の
道
そ
の
も

の
で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。参
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