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史
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『大
鏡

』
は
、

作
者
の
的
確
な
る
歴
史
把
握
に
よ

っ
て
、

文
徳
朝

・
冬
嗣
よ

り
説
き
起

し
、
後

一
条

朝

・
道

長
の
栄

花
に
至
る
、

藤
原
氏
発
展
の
経
緯
と
そ

の
実
体

と
を
叙
述

し
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
の
歴
史

現
象
を
、

『
大
鏡

』
の
作

者
が
、
ど

の
よ
う

な
理
法

に
よ
る
も

の
と
考

え
て
い
た
か
と

い
う
に
、
道

長
の

栄
花

の
由
来

を
、
藤
原
氏
累
代

の
功
業

に
よ
る
も

の
で
あ

り
、

ま
た
道

長
自

身

の
功
業

に
も

よ

っ
て
お
り
、
同
時

に
、

皇
室

と
の
関
係

に
お
い
て
捉

え
よ
う
と

し
て
い
る
気
配
も
あ

っ
て
、
歴
史

の
因
果
関
係

を
見
極
わ

め
よ
う

と
す
る
傾
向

が
見
受
け
ら
れ

る
こ
と

は
確

か
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
総

じ
て
感

ヘ

ヘ

ヘ

へ

受

さ
れ

る
気
配
な

の
で
あ
り
、
作
者
が
歴
史

の
推
移

を
、
積
極
的

に
因
果
関
係

で
理
由
付
け
よ
う
と

し
て
い
た
と

は
思
わ
れ
な

い
の
で
あ

る
。

「
帝
紀
」

に
し

ろ
、

「
大
臣
伝
」

に
し
ろ
、
各

々
が
独
立
的

で
あ
り
、
そ

こ
に
描

か
れ

た
歴
史

は
、

次

の
紀
伝

の
歴
史

を
誘
発

し
て
い
る
と
も
見

え
ず
、
当
人

の
ち

ょ
っ
と
し

た
行
為
と
か
考
え
方
と

か
神
仏
の
力
な
ど

で
、
歴
史
が
起
り
、
ま

た
終
焉

し
て

も

い
る
の

で
あ

る
。
全
体
と

し
て
は
、
作
者

は
、
道
長

の
栄
花
も
藤
原
氏
累
代

の
栄
花
の
歴
史
と
密
接

し
て
い
る
こ
と

は
知

っ
て
い
た
。

し
か

し
、

そ

れ

で

は
、

こ
れ
ら

の
個

々
の
歴
史
現
象
が

い
か
に
連
繋

し
て
い
る
の
か
と
い
ヶ
点

に

な
る
と
、

作
者
は
全
く
と

い

っ
て
よ

い
ほ
ど
、

ふ
れ
得
な

い
の
で
あ

る
。
道
長

の
栄
花

の
直
接

の
由
来
も
あ

る
程
度
科
学
的

に
解
明

し
た
。
け

れ
ど
も
、
結
局

ヘ

へ

の
と

こ
ろ
、
彼
が
権
者

で
あ

っ
た

か
ら
、
そ
う

い
う
栄
花
が
も

た
ら

さ
れ
た
の

で
あ
る
と

い
う
風
に
解
釈
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る

嬲
孀
脂
鰍
嬾
抑
轣
皺
雕
踏
紘
艷
畦
皺

十
四
集

(昭
和
四
十
〇

五
年
十
二
月
刋
)

し
た
が

っ
て
、

『
大
鏡
』

に
現
わ
れ
た
史
観

は
、

こ
れ
と

い

っ
て
、
即
座

に

指
摘

で
き

ぬ
と

い
う
の
が
本

当
の
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
因
果
関
係
を

重
視

す
る
史
観

の
存
在

が
稀
薄

で
あ
り
、

そ
の
解
明
が
殆
ん
ど
不

可

能

な

以

上
、

そ
れ
以
前

の
、
当
人

の
行
為

や
考

え
方
や
神
仏
の
力
等
を
重
視
す
る
史
観

な

ど
に
目

を
向
け
ざ

る
を
得

な
い
。

『
大
鏡
』

の
歴
史
性

の
内
実

を

一
層
見
極

わ

め
る
た

め
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が

こ
れ
と
て
、

『
愚
管
抄
』

の

「
運
命
史
観

」

と

か

『
神
皇

正
統
記
』

の

「
道
徳
史
観
」

と
か
の
明

瞭
な
主
張
か
ら
す
る
と
、

一
見
、
瞹
昧

で
、
便
宜
的

で
さ
え
あ

り
、
甚

だ

つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
史
観

の

よ
う

に
思
わ
れ

る
の
で
あ

る
。

た
と
え
ば
、

道
兼

の
子
孫

の
絶

え
た
こ
と

に

つ
き
、

さ
る

は
、

御
心

い
と
な
さ
け
な
く

お
そ
ろ

し
く

て
、
人

に
い
み
じ
う

お

ち
ら
れ
た
ま

へ
り
し
殿
の
、

あ
や
し
く
末
な
く

て
や

み
た
ま

ひ

に

し

な

り
。
(「道
兼
」
伝
跏
p
。
響

護

磊

蠍
鞴

)覇
謹

・『大
)

と

あ

っ
て
、

心

持

の

悪

さ

が

そ

の

原

因

と

さ

れ

て

い

る
が

、

か
と

い

っ
て
、

心

持

が

良

く

て

も
、

道

隆

の

場

台

の

よ

う

に
、
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故

関
白
殿

(道
隆
)
、

御
心

お
き
て

い
と
う

る
は
し
く
、

あ
て
に

お
は

し
し
か
ど
、

御
す
ゑ
あ
や
し
く
、
御

命
も
短
く
お
は
し
ま
す
め
り
。
(
「
道

隆
」
伝

踊
P
)

か
や
う
に
人

の
た
め
、

な
さ
け
な
・ぎ
け
し
き
所

お
は
し
ま
し
け
る
に
、

な
ど

(道
隆

ノ
)

御
裔

か
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
け
む
。

(
「道

兼
」
伝

嬲
P
)

と
再
度
、

そ
の
子
孫

の
絶

え
た

こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
場
合
も

あ
る
。

道
長

の

「
二
も

な
く
、
亦

三
も

な
く
、

な
ら
び

な
く
、

は
か
り
な
く

お
は
し

ま

し
」
た
栄
花

は
、

と
う

と
う
、
道
長
が
権
者

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
と
さ
れ

て
し

ま

っ
た
が
鞴

バ献
鞭

叢

、
基
経

の
栄
花

は
、

「
さ
る
べ
く
契

り
お
か
せ

た
」
も
う

た
宿
世

に
よ

っ
て
い
る
由

で
あ

る

(
「
基
経
」
伝
㎜

P
)
。

な
お
忠

平
の

「
い
み
じ

か
り
し
御
栄
花
」

の
原
因

は
解
き
あ

か
さ
れ
て
い
な
い
。

伊
尹
な
ど
の
例

で
は
、

一
方

で
は
、

い
と
若
く
て
失
せ
お
は
し
ま
し
た
る

こ
と

は
、

九
条
殿
の
御
遺
言
を
違

へ
さ
せ
お
は
し
ま
し

つ
る
か
と
そ
、
人

申
し
け

る
。

(「
伊
尹
」
伝
珊

P
)

と
あ
り
な
が
ら
、
他
方
、

何
事
も
あ

ま
り
勝

れ
さ
せ
た
ま

へ
れ
ば
、

御
命
の
え
と
と
の
は
せ
た
ま

は
ざ
り
け
る

に

こ
そ
。

(
同
)

と
あ

っ
て
、

い
ず
れ

を
よ
り
是

と
す

べ
き

か
瞬
時
判
断

に
迷

わ
ざ
る
を
得

ぬ
。

師
輔
が

「
か
く
御
子
う

ま
ご

は
栄

え
さ
せ
た
ま

へ
ど
、
摂
政

・
関
白
え
し
お

は
し
ま
さ
ず
な
り
」
、

「
又
、
御
末

に
思

は
ず
な

る
事

の
う
ち

ま
じ
り
、
帥
殿

の
御
事
な
ど
も
」
出

て
来
た
の

は
、
師
輔

の
土
口
夢

を
、

な
ま
さ
か
し
き
女

房
が

変

に
半
疊

を
入
れ
た
た
め

で
あ
る
し

(
「
師
輔
」
伝
爛

P
)
、
道
兼

の
長
男
福

足
君

が
早
世

し
た
の
は
、

「
蛇
れ
う
じ
た
ま
ひ
て
、

そ

の
祟

に
よ
り
、
頭

に
物

は̀

れ
た
」

か
ら
で
あ
る
と
い
う

(
「
兼
通
」
伝

嬲
P
)

。

い
か
に
も
出

た
と

こ
勝
負

の
、

と
き

に
は

興
味
本
位

と
し
か

考
え
ら
れ
ぬ

よ
う

な
解
釈

を
施

し
て
い
る
か
の
如
き
も

の
ま
で
あ

る
。
『
大
鏡
』
の
歴
史
性

に

い
さ
さ
か
な
り

と
も
水

を
注
ぐ
も

の
が
あ

る
と
す
れ
ば
、

こ
う

し
た

『
大
鏡
』

の
史
観

の
瞹
昧

さ
に
も

一
端

の
原
因
が
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う

し
た
混
沌

と

し
た
史
観

の
中

に
、

お
の
ず

か
ら

一
連

の
類
似
性
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
確

か
で

あ

ろ
う
。

そ

こ
で
、
次

に
そ
れ
ら
の
い
く

つ
か
を
列

挙
し
て
み
よ
う
。

二

ω

ま
ず
、
前
述

の
伊
尹

の
場
台

の
如
き
、
遺
言

の
守

ら
れ
る
か
否

か
に
よ

っ

て
、
繁
栄

・
衰
微
が
決
す

る
と
い
う
主
張

は
、

「
道
隆
」
伝

に
も

見

え

て

い

ヘ

へ

る
。

つ
ま
ら

ぬ
奴

に
名
簿
な

ど
差

し
出
す

こ
と
な
く
、
万

一
、
世
渡

り
が
困
難

に
な

っ
た
際

に
は
出
家

せ
よ
と

い
う
伊
尹

の
遺
言

を
、
上

の
空

で
聞

い
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
、
道
雅

は
、

「
位

に
つ
か
せ
た
ま
ひ
し
き
ざ

み
に
、
蔵
人
頭

に
も

え
な
り
た
ま
は
ず

し
て
、

坊
官
の
労
に

て
、
三
位
ば
か
り

し
て
、
中
将
を
だ

に

え
か
け
た
ま
は
ず
な
り
に
し
」
と

い
う

「
い
と

か
な
し
か
り

し
事
」

に
な

っ
て

し
ま

っ
た
。
同
じ
く
、

伊
周
の
、
自

分
の
亡
き
後

は
、

「
怪

し
ぎ
有
様

を
」

せ

ぬ
よ
う
に
と

い
う
遺
言
を
ほ
ぼ
実
現
し
た
大
姫
君

は
、

「
あ
し
か

る
べ
ぎ
事

な

ら
ず
」
と
評
さ
れ
て

い
る
が
、

彰
子
の
侍
女

に
な

っ
て
身
を
落

し

た

今

一
所

は
、

「
思
し
か
け
ぬ
御
有
様
な

め
れ
。
あ

は
れ
な
り

か
し
」
と
記
さ
れ

て
い
る

(
蹣
～

躅
P
)

。
後
少

将
義
孝
の
母
恵
子
女
王

は
、
義
孝

の

「
お
の
れ
死

に
は

べ
り
ぬ
と
も
、

と
か
く
例

の
や
う
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
怨
。
し
ば
し
法
華
経
誦
じ

奉

ら
む

の
本
意

は

べ
れ
ば
、

必
ず

か

へ
り
ま
う

で
く

べ
し
」
と

い
う
遺
言
を
、

「
忘

れ
た
ま

ふ
べ
ぎ

に
は
あ
ら

ね
ど
も
、

物
も
覚
え
で
、

お
は
し
け
れ
ば
」
、

例

の
如
き
枕
返

し
な
ど

の
儀
式

を
行

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
、

と
う

と
う
義
孝

は
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生

き
返
れ
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た

(
「
伊

尹
」
伝

囎
～

齠
P
)
。

『
大
鏡

』
に

お

い
て
は
、

遺
言
を
守

っ
た
方

が
よ

い
と

い
う
考
え
方

な
の
で
あ
る
。
そ
う

い

う
考
え
方
は
、

「
兼
通
」
伝
の
、

御
母
后
安
子
の

「
関
白

は
次
第
の
ま
ま
に
せ

さ
ぜ
た
ま

へ
」
と

い
う
遺
言
を
、
円
融
天
皇
が
き
ち

ん
と
守
ら
れ
て
、
兼
家
を

お
さ

え
て
、
兼
通

に
関
白
を
評

し
た
と

い
う
記
事

(鵬
～
醗

P
)

に
も
感
ず

る

こ
と
が

で
き

る
は
ず
で
あ

る

謙
翻
聯
熔
琳
档
。

②
次
に
、

良
相
の
子
孫
が
振
わ
な
か

っ
た
原
因

は
、

「
か
く
ば

か
り
末
栄
え

た
ま

ひ
け

る
中
納
言
殿

(長
良
)
を
、

や

へ
や

へ
の
御
弟

に
て
、
越
え
奉
り

た

ま
ひ
け

る
御
あ
や
ま
ち

に
や
」
と
さ
れ

て
い
る
が

(
「
良
相
」
伝

98
P
)
、
兼

道
の
子
孫

の
振
わ
な
か

っ
た

の
も
、
彼
が
、

「
す

べ
て
非
常

の
御

心
」

の
持

主

で
あ

っ
て
、

「
か
ば
か
り
末
絶

え
ず
栄
え

お
は
し
ま
し
け
る

東

三

条

殿

(
兼

家
)

を
、
ゆ

ゑ
な
き

こ
と
に
よ
り
、
御
官
位

を
と
り
奉

り
た
」
も

う
と
い
う
よ

う

な
悪
事

を
行

い
、
「
天
道
も
安

か
ら
ず

お
ぼ

し
め
し
し

た
結

果
で
あ
る

(
「
兼

通
」
伝
嬲

P
)
。

こ
れ
ら
は
兼
通

に

つ
い
て
の
、

「
す

べ
て
非

常
の
御
心
ぞ

お

は
し
し
」

と
い
う
言
葉

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
結
局

は
、
心
持
の
悪
さ
と

い

う

こ
と
か
ら
生

じ
て
い
る
わ
け
で
、

そ
う

い
う
意
味

で
は
、
前

述
の
、

道
兼
の

場
合
な
ど
も
、

こ
の
例
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
村
上
天
皇
中
宮
安
子

は
、

天
皇
の
政

治
の
御
相
談
相
手
と
な

っ
て
善
政
を

お
す
す

め
し
、

「
お
の
つ
か
ら

お
ほ
や
け
聞
し
召
し
て
、

悪
し
か
り
ぬ

べ
き
事
な
ど
、
人
の
申
す
を
ば
、
御

口

よ
り
出
だ
さ

せ
た
ま

は
」
な

か

っ
た
が
、

「
か
や
う
な

る
御
心

お
も
む
け

の
あ

り
が
た
く

お
は
し
ま
せ
ば
、
御
祈
と
な
り

て
、
(
御
子
孫
ガ
)
永
く
栄
え

お
は
」
.

し

て
い
る
の

で
あ

る

(
「
師
輔
」
伝
嫋
P
)
。

『
大
鏡
』

の
作

者

は
、

総

じ

て
、
心
持

の
良
し
悪

し
が
、
本
人
な
ら
び

に
子
孫

の
繁
栄
を
決
す

る
と

い
う
風

に
も
考
え

て
い
た

の
で
あ

る
。

圖
先
述
の
基
経
の
場
合
の
如
ぐ
、
前
世
か
ら

の
因
縁
、

つ
ま
り
宿
世

に
よ

っ

て
、
そ
の
興
亡
が
決
ま

る
と

い
う
考
え
方
も
、
少

な
く

な
い
。
師
輔

の
霊
が

元

方
民
部
卿

や
桓
算
供
奉

の
怨
霊

を
逐

い
払
え

な
い
の
は
、

「
し
か
る
べ
き
さ
き

の
世

の
、
御
報

に
こ
そ

お
は
し
ま
」
す

の
で
あ
り

(
「
師
輔
」
伝
嫻

P
)
、

小

一
条
院

の
退
位

に
よ

っ
て
、
後

一
条

・
後
朱
雀

二
代

の
国

母

と

な

っ
た

彰

子

も
、

「
い
み
じ
か
り
け

る
大
宮

の
御
宿
世

か
な
」

と
あ
る
如
く
、
前
世

の
功

徳

の
果
報

に
よ

っ
て
い
る
の
で
あ
る

(
「
師
尹
」
伝
孀

P
)
。
兼
家
が

「
東

三
条

殿

の
西
の
対

を
、
清
涼
殿
づ

く
り
に
、
御

し

つ
ら
ひ
よ
り
始

め

て
、

住

ま

せ

た
」
も
う

た
が
、

「
な
ほ
、

た
だ
人

に
な
ら
せ
た
」
も
う
た
と

こ

ろ

を

み

る

と
、
彼

に
は
、

「
御
果

報
の
及
ば

せ
た
ま
は
ぬ
に
や
」
と
も
記
さ

れ

て

い

る

(
「
兼
家
」
伝

鵬
P
)
。

㈲
時
平

の
場
合

に
な
る
と
、

こ
れ
は
、
言

う
ま

で
も
な
く
、
道

真

を

讒

言

し
、

左
遷
に
追

い
や

っ
た
と

い
う
悪
事
に
な

っ
て

い
る
。

「
か
く
て
あ
さ
ま
し

き
悪
事
を
申

し
行
ひ
た
ま

は
り
し
罪
に
よ
り
、

こ
の
大
臣
は

お
は
せ
ぬ
」
の

で

あ
り
、

こ
れ
に
拍
車

を
か
け
る
の
が
、

「
こ
れ

(顕

忠
)

よ
り
外
の
君
だ
ち
、

皆
三
十
余
、

四
十
に
過
ぎ
た
ま
は
ず
。
そ
の
故

は
、
他
の
事
に
は
あ
ら
ず
。

こ

の
北
野
の
御
歎

に
な
む
あ
る

べ
き
」
と
あ
る
如
く
、

道
真
の
霊
ど

い
う
わ
け

で

あ
る
。
師
尹
が
安
和
の
変
後
、
す
ぐ
さ
ま
亡
ぐ
な

っ
た
の
も
、
彼
が
高
明
を
讒

言
す
る
と

い
う
よ
う
な
悪
事
を
働

い
た
か
ら

で
あ

る
。

(
「
師
尹
」
伝
拗

P
)
。

ま
た
、
前

述
し
た
如
く
、

道
隆
は
心
持
が
良

い
の
に
子
孫
が
絶
え
た
由
強
調
さ

れ

て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
は
、
関
白
を
道
兼
に
譲

る
ま

い
と

し
て
、

「
お
の
れ

か
く
ま
か
り
に
て
む
ほ
ど
、

こ
の
内
大
臣
伊
周
の

お
と
ど
に
百
官
並
に
天
下
執

行

の
宣
旨
た
ま

ふ
べ
き
」
由
奉
上

し
て
、
器

で
な

い
伊
周

に
執
政

せ
し
め
よ
う

と
画
策

し
た
報

い
に
よ

っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う

(
「
道
隆
」
伝
劉

P
)
。
道
理
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に

は
ず

れ
た
行

い
を
す

れ
ば
、

た
と
え

心
持
が
良

か
ろ
う
と
、
繁
栄

は
望

め
な

い
の
で
あ

る
。

㈲

ま
た
、
分

に
す
ぎ
た
振
舞

い
を
し
た
り
、
不
相
応

な
高
位
顕

官

に

至

る

と
・

や
は
り
繁

栄
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
と

い
う
。

兼
家

の
栄
花

が
長
続

き
し
な

か

っ
た
の
は
、

前
世

の
因
果

で
あ
る
と
も
言

っ
て

い
る
が
、

一
方
、

身
に
す
ぎ

た
生
活
態
度
の
た

め
に
、

「
久
し
う

は
保
た
せ
た
ま

は
ぬ
と
も
、
定

め
申
」
さ

れ

て
い
る
の
で
あ

る

(
「
兼
家
」
伝
嬲

P
)
。
伊
周

や
道
長
が
左
遷

さ
れ
た

の

も
、
彼
等
が

「
よ
う
つ

の
事
、
身

に
あ

ま
り
ぬ
る
人
」

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る

(
「
道
隆
」
伝
嬲

P
)
。

「
公
季
」
伝

に
、
公
季
が
姉

の
安
子

や
村

上
天
皇

か

ら
寵

遇
さ
れ
て
、

内
裏

で
ほ
と
ん
ど
皇
子
達
と
同
等

の
扱

い
を
受

け
、

「
若

う

お
は
し
ま
せ
ば
、

お
の
つ
か
ら
御

戯
な
ど
の
ほ
ど
に
も
、

(
皇
子
達
ト
)

並
々

に

ふ
る
ま
は
せ
た
ま
ひ
し
」

こ
と
も
あ

っ
た
と

こ
ろ
、
円
融
院
の
帝
が

「
同
じ

ほ
ど
の
男
ど
も
と
思

ふ
に
や
、

か
か
ら

で
あ
ら
ば

や
」
と
御
嘆
息
あ

そ
ば

さ
れ

た
由
記

さ
れ
て
い
る
の
も
、

『
大
鏡
』

の
作
者

一
流

の
考
え
方

の
あ
ら
わ
れ
で

あ

る

(盥

P
)
。
、

6う

さ
ら
に
、

『
大
鏡
』

の
作
者

は
、
貞
節

と

い
う

こ
と
を
尊
重
し
て

い
る
。

文

徳

・
清
和

・
陽
成

と
三
代

ま
で
続

き
な
が
ら
、

以
後
、

皇
統
は
光

孝
天
皇
に

移

っ
て
、

そ

こ
か
ら
改

め
て
発
展
し
た
の
は
、
文
徳
天
皇
母
女
御
の
順
子
と
、

そ
の
姪

で
陽
成
天
皇
母
女
御

の
高
子
と
が
、
共

に
在
原
業
平
と
密
通

し
た
と
伝

え
ら

れ
る
事
実

に
よ

っ
て
い
る

(
「
文
徳
」
紀

67
～

68
P
)
。

ま
た
、
朝
光

は

兼
通

の
中
姫
君

を
去

っ
て
、
大
金
持

の
老
未
亡
人
、
延
光

北
の
方

に

つ
い
た
か

ら
、

「
さ
て
世

お
ぼ

え
も
劣

り
た
」
も

う
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る

(
「
兼
通
」

伝
跏
P
)

練
融
躰
扉
臆
培

。
あ
る

い
は
、

源
頼
定
は
、
兼
家
女

で
、
三
条
院
が
東

宮

の
際

の
尚
侍
、
緩
子

に
通

っ
て
い
た

「
御
あ

や
ま
ち
」

に
よ
り
、

「
三
条
院

の
御
時

は
、
殿
上
も

し
た
ま

は
で
、
地
下

の
上
達
部

に
て
お
は
」

し
た

と
記
さ

れ
て
も

い
る

(
「
兼
家
」
伝
嬲
～
盥

P
)
。
世
継

の
翁
が
、
出
家

し
た
い
と
い

う
妻
に
、

「
我
が
姪

な
る
女
ひ
と
り
あ
」

る
の
を
紹
介

す
る
と
言

わ
れ
る
と
、

「
そ
れ
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
。
近
く
も
遠

く
も
、
身

の
た
め
に
お
ろ
か
な
ら
む

人
を
、
今
さ
ら

に
寄
す

べ
き
か
は
」
と
語
ら

い

(
「
藤
原
氏
の
物
語
」
跏
P
)
、

自
分

の
妻
を
、

「
さ

る
程

に
、
ゐ

つ
き
さ
ぶ
ら

ひ
て
は
、
翁
を
ま
だ

一
夜
も
ほ

か
め
せ
さ
せ
は
べ
ら

ぬ
を
や
。
」

と
自
慢

し
、
自
分
自
身
も

「
世
継
も
、
今

や

う
の
若

き
女

ど
も
、
更

に
か
た
ら
は
れ
は

べ
ら
じ
」
と
言

っ
て

い
る
の
を
見

て

も
、
作
者
の
貞

節
を
重
視
す
る
意
向
の
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

ω
ま
た
、
時
平

の
潜
達

の
う
ち
、
顕
忠
を
除

い
て
は
、
皆

「
三
十
余
、
四
十

に
過
ぎ
」
ず
薨

じ
た
が
、

「
そ
の
故

は
、
他

の
事

に
は
あ
ら
ず
、

こ
の
北
野

の

御
歎
」

の
た
め
で
あ

っ
た
と
か

(
「
伊
尹
」
伝
丗

P
)
、

三
条
院

の

眼

病

は

「
桓
算
供
奉

の
御

物
怪
」
の
仕
業

で
あ

っ
た
と
か

(
「
三
条
」

紀
87
P
)
、
花

山
院

が
常
軌

を
は
ず

さ
れ
た
御
狂
態

を
さ
れ
た
の
も
、

「
た
だ

(
ア
ノ
故

元
方

ノ
民
部
卿
ラ
ノ
)

御
物
怪
の
し
奉
」

っ
た
も
の

で
あ
る

(
「
伊
尹
」
伝
蠍

P
)

ど

か
い
う
記
述
に

は
、
物
怪
や
怨
霊

に
よ

ぞ

、
事
件
が
生
じ

る
と

い
う
意
識

が
う

か
が
わ
れ

る
。
伊
尹

の

一
族
が
短
命

で
あ

る
こ
と

に

つ
き
、

『
大
鏡
』

に

は
、

「
い
か
な
る
事

に
か
」

と
だ
け

あ

っ
て
、
・理
由
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
が
、
伊
尹

と
の
蔵
人
頭
争

い
に
破

れ
た
朝
成

の
、

「
代

々
の
御

悪
霊
」
に
よ

る
も
の
と
し
た

い
の
か
も
知
れ
な

い

(
同
嫺
P

・
鰯

P
)
。

し
か
し
、

こ
の
場

合
は
、

お
そ
ら
く
は
、
高
明
左
遷
事
件
を
師
輔

や
兼
通
と
共
に
起
し
た
罪

に
よ

る
も

の
と
、
作
者

は
言

い
た

か

っ
た
の

で
あ
ろ
う

(
「
師
輔
」
伝
搦

P
)
。

こ

れ
と
同
様

の
手
法

の
見

ら
れ
る
の
が
、
小

一
条
院

の
退
位
事
命

の
真
相
暴
露

の

条

で
、
作
者

は
、
世
継

の
翁

を
し
て
、

ま
ず
、

「
か

つ
は
殿
下

の
御
報

の
早

く
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1

ノ

お

は
し
ま
す

に
お
そ
れ

た
ま

へ
る
な
る
べ
し
。
又
、
多
く

は
元
方
民
部

卿
の
霊

の
仕
う
奉

る
な
り
」
と
言
わ

し
め
て
お
き

な
が

ら
、
次

に
侍

の
話

に
よ

っ
て
、

道
長

の
好
策

に
よ

る
と
暴
露

さ
せ
る
と

い
う
手

を
使

っ
て
い
る
の
で
あ

る
(「
師

尹
」
伝
蠍
～
螂

P
)

。

つ
ま
り
、

こ
う
し
た
例

で
は
、

一
見
怨
霊

の
た

た
り

に

よ
る
も
の
と
言

っ
て
お
る
よ
う
で
、
実

は
他
の
原
因

で
生
じ

て
い
る
こ
と
を
暗

に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈹

な
お
、
物
怪

・
怨
霊
思
想

に
似

た
も

の
と
し
て
、
言

霊
思
想

も
見
え
て

い

る
。

「
時
平
」
伝

に
、
八
条

の
大
将
保
忠
が
、
病
床

に
伏

し
て
い
る
際
、

「
所

謂
宮
昆
羅
大
将
」
と
読

み
あ
げ
た

の
を
、
自
分
を

「
く
び

る
」
と
読

ん
だ
の
で

あ
ろ
う
と
気

に
や
ん

で
、

「
や
が
て
絶
え
入
」

っ
て
し
ま

っ
た
が
、

こ
れ

は
、

前
世

か
ら
の
宿
縁

で
あ
る
と
同
時

に
、

「
物

は
を
り

ふ
し
の
こ
と
だ
ま
も

は
べ

る
事

な
り
」

と
い
う
わ
け
で
、
言

霊
の
祟

り

で
も
あ

っ
た
の

で
あ
る

(
鵬
～
嫻

P
)
。

⑨
さ
ら

に
、
女
性

の
場
台

は
、
あ
ま
り

に
才
気
走

っ
て
い
る
と
不
幸

を
招

く

と

い
う
趣
意
も
見

え
て
い
る
。
道
隆
室
高
内
侍
貴
子

は
、

「
ま
こ

と

し

き

文

者
」

で
、

「
御
前

の
作
文
」
な
ど

に
も
召
さ
れ
た
が
、
彼
女

は
殿
上

を
許

さ
れ

て

い
な
か

っ
た
の

で
、
昔

気
質
に
、
台

盤
所
を
遠
慮

し
、
弘
徽
殿

の
上

の
御
局

の
前

を
通

っ
て
、

夜
居
の
僧

の
詰
め
る

二
間
に
伺
候

し
た
と

い
う
。

『
大
鏡
』

の
作
者

は
、

そ
れ
に

つ
き
、

「
女
の
あ
ま
り
に
才
か
し

こ
き
は
、
も
の
あ
し
と

人

の
申

す
な
る
に
、

こ
の
内
侍
、
後

に
は
い
と

い
み
じ
う
堕
落
せ

ら

れ

に

し

も
、
そ

の
け

と
こ
そ
は
お
ぼ

え
は
べ
り

し
か
」

と
記

し
て
い
る

(
「
道
隆
」
伝

嬲
～
嬲

p
)
。

㈹
な

お
、
当
時

は

一
般

の
風
潮

で
、

『
大
鏡
』

に
限

っ
た
特
色

で

は

な

い

が
、
夢

告
や
占
者
に
よ
る
予
言
な
ど

は
大
抵
実
現

し
、
そ
れ
を
勝
手

に
解
釈

し

た
り
、
無
視

し
た
り
す

る
と
、
災

い
が
も

た
ら
さ

れ
る
と
い
う
思
想
が
見

え
て

い
る
。
師

輔
が
摂
関
職
に

つ
け
な
か

っ
た

の
は
、
彼

の

「
朱
雀
門

の
前

に
、
左

右
の
足
を
西
東

の
大

宮
に
さ
し
や
り

て
、
北
む
き

に
て
、
内
裏
を
禦

て
立

て

り
と
な
む
見

え

つ
る
」

と

い
う
吉
夢

を
、

な
ま
さ
か
し
き
女
房
が
、

「
い
か
に

御
服
痛
く

お
は
し
ま
し

つ
ら
む
」

と
申

し
た
か
ら

で
あ
る
と

い
う

(
「
師
輔
」

伝
鰯

P
)
。
道
長
息
、
顕
信
が
出
家

し
た
際
、

母
の
明
子

は
、
自
分

の
夢

に
、

「
左

の
方

の
脚
ぐ
し
を
、

な
か
ら

よ
り

そ
り
落

さ
せ
た
ま
ふ
」

と
見

え
た
の
を

思

い
出
し
、

「
ち
が

へ
さ
せ
、

い
の
り
な
ど
を
も
す

べ
か
り
け

る
こ
と

を
」

と

述
懐

し
て
い
る

(
「
道
長
」
伝
跚

P
)

。
道
長
の
夢

に
、
蔵
人
頭
争

い
に
破
れ

ノ

た
朝
成

の
亡
霊
が
見

え
て
、

頭
弁
行

成
の
参
内
す
る
の
を
待

っ
て
い
る
と
告
げ

た
の
で
、
道
長

は
急

い
で
行
成

に
参

内
を
中
止

す
る
よ
う
知

ら
せ
た
が
、
間

に

合
わ

な
か

っ
た
。

し
か
し
、

「

(仏
神

ノ
)

ま
も
り

の
こ
は
く

や
お
は
し
」

た

ら

し
く
、

い
つ
も
と

は
違

っ
た
、

「
北
の
陣

よ
り
、
藤
壺

・
後
涼
殿

の
は
ざ

ま

よ
り
通
り
て
、

殿
上
に
参
」

っ
た
の

で
助
か
り
、
そ

の
後
し
ば
ら
く

は
、
自
宅

で
祈

り

つ
つ
謹

慎
し
て

い
た
と

い
う

(
「
伊

尹

伝
」
㎜
～
捌

P
)

。

い

ず

れ

も
、
夢

の
正
当
性

を
信
じ
、

そ
れ
に
気

付
か
な
か

っ
た
り
、

反
す
る
と
、
災

に

陥

る
と
い
う
思
想

で
あ

る
。

⑪

ま
た
、
道
長

の
場
合

の
如
く
、
彼
が

「
権
者
」

で
あ

っ
た
の
で
、

そ
の
は

か
り
知
れ

ぬ
栄
花
が
も

た
ら

さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
見
方
も
あ

る

(
「
道

長
」
伝
蹴

P

.

「
藤
原
氏

の
物
語
」
鵬

P
)
。
彼

の
室
、
倫
子

の

「
た

だ
今

三

人
の
后
、
東

宮
の
女
御
、
関
白
左
大
臣
、
内
大
臣

の
御
母
、
帝
、
東
宮

は
た
申

さ
ず
、

お
ほ
よ
そ
世
の

お
や
に

て
お
は
し
」
、

「
准

三
宮
の
御
位

に
て
、
千
戸

の
御
封

え
さ
せ
た
」
も
う
た
栄
庇
も
、

彼
女
が

「
さ
る

べ
き
権
者
に

こ
そ
お
は

し
ま
す
め
れ
」

ば
、
も

た
ら
さ
れ
た
の
で
あ

る

(「
道
長
」
伝

跚
～
蹴

P
)
。
も
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っ
と
も
、
道
長

の
場
合
に

は
、
そ

の
栄
花

の
究
明

に
現
代

の
史
学
の
考
究

に
も

劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
精
緻
な
分
析
を
施

し
て
い
る

こ
と

は
、
前
稿

で
述

べ
た
通
り

で

あ
る
翻
嫡

献
彎

蕪

。

三

以
上
、

『
大
鏡

』
に
現
わ
れ
た
史
観

め
い
た
も

の
を
概
観

し
て
来
た
が
、

こ

れ
ら
は
、

さ
ら
に
、

一
家

の
繁
栄
、

衰
微
や
個

人

の
そ
れ
ら
が
、

㈹
遺
言
、
夢

告
、

予
言
な
ど
が
守
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
る
と
す

る
考
え
方
と

(
1

・
10
)

、

個
個
人

の
性
格
や
行
動
の
良
し
悪
し
に
よ
る
と
す

る
も
の
と

(2

・
4

・
5

・

6

・
9
)

、
◎
宿

世
に
よ
る
も
の
と

(
3
)
、
⑪

物
怪

・
怨
霊

二
言墨
皿
に
ょ
る

と
す
る
考
え
方
と

(
7

・
8
)
、
圃

当
人

が
神

仏
な
ど
の
生
れ
変
わ
り

で
あ
る

こ
と
に
よ
る
と
す
る
も
の
と
の

(
11
)
、

五
種
類
に
分
け
る

こ
と

が

で

き

よ

う
。
そ
う
し
て
㈲

と
国

と
は
個

人
的
な
要
因
.に
よ
り
、
残
る
三
者
は
人
間
の
力

以
外

の
要
因
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
結
局

『
大
鏡

』
に
は
、
個

人
の
性
格

・

行
為

・
技
倆

等
の
正
否

か
、

物
怪
、

怨
霊
、
言

霊
、

神
仏
か
の
、

い
ず

れ
か
に

よ

っ
て
個
人

や

一
家

の
繁

栄

・
衰
微
が
も
た
ら
さ
れ
る
と

い
う
思
想
が
存
在

し

て
い
る

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
前

例
の
検
討

か
ら
も
う
か
が
わ

れ

る

よ

う

に
、

『
大
鏡
」

に
お
い
て
は
個
人
的

な
要

因
で
、
事
態

の
結

果
を
理
由

付
け
る

こ
と
が
多

い
。
個
人
的

な
要

因
で
は
説
明

の
で
き
な
い
場
合

に
、
宿
世

や
怨

霊

や
神
仏

の
力

の
た
め
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
条

院
の
御
眼
病

や
花

山
院

の
御
奇

行
は
、

か
し

こ
く
も
天
皇
御
自
身

の
何

か
し
ら
の
御

欠
陥

に
よ
る
と
す

る

こ
と
も
で
き
ず
、

か
と
い

っ
て
、

「
前
世

の
御
戒

力
に
」

よ

っ
て
、
国

王
の

御
位

に

つ
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら

(
「
伊

尹
」
伝
餅

P
)
、
宿
世

に
よ
る
も

の

と
す

る
こ
と
も

で
き
ず
、
結
局
、
物
怪

の
仕
業

で
あ

る
と
い
う

こ
と
に
な

っ
て

＼

し
ま
う
。
道
長

の
驚
異

の
栄
花

は
、
そ

の
原
因

を

一
応
科
学
的

に
、
藤
原
氏
累

代

の
功
業
と
道
長
自
身

の
功
業
と

い
う

こ
と

で
解
決

し
た
が
、

そ
れ
が
あ

ま
り

に
卓
絶

し
て
い
た
も

の
だ

か
ら
、
最
初

の
理
由
付
け

を
も
無
視

し
て
、
彼

を
権

へ者

に
祭
上
げ

て
し
ま

っ
た
。
そ
う

し
な
け
れ
ば
、
道
長

の
は
か
り

な
き
栄
花

の

原
因
を
考

え
る
こ
と
が

で
き

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
彰
子
が
小

一
条
院

の
退
位

に
よ

っ
て
、
後

一
条

・
後
朱
雀

二
代

の
国
母
と
な

っ
た

の
も
、
宿
世

と
い
う
こ

と

で
な
く

て
は
説
明
が

つ
か
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、

『
大
鏡
』

の
歴
史
観

は
、
主
と

し
て
個
人
的

な

要

因

に

よ

っ

て
、
事
件

(歴
史
)
が
起
り
禍
福
が
生

じ
る
と
い
う
考

え
方
が
基
本

と
な

っ
て

お
り
、
次

に
、
超
人
間
的

な
力
を
重
視

し
、

さ
ら

に
、
因
果
関
係

で
歴
史

を
理

解

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
よ
う

な
痕
跡
も
あ

る
と
い
う

こ
と

に
な
ろ
う
。
言

う
ま

で
も

な
く
、
個
人
的

な
要
因

を
重
視
す

る
考

え
方

は
、
後

の
歴
史

の
動
力

を
道
徳

に
お
き
、
国
家

の
治
乱
興
亡
、
個
人

の
繁
栄

な
ど
、
す

べ
て
道
徳

の
守

ら
れ

る
か
否

か
に
よ

る
と
す

る
、

『
神
皇
正
統
記
』

の
道
徳
史
観

の
前
駆

を
な

す

べ
き
も

の
で
あ
ろ
う

し
、
超
人
間
的

な
も

の
に
重
き

を
お
く
史
観

は
、
歴
史

の
推
移
を
当
然

の
理
法

(道
理
)

に
よ
る
と
す

る

『
愚
管
抄
』

の
運
命
史
観

に

通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
驃

鏡

紙
』譲

の
。

し
た
が

っ
て
、

『
大
鏡
』

の
歴
史
観

は
混
沌

・
未
分
化

の
状
態

で
あ
り
、
そ

の
結
果
、

こ
の
物
語

の
確
固
た

る
歴
史
性

の
存
在
が
や

や
も
す

る
と
減
ず

る
と

い
う
印
象
を
受
け
よ
う
。
が
、
反
面
、
上
述

の
よ
う

に
そ
れ

が

後

の

『
愚

管

抄
』
や

『
神
皇
正
統
記
』
を
生
む
萠
芽
を
宿

し
て
い
る
こ
と
に
も
な

る
わ
け

で

あ

っ
て
、
む
し
ろ

『
大
鏡
』
に

は
未
熟
な
が
ら
も
史
観
が
芽
生

、兄
て
い
る
と
言

え

る
の

で
あ
る
。
そ

の
未
熟
さ

は
歴
史
評
論
書
の
嚆
矢
と

し
て
や
む
を
得

ぬ
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

一
九
七
〇

.

一
二

.
五
修
訂

一57一


