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良
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爪

一

○

蓋

シ
聞

ク
、
上
古

ノ
世
、
未
ダ
文
字
有
ラ
ザ

ル
ト
キ
、
貴
賎
老
少
口
ロ

ニ
相
伝

へ
、

前
言
往
行
存

シ
テ
忘

レ
ズ
。
書
契

ア
リ
テ
以
来
、
古

ヲ
談

ル

コ
ト

ヲ
好

マ
ズ
。
浮
華
競

ヒ
興

リ
テ
、
還
リ
テ
旧
老
ヲ
噴

フ
。

(
古
語
拾
遺

序
)

○

た

ゴ
世

に
と
り
て
人
の
御
耳

と
ゴ
め
さ
せ
給

ぬ
べ
か
り
し
む
か
し
の
事
ば

か
り
を
、

か
く
か
た
り
申
だ

に
、

い
と
を
こ
が
ま
し
げ

に
御
覧

じ
を
こ
す
る
人
も
お
は
す
め
り
。

(大
鏡

巻

六
-
世
継
の
こ
と
ば
ー
)

文
字
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
そ
れ
を
自
由
に
駆
使
で
き
る
層
と
そ
う
で

な
い
層
と
の
言
葉
を
、
分
断
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
上
古
、
我
々
の
言
語

は
、
み
ず
か
ら
の
文
字
を
生
む
よ
り
は
や
く
、
他
言
語
の
複
雑
に
発
達
し
た
文
字

の
洗
礼
を
う
け
た
。
そ
れ
は
、
極
度
に
完
成
し
た
表
意
力
を
も

つ
単
語
文
字
だ

っ

ま

な

た
た
め
に
、
真
名
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
担
う

「
高
度
な
」
文
化

へ
の
同
化
願
望
か

ら
、
民
族
の
お
の
ず
か
ら
の

「
か
た
り
」
と

「
こ
こ
ろ
」
を
封
じ
な
が
ら
、
由
来

支
配
層
の
ハ
レ
の
言
葉
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
み
ず
か
ら
の
言
葉

の
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
そ
ぎ
落
し
て
し
ま
う

真
名
表
記
、
そ
れ
を
ま
た
あ
ら
た
め
て
訓
読
す
る
煩
わ
し
さ
へ
の
漠
た
る
疑
問
は
、

遣
唐
使
の
停
止
、
公
に
お
け
る
修
史
事
業
の
中
断
等
を
経
て
、

に
呪
縛
さ
れ
だ
層
に
も
芽
生
え
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

○

口
本
紀
な
ど
は
、

事

は
あ
ら
め
。

た

団
片

そ
ば

ぞ

か
し

。

こ
れ
ら

に

こ
そ

、

よ

う

や
く

、

真

名

道
く

し
く
く
は
し
き

(源
氏
物
語

螢
)

と
い
う
光
源
氏
の
言
葉
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
層
に
は
衝
撃
だ

っ
た
は
ず
で
、

え
に
式
部
堕
地
獄
伝
説
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ゆ

○

訓

ノ

ヨ
ミ

ナ

レ
ド

、

心

ヲ

サ

シ

ツ

メ
テ
字

尺

ニ
ア
ラ

ハ
シ
タ

ル
事

ハ
、

猶

心

ノ
ヒ

ロ

ガ

ヌ
ナ

リ
。

真

名

ノ
文

字

ニ
ハ
ス
グ

レ

ヌ

コ
ト

バ

ノ
、

ム
ゲ

ニ
タ

マ
事

ナ

ル
ヤ

ウ

ナ

ル

コ
ト

バ

コ
ソ
、

口
本

国

ノ

コ
ト

バ

ノ
本

体

ナ

ル

ベ
ケ

レ
。

(愚

管

抄

巻

七
)

ヘ

へ

と
い
う
正
面
か
ら
の
言
あ
げ
は
、
ま
だ
、
漢
才
に
支
え
ら
れ
た
王
朝
盛
時
の
男
子

知
識
層
に
は
不
可
能
だ

っ
た
。

ひ
ら
が
な
文
に
よ
る
平
安
中
ご
ろ
の
物
語
類
の
中
で
、
か
ろ
う
じ
て
あ
る
い
は

公
然
と
筆
者
が
知
れ
る
の
は
、
源
氏

・
栄
華

・
狭
衣
な
ど
女
の
手
に
な
る
も
の
が

主
で
あ
る
。
竹
取

・
伊
勢

・
宇
津
保
そ
し
て
大
鏡
な
ど
、
お
そ
ら
く
男
の
手
か
と

*国 文学研究室(昭 和56年9月29日 受理)



四鏡における語り手設定の丹精木村:か た りと書11

推
察
さ
れ
て
い
る
作
品
の
筆
者
が
判
明
し
な
い
の
は
、
単
に
物
語
の
通
性
ゆ
え
と

(
1

)

は
限
ら
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
男
子
に
と
っ
て
ひ
ら
が
な
文
を
草
す
る
こ
と

は
、
た
わ
む
れ
に
せ
よ
世
を
し
の
ん
だ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
世
を
す
ね
た
営
み
だ

っ
た
か
ら
で
、

「男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
女
も
し
て
み
ん
」
と
は
、
そ

の
実

「女
も
す
な
る
ひ
ら
か
な
文

と
い
ふ
も
の
を
男
も
し
て
み
ん
」
と
し
た
の
だ

っ
た
。
お
そ
ら
く
、

「
心
ヲ
サ
シ
ツ
メ
テ
字
尺

ニ
ア
ラ
ハ
ス
」
真
名
文
の
苦
渋
を
、

徹
底
的
に
経
験
し
た
者
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
ひ
ら
が
な
文
の
筆
者
だ

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
の
成
立
流
布
後
の
万
寿
二
年
で
筆
を
収
め
る
大
鏡
が
、

源
氏
に
言
及
す
る
部
分
は

一
切
な

い
。
け
れ
ど
も
、
大
鏡
を
継
承
し
た
後
の
三
鏡

が
、
い
ず
れ
も
源
氏
に
対
し
て
も
あ
ら
わ
な
継
承
意
識
を
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

は
、
そ
れ
ら
の
筆
者
た
ち
の
大
鏡
観
が
、
源
氏
と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。

源
氏
物
語
に
お
け
る

「
か
た
り
」
の
担
い
手
は
、
紫
式
部
は
も
と
よ
り
、
い
わ

ゆ
る
草
子
地
に
顔
を
出
す
人
々
に
し
て
も
、
す
べ
て
当
時
の
宮
廷
女
房
た
ち
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
鏡
筆
者
は
、
い
わ
ば

「女
も
す
な
る
ひ
ら
か
な
昔
も
の
が

(
2

)

た

り

を

、

男

も

し

て

み
ん

」

と
し

た

の
だ

。

浮

華

を
廃

し
も

っ
と
あ

り

の
ま

ま

ら

し
く
ー

。
け
れ
ど
も
、
た
だ
昔

の
こ
と
を
ひ
ら
が
な

「
か
た
り
」
文
体
で
記
せ

ば
、
そ
れ
は
結
局

「
女
」
の
か
た
り
に
な

っ
て
し
ま
う
。
男
の
目
か
ら
の
か
だ
り

な
の
だ
と
い
う
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
男
の
語
り
手
を
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
源
氏
物
語
の
語
り
手
が
、
筆
者
紫
式
部
を
そ
の
ま
ま
映
し
出

す
女
房
層
と
み
ら
れ
る
の
と
同
等

に
は
、
大
鏡
筆
者
は
み
ず
か
ら
を
直
接
映
す
語

り
手
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
も
し
、
み
ず
か
ら
の
階
層
で
語
り
手
を
具

(
3
)

体
化
す
る
な
ら
、
大
鏡
は
、
江
談
抄

・
中
外
抄

・
富
家
語
と
い
っ
た
作
品
の
文
体

ー

漢
文
に
間
々
か
な
書
き
が
混
じ
る
と
い
っ
た
ー

を
と
る
し
か
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
で
は
、
大
鏡
筆
者
が
書
こ
う
と
し
た
歴
史
的
事
実
の
背
後

に
か
ら
ま
る
人
間
心
理
の
あ
や
や
、
そ
れ
ら

へ
の
率
直
な
批
評
は
、
高
家
の
人
に

か
か
わ
れ
ば
、
は
ば
か
り
が
多

い
。
か
と
い
っ
て
、
語
り
手
に
男
の
筆
者
み
ず
か

ら
を
彷
彿
さ
せ
な
が
ら
、
「
児
女
子
ガ
ロ
遊
」
(愚
管
抄
)
の
ひ
ら
が
な

「
か
た
り
」

文
体
で
、
お
ぼ
め
き
な
が
ら
記
す
な
ど
と
い
う

「
を
こ
が
ま
し
い
」
こ
と
が
、
ど

う
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
。
や
む
な
く
筆
者
は
、
み
ず
か
ら
は
語
り
筆
録
者
の
立
場

に
甘
ん
じ
た
。
そ
し
て
、
語
り
手
は
、
真
名
に
縁
の
な
い
、
書
契
以
前
の
世
界
に

そ
の
ま
ま
生
き
る

「下
繭
」
の

「
お
き
な
」
た
ち
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

○

昔
、
さ
か
し
き
み
か
ど
の
御
ま

つ
り

ご
と
の
折
は
、

「
国
の
う
ち
に
年
老

い
た
る
お

き
な

・
女
や
あ
る
」
と
召

し
た
つ
ね
て
、

い
に
し

へ
の
お
き
て
の
あ
り

さ
ま
を
問
は
せ

給

て
こ
そ
、
奏
す
る
こ
と
を
き

こ
し
め
し
あ
は
せ
て
、
世

の
ま

つ
り

ご
と
は
行
は
せ
給

け
れ
。
さ
れ
ば
、
老

い
た
る
は
い
と
か
し
こ
き
も

の
に
侍
り

。
わ
か
き
人
た
ち
、
な
あ

な
づ
り

そ
。

(
大
鏡

巻

一
)

大
鏡
の
第

一
の
語
り
手

「高
名
の
大
宅
世
継
」
は
、
賢
帝
の
政
に
も
参
画
し
た

と
い
う
、
背
の
旧
老
た
ち
の
面
影
を
、
ま
ず
は
お
の
れ
に
重
ね
よ
う
と
す
る
。
そ

し
て
、

○

世

継
は
い
と
お
そ
ろ
し
き
お
き
な
に
侍
。
真
実

の
心

お
は
せ
む
人
は
、
な
ど
か
は
つ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
し
と
思
さ
ざ
ら
ん
。
世

の
中

を
み
し
り
う
か
べ
た
て
～
も
ち
て
は
べ
る
お
き
な
也
。

た
れ
も
心
を
と
な

へ
て
き

こ
し
め
せ
。
世

に
あ
る
事

を
ば
、
何
事
を
か
見

の
こ
し
聞

の

こ
し
侍
ら
ん
。
こ
の
世
継
が
申
す
事
共
は
し
も
、
し
り
給
は
ぬ
人
く

お
ほ
く
お
は
す

ら
ん
と
な
む
思
ひ
は

べ
る
。

(
同
)

と
、
み
ず
か
ら
の

「
か
た
り
」
の
真
実
性
に
つ
い
て
、
巫
蜆
的
な
断
言
を
も
す
る
。

菩
提
講
に
参
集
し
て
い
た
僧
俗
は
、
ま
た
、

「
ひ
た
ひ
に
手
を
あ
て
＼
信
を
な
し
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つ
＼
」

「
す
べ
て
く

申
す
べ
き

に
も
侍
ら
ず
」
と
聞
き
入

っ
て
い
る
。
筆
者
は

ま

こ
と

そ
こ
に
、

「
か
た
り
」
が
そ
の
ま
ま

「
真
言
」
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
書
契
以
前

を
幻
想
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
筆
者
は
、
あ
く
ま
で
ふ
だ
ん

「
か
や
う
な
る
女

・
お
き
な
な
ん
ど
の

古
言
す
る
は
、

い
と
う
る
さ
く
聞

か
ま
う
き
や
う
に
こ
そ
お
ぼ
ゆ
る
」

(巻
六
)

真
名
信
奉
層
に
属
し
て
い
た
。
い
か
に
由
あ
り
げ
な

「
旧
老
」
の
か
た
り
と
し
て

も
、
そ
れ
を
た
だ
筆
録
す
る
体
裁
が
、
何
ほ
ど
の
信
慧
性
も
生
ま
な
い
こ
と
は
知

悉
し
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、

ヘ

ヘ

へ

○

と

し
ご
ろ
、
昔

の
人

に
対
面

し
て
、

い
か
で
世

の
中

の
見
聞
く

こ
と
ど
も
を
聞

え
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
せ
む
、

こ
の
た
ゴ

い
ま

の
入
道
殿
ド

の
御

あ
り

さ
ま

を
も
申
し
あ
は
せ
ば

や
。

(
巻

一
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
、
偶
然
出
会

っ
た
高
齢
の
同
世
代
者
の

「
語
り
合
せ
」
形
式
を
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
ず
は
そ
の
信
慧
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
と
も
に

「
下
脳
な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ

ど

も

み

や

こ
ほ

と

り

」

(
巻

一
)

と

い
う

経
歴

を
も

ち

、

宮

中

や
高

家

の
裏

面

に
通

じ

る

こ
と

も

あ

り

う

る
性

格

づ

け

を

す

る

。

き

ら

に
、
第

三

の
人

物

と

し

て

、

と
か

く

「
そ

ら

物

語

す

る
翁

か

な
」

(巻
六
)

と

軽
蔑

の
目

を
向

け

る

「
わ

か

き

人

々
」

の
申

か

ら

、

「
こ

の
し

ろ

し
め

し
げ

な

る

こ
と

ゴ
も

は

、

思

ふ

に

ふ

る
きふ

み

御
日
記
な
ど
を
御
覧
ず
る
な
ら
ん
か
し
」

(巻
六
)
と
、

世
継
を
感
嘆
さ
せ
る
書

に
も
通
じ
た
青
侍
を
ア
ド
に
立
て
て
、
真
名
信
奉
層
の
批
判
に
も
た
え
う
る

「
か

た
り
」
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
る
。
加
え
て
そ
れ
は
、

「
こ
の
御
寺
の
三
宝
、
今

日
の
座
の
戒
和
尚

に
請
ぜ
ら
れ
給
仏

・
菩
薩
を
謹
と
し
」

(巻
六
)
、

多
く
の
会

衆
の
批
判
に
も

つ
ね
に
ひ
ら
か
れ
た
姿
勢
で
語
ら
れ
て
い
た
の
だ

っ
た
。

け
れ
ど
も
大
鏡
筆
者
は
、
か
た
り
の
終
局
部
に
お
い
て
、
世
継
に
結
局

つ
ぎ
の

よ
う
に
言
わ
せ
て
い
る
。

○

こ
の
し
ろ
し
め
し
げ
な
る
こ
と
ゴ
も
は
、
思
ふ
に
ふ
る
き
御

日
記
な
ど
を
御
覧
ず

る

ヘ

へ

な
ら
ん
か
し
と
心
に
く

～
。
下
繭

は
さ
ば
か
り
の
ざ

へ
は

い
か
で
か
侍
ら
ん
。
た
だ
見

ヘ

ヘ

ヘ

へ

聞
き
た
ま

へ
し
事
を
心

に
思
お
き
て
、
か
く
さ
か
し
が
り
申
に
こ
そ
あ
れ
。
ま
こ
と
人

に
あ

ひ
た
て
ま

つ
り

て
は
、
お
ぼ
し
と
が
め
給

事
も
侍
ら
ん
と
、
は
つ
か
し
う
を
は
し

ま

せ
ば
、
老

い
の
学
問

に
も
う
け
給
は
り
あ
か
さ
ま

ほ
し
う
こ
そ
侍
れ
。

(巻

六
)

こ
こ
で
は
、
世
継
が
は
じ
め
に
み
せ
た

「世
の
中
を
見
知
り
う
か
べ
た
て
＼
も

ち

て

は

べ
る

お

き

な
」

と

し

て

の
自

信

は

、

も

う

影

を

ひ

そ

め

、
才

あ

る
人

i

真
名
の
書
に
通
じ
た
人
こ
そ

「ま
こ
と
人
」
だ
と
し
て
恭
順
の
体
を
示
す
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、

「
日
本
紀
な
ど
は
た
ゴ
片
そ
ば
ぞ
か
し
」
へ
の
応
酬
だ

っ
た
と
み

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
継
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

や
む

ご
と
な
く
も
又
く
だ
り

て
も
、
ま
ち
か
き
御
簾

・
す
だ

れ
の
内
ば

か
り

や
、
お

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

ロ

も

ロ

ぼ
つ
か
な
さ
の
こ
り

て
侍
ら
ん
。
そ
れ
な
り
と
も
、
各
宮

・
殿
原

・
次
々
の
人

の
御
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
り
に
人
の
う
ち
き
く
ば
か
り

の
こ
と
は
、
女
腸

・
わ
ら
は
べ
申

つ
た

へ
ぬ
や
う
や
は

ヘ

ヘ

へ

侍

る
。
さ
れ
ば
、

そ
れ
も
、
不
意

に
つ
た

へ
う
け

た
ま
は
ら
ず

し
も
さ

ぶ
ら
は
ず
。
さ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
ど
、
そ
れ
を
ば
、
な

に
と
か
は
か
た
り
申
さ
ん
ず
る
。

(巻

六
)

と

、
女

房

・
わ

ら

は

べ
の

「
か

た
り

」

の
領

分

に
は

、

あ

え

て
踏

み
入

ら

な

か

っ

た

と
も

尋
、]
う
。

大

鏡

の
語

り
手

設

定

の

丹

精

は

、
か

た
り

と
真

名

の
需

と

の

か
け

は

し

を

模

索

し

な

が

ら

、

い
か

に
女

手

に

よ

っ
て
男

の
か

た

り

の
リ

ア
リ

テ

ィ
を
出

す

か

、

と

い
う

と

こ

ろ

に

あ

っ
た

の

で
あ

る
。

二

 

○

い
か
で
か
く
よ
う
つ

の
こ
と
、
御
簾

の
う
ち
ま
で
聞
く
ら
ん
と
お
そ
ろ
し
く
。
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(大
鏡

巻

六
)

ヌ

ニ
ヤ

ト

ヲ

ロ
カ

ニ
覚

テ

…

(愚
管
抄

巻

三
)

13

大
鏡
の
、
冒
頭
で
語
り
手
と
語
り
空
間
と
を
設
定
す
る
手
法
は
継
承
し
な
が
ら

も
、
後
の
三
鏡
は
い
ず
れ
も
、
そ

の
語
り
手
あ
る
い
は
直
接
の
聞
き
手
に
、
は

っ

き
り
女
子
を
た
て
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
鏡
物
が
志
向
し
た
語
り
の
内
容
や
形
式

に
照
ら
せ
ば
、
女
子
を
か
か
わ
ら
せ
る
ほ
う
が
結
局
は
自
然
だ

っ
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。

ヘ

へ

今
鏡
の
語
り
手
の
老
女
は
、
み
ず
か
ら
の
素
性
を
、
祖
父
の
名
は
世
継
、
父
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

学
生
、
自
分
は
紫
式
部
の
局
に
あ
や
め
と
い
う
名
で
仕
え
た
と
、
大
鏡

・
源
氏
物

語
双
方
に
、
い
さ
さ
か
欲
ば

っ
た
継
承
意
識
を
も

っ
て
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し

そ
こ
に
は
、
右
に
述

べ
た
大
鏡

の
語
り
手
設
定
意
図
が
十
分
に
察
せ
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
如
実
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
今
鏡
は
、

(下
繭
の
身
で
)

「
い
か
で
か
く
よ

う
つ
の
こ
と
御
簾
の
内
ま
で
聞
く
ら
ん
」
と
大
鏡
の
筆
録
者
が
も
ら
し
た
疑
問
に

対
し
て
も
、
老
女
の
子
に
、

「内
わ
た
り
の
事
も
語
り
、
世
の
事
も
暗
か
ら
ず
申

し
」
た
五
節
の
命
婦
、

「朝
浄
め
御
垣
の
内
に
仕
う
ま

つ
る
」
殿
守
の
み
や

つ
こ

を
配
し
、
周
到
な
構
え
を
み
せ
る
。

そ
の
上
で
、
今
鏡
が
試
み
た
の
は
、

一
つ
に
は
、
い
わ
ば
政
治
史
で
な
く
文
化

史
を
軸
に
語
る
こ
と
、
ム
ニ

つ
は
、
書
に
拠
る
か
た
り
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を

明
確
に
区
別
す
る
こ
と
だ

っ
た
。

時
代
は
、
大
鏡
の
こ
ろ
と
は
異
な
り
、
公
家
階
級
が
、
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

を
誇
ら
か
に
語
れ
る
現
実
を
喪
失

し
つ
つ
あ
っ
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

保

元

ノ
乱

イ
デ

キ

テ

ノ
チ

ノ

コ
ト

モ
、

マ
タ
世

継

ガ

モ

ノ
ガ

タ
リ

ト

巾

モ

ノ

モ
ヵ

キ

ツ
ギ

タ

ル
人

ナ

シ
。

少

々

ア
リ

ト

ヵ

ヤ

ウ

ケ
タ

マ

ハ
レ
ド

モ
、

イ

マ
ダ

エ
ミ
侍

ラ

ズ

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ソ

レ

ハ
ミ

ナ
タ

寸

ヨ
キ
事

ヲ

ノ

ミ

シ

ル
サ

ン
ト

テ

侍

レ

バ
、

保

元

以

後

ノ

コ
ト

ハ
ミ

ナ

乱

世

ニ
テ

侍

レ

バ
、

ワ

ロ
キ
事

ニ
テ

ノ
ミ

ア
ラ

ン
ズ

ル

ヲ

バ
バ
カ

リ

テ
、

人

モ
申

ヲ

カ

と
か
く
世
相
は
文
に
め
で
た
く
は
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、

「
世
継
物
語
」
が
志

向
し
た
そ
の
あ
た
り
の
意
識
を
、
今
鏡
等
は
見
て
い
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
さ

す
が
に
愚
管
抄
は
よ
く
見
と
お
し
て
い
る
。
今
鏡
の
筆
者
は
、
お
そ
ら
く
み
ず
か

ら
の
遁
世

の
志
ど
お
り
、
意
識
的
に
政
治
的
世
界
を
捨
て
、
代
わ

っ
て
能
芸
に
め

で
語
る
べ
き
対
象
を
傾
斜
さ
せ
た
。
だ
が
、
も
し
語
り
手
を
女
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
、
し
ご
く
自
然
な
志
向
領
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
f

。

け
れ
ど
も
今
鏡
は
、
そ
の
よ
う
に
周
到
に
仮
構
し
た
は
ず
の
語
り
手
に
対
し
、

「
か
た
り
口
」
を
仮
構
す
る
段
に
な

っ
て
難
渋
し
た
。
筆
者
が
歴
史
的
事
象
の
証

と
す
る
も
の
は
、
真
名
に
せ
よ
仮
名
に
せ
よ
先
行
の
書
で
あ
り

(源
氏

・
栄
華

・

大
鏡
等
の
出
現
に
よ
り
、
よ
う
や
く
仮
名
文
も
書
と
し
て
の
地
位
を
得
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
)
、
彼

の
関
心
も
も

っ
ぱ
ら
そ
の
書
に
あ

っ
た
か
ら
、
し
ば
し

ば
資
料
と
し
て
の
書
を
律
義
に
明
示
し
な
い
で
は
気
が
す
ま
な
い
の
で
あ
る
。

へ

○

和

歌
詠
む

べ
き
や
う
、
連
歌
な
ど
侍

る
文
に
は
、
道
信
中
将

の
歌
、
伊

勢

大

輔

が

「
こ
は
え
も

い
は
ぬ
花

の
色

か
な
」
と
付
け
た
る
事
な
ど
、
い
と
優
な
る
こ
と
に
こ
そ

ヘ

ヘ

へ

と
侍

る
な
れ

…
…
家

の
集

に
は
、
聞
き
と
聞
き
給

へ
り
け
る
事
と
覚
ゆ
る
事
詠

み
集
め

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら
れ
侍
り
。

こ
れ
は
連
歌
の

つ
い
で
に
、
承
り

し
こ
と
を
申
し
侍

る
に
な
む
。

(
す
べ
ら
ぎ

の
中

第

二
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

そ
の
御
あ
り
様
、
内
侍

の
典
侍
讃
岐
と
か
聞

え
し
、
細

か
に
書
か
れ
た
る
書
侍
り
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
や
。
人

の
読
ま
れ
し
を
、

ひ
と
か

へ
り
は
聞
き
侍
り
し
。

(同
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

橘

の
氏

の
贈
中

納
言

広
相
と
聞
え
給
ふ
宰
相

の
日
記
に
ぞ
、

こ
の
事
は
書

か
れ
た
る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
聞
き
侍
り
し
。

(
背
語

第
九
)

そ
の
上
で
、
あ
あ
こ
れ
は
下
膓
の
老
女
の
聞
語
り
だ

っ
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で

「
ー

と
聞

き

侍

り

し

」

な

ど

と

つ
け

加

え

る

の
で

あ

る
が

、
そ

れ
も

、

筆
者

の
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大良ブ又
ノJく

書

へ
の
関
心
が
と
り
わ
け
色
濃
く
出
る

「昔
語
」

間
に
合
わ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

の
部

分

な

ど

で
は

、

ど

う

に
も

○

義

忠
の
三
位
、
女
房
に

つ
け

て
奉
り
け
る

「
青
柳
の
色

の
糸

に
て
結
び
て
し
う
れ
葉

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
解

け
で
春
ぞ
暮
れ
ぬ
る
」
と
そ
聞
き
侍
り
し
。

「
よ
れ
葉

ほ
ど
け
で
」
と
書

る
も

あ

外

。
何

れ
か
真

に
侍
ら
む
。

(昔
語

第

九
)

○

請
け
文

は
、

三
河

の
聖
定
基
奉
り
て
、
秀
句
な
ど
書
き
留
め

給

ふ

な

り

。

「
…
…

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

…
」
と
そ
書

か
れ
侍
り
け
る
。

(同
)

今
鏡

の
筆
者
は
、
み
ず
か
ら
信
奉
す
る
書
の
世
界
を

「
か
た
り
」
に
昇
華
は
し

き
れ
ず
、
結
果
と
し
て
語
り
手
設
定
を
著
し
く
形
骸
化
し
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て

老
女
の
打
聞
に
よ
る
口
が
た
り
の
筆
録
で
あ
る
は
ず
の
も
の
の
中
に
、
何
と
も
奇

妙
に

「打
聞
」
と
い
う
部
立
て
を

と
り
わ
け
て
巻
末
に
添
え
さ
え
し
た
の
で
あ
る
、

「打
聞
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「敷
島
の
打
聞
」
と
い
う
数
篇
の

歌
物
語
、

「奈
良
の
御
代
」
と
い
う
万
葉
集
成
立
論
、

「作
り
物
語
の
ゆ
く

へ
」

と
い
う
源
氏
物
語
論
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
、
い
わ
ば
全
巻
の
結
び
と
も

い
え

る

「作
り
物
語
の
ゆ
く

へ
」
で
は
、
紫
式
部
堕
地
獄
説
に
反
論
し
て
、

○

仏
も
讐
喩
経

な
ど

い
ひ
て
、
な
き
事
を
作
り
出
だ
し
給

ひ
て
説
き
置
き
給

へ
る
は
、

こ
と
彪
妄
な
ら
ず

と
こ
そ
は
侍
れ
。
女

の
御
身

に
て
さ
ば

か
り

の
事
を
作
り
給

へ
る
は
、

た

ゴ
人
に
は
お
は
せ
ぬ
や
う
も
や
侍
ら
む
。
妙
音
観
音
な
ど
申
す

や
む

ご
と
な
き
聖
た

ち

の
女

に
な
り
給

ひ
て
、
法
を
説
き
て
こ
そ
人

を
導
き
給
ふ
な
れ
。

(打
聞

第
十
)

な
ど
と
、
老
女
あ
や
め
の
口
を
通
し
て
、
源
氏
物
語
擁
護
の
熱
弁
が
ふ
る
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
式
部
ゆ
か
り
の
老
女
を

「
虚
妄
の
」
語
り
手
に
た
て

て
今
鏡
を
書
い
た
自
身
の
弁
解
も

こ
め
た
筆
者
の
持
論
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
同
様
に
、
聞
き
手
と
の
問
答
形
式
で
展
開
さ
れ
て
い
る
万
葉
集
成
立
論
も
、

当
時

の
諸
説
に
対
す
る
筆
者
自
身
の
見
解
だ

っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
と

す
れ
ば
、
同
じ
部
立
て
中
の

「敷
島
の
打
聞
」
も
、
単
に
伝
聞
に
よ
る
歌
物
語
と

い
う
の
で
な
く
、
筆
者
自
身
の
解
釈
や
語
り
口
が
か
な
り
濃
い
歌
物
語
だ
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
が
、
今
昔
物
語
集

・
袋
草
子
な
ど
今
鏡

成
立
以
前
の
も
の
に
載
る
類
話
と
、
語
り
口
を
共
有
す
る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
な
い

(
4

)

の
で
あ
る
。

今
鏡
は
、
先
行
の
書
に
も
と
つ
い
て
極
力
客
観
的
に
記
し
た
第
九
ま
で
に
対
し
、

ヘ

ヘ

へ

第
十
を
、
筆
者

の
主
観
的
見
解
を
つ
よ
く
打
出
し
た
か
た
り
と
し
て
別
扱
い
し
、

へ

し
か
も
書
の
実
証
の
な
い
妄
語
と
の
そ
し
り
を
避
け
て
、
あ
え
て
単
な
る

「打
聞
」

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
ほ
ど
、
今
鏡
筆
者

の
周
辺
は
、
書
の
呪
縛
か
ら
ま
だ
自
由
で
は
あ
り
え
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

三

○

万
寿
の
こ
ろ
を
ひ
、
世
継
と
申

し
さ
か
し
き
お
き
な
侍
き
。
文
徳
天
皇
よ
り
後

つ
方

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
事
は
暗
か
ら
ず
申
を
き
た
る
よ
し
う
け
給
は
る
。
そ

の
さ
き
は
い
と
聞
耳
遠
け

れ
ば

と
て
申
ざ
り
け

れ
ど
も
、
世
の
中

を
き
は
め
し
ら
ぬ
は
、
か
た
お
も
む
き
に
今
の
世

を

そ
し
る
心
出

で
来

る
も
、
か

つ
は
罪

に
も
侍
ら
ん
。
目

の
前

の
事
を
昔

に
似
ず
と
は
、

世
を
し
ら

ぬ
人
の
申

ご
と
な
る
べ
し
。
か

の
嘉

承
三
年
よ
り
さ
き
の
こ
と
を
お
ろ
く

 申

べ
し
。

(水
鏡

上
)

「
む
か
し
物
語
」
す
る
と
は
、
大
鏡

・
今
鏡
に
み
る
限
り
、
み
ず
か
ら
生
き
て

い
た
実
感
の
あ
る
過
去
の
、

「
た
ゴ
見
聞
き
た
ま

へ
し
事
を
心
に
思
お
き
て
」
語

る
こ
と
で
あ
る
。
た
め
に
、
大
鏡

・
今
鏡
は
、
い
ず
れ
も
語
ら
れ
る
年
代
に
即
し

て
法
外
な
高
齢
の
語
り
手
を
設
定
し
た
。
そ
う
し
た

「
む
か
し
物
語
」
の
文
脈
に

則
り
な
が
ら
、
世
継
さ
え

「聞
耳
遠
け
れ
ば
」
と
し
て
語
ら
な
か
っ
た
文
徳
天
皇
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以

前

の

こ
と

を

、

は

る
か

降

っ
た

今

語

る

と

す

れ
ば

、

い

っ
た

い
ど

の
よ

う

な

語

(
5

)

り
手
な
ら
可
能
だ
ろ
う
か
ー

。
水
鏡
の
語
り
手
設
定
の
苦
心
は
、
そ
こ
か
ら
始

ま
る
。

と
こ
ろ
で
、
水
鏡
が
、
大
鏡

・
今
鏡
と
異
な
る
点
は
、
語
り
手
よ
り
も
ま
ず
聞

き
手
に
あ
る
。
そ
れ
は
、今
年
七
十
三
に
な
る
尼
と
い
う
よ
う
に
、か
な
り
具
体
的

に
性
格
が
示
さ
れ
、
大
鏡
や
今
鏡

の
よ
う
な
僧
俗
男
女
い
ず
れ
と
も

つ
か
な
い
漠

(
6
)

然

と

し

た
あ

り

方

は

と
ら

な

い
。

そ

の
上

で
、

そ

の
尼

に
、

「
此

事

を

け

ち

て

や

ヘ

ヘ

へ

ま
む
、
く
ち
を
し
く
て
書
付
け
侍
也
」
と
、
筆
録
者
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
し

て
も
い
る
。

つ
ま
り
、
水
鏡
は
、
最
終
的
に
は
尼
が
そ
の
打
聞
を
記
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
女
手

「
か
た
り
」
文
体
に
対
し
、
そ
れ
な
り
に
自
然
な
担
い

手
が
設
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
肝
賢
の
第

一
の
語
り
手

に
つ
い
て
は
、

「
こ
の
申
こ
と
は
見
き
＼
し
こ

と
ば
か
り
」
と
、
あ
く
ま
で
、
生
き
て
き
た
時
代
の
見
聞
を
語
る
原
則
を
く
ず
し

て
い
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
が
、
神
武
天
皇
以
来
と
な
れ
ば
、
大
宅
世
継
の
神
秘
性

で
も
も
う
間
に
合
わ
ず
、
十
日
の
月

の
入
方
の
幽
暗
の
山
申
か
ら
登
場
す
る

「
や

せ
神
さ
び
た
る
」
葛
城
の
仙
人
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
何
と
も
超

ヘ

ヘ

ヘ

へ

現
実
的
な
仙
人
の
語
り
を
、
現
実

の
今
の
尼
に
と
り
も

つ
の
が
、
第

二
の
語
り
手

の
修
行
者
で
あ
る
。
修
行
者
で
あ
る
以
上
彼
が
、
あ
る
と
き
は
大
峯
葛
城
な
ど
を

修
行
し
歩

い
て
仙
人
に
め
ぐ
り
会

い
、
今
ま
た
泊
瀬
に
籠

っ
て
尼
と
出
会
う
こ
と

に
何
の
不
都
合
も
な
い
だ
ろ
う
。

水
鏡
は
、
資
料
も
乏
し
く
、
す
こ
ぶ
る

「聞
耳
遠
き
」
時
代
を
語
る
た
め
に
、

ヘ

ヘ

へ

大
鏡
の
語
り
合
せ
に
よ
る
ま
こ
と

へ
の
接
近
手
法
と
は
む
し
ろ
逆
に
、
聞
き
語
り

ヘ

へ

を
二
度
重
ね
る
と
い
う
朧
化
手
法
を
と

っ
た
。
そ
の
上
で
、
修
行
者
か
ら
尼

へ
と

い
う
語
り
継
ぎ
に
よ

っ
て
、
男
の
語
り
を
女
手

「
か
た
り
」
文
体
で
記
す
大
鏡

の

意
図
は
全
う
に
継
承
し
た
。
水
鏡

の
語
り
手
設
定
は
、
今
鏡
よ
り
よ
ほ
ど
成
功
し

て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
語
り
手
は
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ
に
、

○

こ
の
申

こ
と
は
、
見
き

～
し
こ
と
ば
か
り
な
れ
ば
、
大
切

な
こ
と
ど
も
多

く
落
ち
侍

ぬ
ら
ん
。

こ
れ
は
た
ゴ
お
ほ
や
う

の
あ
り
さ
ま

を
思
し
合

せ
さ

せ
む
と
思
給

る
ば
か
り

也

。

(仙
人
)

○

い
ま

か
く
か
た
り
申
も
、

な
を
仙
人

の
申

し
ご
と
十
が

一
を
ぞ
申
ら
ん
。
そ
の
中
に

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
を
ひ
が

ご
と
多
く
、
世

の
人

み
な
知
り
、
お
こ
が
ま
し
き
事
ど
も
に
て
こ
そ
侍
ら
め
。

(
修
行
者
)

○

世

あ
が
り
才
か
し

こ
か
り

し
人

の
、
大
鏡
な
ど
い
ひ
て
書
き
を
き
た
る
に
は
似

で
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
と
ば

い
や
し
く
ひ
が
ご
と
多
く

し
て
、
見
ど
こ
ろ
な
く
、
文
字
落
ち

～
り

て
、
見
ん

人

に
そ
し
り
あ
ざ
む
か
れ
ん
こ
と
う
た
が

ひ
な
か
る
べ
し
。

(尼
)

な
ど
と
述
懐
し
、
世
継
や
あ
や
め
の
よ
う
な
自
信
満
々
な
風
は
と
ら
な
い
。
そ
れ

(
7

)

は
、
水
鏡
が
、
ほ
と
ん
ど
扶
桑
略
記
だ
け
に
拠

っ
て
書
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
り
に
、
あ
た
う
限
り
多
く
の
書
を
駆
使
し
て
書
い
た

と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
れ
た
だ
ろ
う
。

骨
肉
相
食
む
社
会

の
争
乱
、
末
世
到
来
の
声
の
高
ま
り
の
中
で
、
水
鏡
の
著
述

意
図
は
、

○

ひ
と

へ
に
目
の
前

の
事
ば
か
り
を

の
み
そ
し
る
心
お
は
し
て
、

い
に
し

へ
は
か
く
し

も

な
か
り
け
ん
な
ど
思
す
、

ひ
と
す
ち
な
る
心

の
お
は
す

る
か
た
を
申

き
か

せ
ば
、

一

分

の
執
心
を
も
失
ひ
た
て
ま

つ
り
な
ば
、
仏
道

に
す

～
み
給
か
た
と
も
な
ど

か
な
ら
ざ

ら
ん
。

(上
)

○

い
つ

こ
も
く

心
う
き
は
人

の
心
な
り
。

(同
)

と

い

っ
た

と

こ
ろ

に

あ

り

、
最

終
的

な

た

て

ま

え

と
し

て
は

、

○

人

の
た
め
と
も
思
侍
ら
ず

-

-
わ
れ

一
人
見
ん
と
て
書
付
け
侍

ぬ
。

(下
)

と

い

う

の
だ

っ
た
。

そ

れ

は
、

大

鏡

や
今
鏡

の
語

り
手

の
言

い
草

よ
り

も

、

む

し
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ろ
愚
管
抄
の
、

○

ヒ

ト

ス
ヂ

ニ
世

ノ
ウ

ツ
リ

ヵ

ハ
リ
オ

ト

ロ

ヘ
ク

ダ

ル

コ
ト

ハ
リ
、

ヒ
ト

ス
ヂ

ヲ
申

サ

バ
ヤ

ト

オ

モ

ヒ

テ
思

ヒ

ツ

寸
ク

レ

バ

コ
レ

ヲ
思

ツ

寸
ク

ル
心

ヲ

モ
ヤ

ス

メ

ン
ト

思

テ

、

カ

キ

ツ

ケ
侍

也

。

(巻

三
)

ヘ

へ

と

い

う

の

に
近

い
。

水

鏡

筆

者

は

、
す

で

に

、
冷

徹

な
内

省

の
目

を
も

っ
た
巾

世

公
家

だ

っ
た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

い
か

に

「
ひ
が

ご
と

」

に
な

ら

ぬ
よ

う

に
と

心

し

て
書

き

と

め

た
と

し

て
も

、

言

葉

と

は

、

一
つ
の
事

実

に
対

し

て

、

一
個

人

の
目

を

通

し

た

一
面

を

語

る

に
す

ぎ

な

い

と

い
う

こ

と

を
、

人

々
は

よ
う

や
く

自

覚

し

つ

つ
あ

っ
た

。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

水

鏡

に
か

た

り

と

書

と

の
葛

藤

は

み

ら

れ

な

い
。

「
世

の
人

の
口

」

さ
が

な

さ

は

常

の

こ

と
、

「
わ

れ

一
人

見

ん

」

と

い

う

こ

と

な

ら
ば

、

「
若

く

よ
り

か

や

う

の

こ

と

の
心

に

し

み

な
ら

ひ

て
」

と

い

う
ま

ま

の

「
む

か

し
物

語

」

の
文

体

で

、

自

由

に
語

り

記

す

こ

と

こ

そ
が

、

そ

の
目

的

だ

っ
た

の
で

あ

る

。

四

○

世

に
語
り
伝

ふ
る
事
、
ま

こ
と
は
あ

い
な
き
に
や
、

お
ほ
く
は
皆
虚
言

な
り
。
あ
る

に
も
過
て
人
は
物
を
い
ひ
な
す

に
、
ま
し
て
年
月
す
ぎ
、
境
も
隔
り
ぬ
れ
ば
、

い
ひ
た

き
ま

～
に
語
な
し
て
、
筆

に
も
書
と
ゴ
め
ぬ
れ
ば
、

や
が
て
定
ま
り
ぬ
。

音

に

聞

く
と
見

る
時
と
は
、
何
事
も
か
は
る
も

の
な
り
。

と
に
も
か
く
に
も
虚
言
多

き
世

な
り

。
た

ゴ
常
に
あ
る
珍
ら
し
か
ら

ぬ
事

の
ま

～
に
心
得

た
ら
ん
、
よ
う
つ

違
ふ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

べ
か
ら
ず

。
下
ざ
ま

の
人

の
物

語
は
.耳
お
ど
ろ
く
皐

の
み
あ
り

。
よ
き
人
は
あ
や
し
き

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

事
を
語
ら
ず

。

(徒
然
草

七
十
三
段
)

口

が

た

り
ば

か

り

で

は

な

い
、

書

に
と

ど

め

ら

れ

て

い
る

と

こ
ろ

で

、

そ

れ

が

ヘ

ヘ

へ

ま

こ

と

で

あ

る

保

証

な

ど

ど

こ

に

あ

る

だ

ろ

う

。

自

己

に

と

っ
て

、

ま

さ

目

に

見

る
こ
と
以
外
の
何
が
、
確
実
に
在
る
と
信
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
ー

。

激
し
い
動
乱
の
時
代
の
価
値
観
の
動
揺
の
中
、
言
葉
の
力
に
対
す
る
深
い
懐
疑
が

(
8
)

人
々
を
領
し
て
後
、
増
鏡
は
執
筆
さ
れ
た
。

聴
鍵

の
語
り
の
場
は
、
語
り
手

一
人
聞
き
手

一
人
に
よ
っ
て

一
見
単
純
に
構
成

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ
れ
て
い
る
。
聞
き
手
は
、

「
さ
ら
ば
、
い
ま
の
給
は
ん
事
を
も
ま
だ
書
き
し
る

い
て
、
か
の
都
伽
齢
姫
に
ひ
と
し
か
ら
ん
と
こ
そ
は
お
ぼ
す
め
れ
。」

と
、
筆
録

者
で
あ
る
こ
と
は
明
冒
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
性
格
は
、
大
鏡

・
今
鏡
と
同
様
曖

ヘ

へ

昧
で
あ
る
。
他
方
語
り
手
は
、
聞
き
手
に

「
八
十
に
も
や
余
り
ぬ
ら
ん
」
と
見
え
、

ヘ

へ

み
ず
か
ら
は

「百
と
せ
に
も
こ
よ
な
く
余
り
侍
ぬ
ら
ん
」
と
い
う
老
尼
と
い
う
以

外
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
性
格
を
具
体
的
に
は
明
か
さ
な
い
。
た
だ
し
、

「若
き
女

、房
の
つ
き
み
＼

し
き
ほ
ど
な
る
」
を
具
し
て
お
り
、

「
こ
よ
ひ
は
こ
の
局
に
う
ち

休
み
な
ん
。
坊

へ
行
き
て
み
あ
か
し
の
事
な
ど
い
へ
。」
と
指
図
す
る
言
葉

っ
き
、

「
な
に
と
な
く
な
ま
め
か
し
く
、心
あ
ら
ん
か
し
」
「古
代
に
み
や
び
か
に
」
「
い
と

占
代
な
り
」
と
聞
き
手
が
し
き
り
に
も
ら
す
印
象
、口
を

つ
い
て
歌
が
出
、ふ
だ
ん

の
言
葉
さ
え

「
あ
は
れ
に
も
(山
の
端
近
く
)
傾
き
ぬ
め
る
日
か
げ
か
な
我
身
の
上

の
心
ち
こ
そ
す
れ
」
と
歌
め
い
て
い
る
な
ど
、
由
あ
る
人
の
風
情
が
濃
厚
で
あ
る
。

増
鏡
は
、

「第
五

内
野
の
雪
」

「
第
六

お
り
ゐ
る
雲
」
で
数
か
所
、
弁
内

侍
日
記
に
拠

っ
て
書
い
た
と
み
ら
れ
、
ま
た
、
第
八
か
ら
第
十

一
ま
で
の
う
ち
後

深
草
院
に
か
か
わ
る
記
事
は
、
ほ
と
ん
ど
同
院
女
房
二
条
の

『
と
は
ず
が
た
り
』

に
拠

っ
て
味
㌍

そ
れ
ら
女
房
の
手
記
は
・
相
当
の
教
養
と
冷
静
な
記
録
意
識
を

も

っ
た
筆
者
に
よ

っ
て
、
後
深
草
帝

・
院
に
そ
れ
ぞ
れ
も

っ
と
も
近
侍
し
た
位
置

に
あ

っ
て
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
・。
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
森

漫

い
わ
慧
L
)級

資
料
と
す
る
こ
と
で
、

増
鏡
は
、

鎌
倉
期
公
家
社
会
の

「夕
日
の
花
や
か
さ
」

を
、
ひ
た
す
ら
帝

・
院

・
后
妃

・
大
臣
な
ど
高
位
の
人
々
に
即
し
、
そ
こ
に
近
侍

、

、

、

、

、

(
12
)

す
る
上
位
の
女
房
の

「御
簾
の
内
」
か
ら
の
視
点
で
語
ろ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。
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ヘ

ヘ

ヘ

へ

徒
然
草
に
は
、
玄
輝
門
院
の

「
閑
院
殿
の
櫛
形
の
穴
」
に

つ
い
て
の
有
職

の
人

も
及
ば
な
い
古

い
記
憶

(三
士
二
段
)
、
「
別
殿
の
行
幸
に
は
昼
御
座
の
御
剣
に
て

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
そ

あ

り

け

れ

」

と

し

の
び

や

か

に
、正

す
古

き
典

侍

(百

七
+

八
段
)

、

「
浄

土
寺

ヘ

ヘ

ヘ

へ

前

関

白

殿

は

、
幼

く

て

安

喜

門

院

の
よ

く

教

へ
参

ら

せ

さ

せ
給

ひ
け

る
故

に

、
御

詞

な

ど

の
よ

き

ぞ

。
」

(百
七
段
)

な

ど

と

、

し

き

り

に
古

き

「
よ

き

人
」

の
語

り

ご
と

が

讃

嘆

さ

れ

る

。

あ

る

い
は

ま

た

、

『
昭
君

門

院

御

産

愚

記

(公
衡
公
記
)
』

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
は
、
御
産
時
の
女
房
の
装
束
に

つ
き
、
「
内
々
尋
コ申
東

二
条
院
一」
と
い

っ
た

記
述
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
有
職
故
実
の
重
ん
じ
ら
れ
た
当
時
の
公
家
社
会

に
お
い
て
、
日
々
禁
省
の
御
簾
の
内
に
あ
る
女
院

・
上
繭
女
房

・
内
侍
と
い

っ
た

婦
人
た
ち
の
語
り
ご
と
の
権
威
と
信
頼
性
を
伝
え
る
も
の
だ
ろ
う
。
増
鏡
の

「
な

に
と
な
く
な
ま
め
か
し
く
、
心
あ
ら
ん
か
し
」
と
い
う
老
尼
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
語

り
伝
え
が

い
り
乱
れ
、
と
も
す
れ
ば
ど
れ
も
虚
言

・
僻
言
と
軽
ん
じ
ら
れ
る
風
潮

の
中
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
↓、口
に
信
頼
を
得
て
い
た
そ
れ
ら

「
よ
き
人
」
の
面
影
を

宿
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る

い
は
そ
こ
に
、
そ
う
し
た
階
層
に
あ

っ
て
必
ず

(
13
)

し
も
志
を
得
な
か

っ
た

『
と
は
ず
が
た
り
」
筆
者
の
晩
年
の
イ
メ
ー
ジ
を
み
る
こ

と
も
、
そ
れ
な
り
に
可
能
だ
ろ
う
。

た
だ
し
か
し
、
増
鏡
は
、
そ
の
語
り
口
に
お
い
て
、

『弁
内
侍
日
記
』
や

『
と

は
ず
が
た
り
』
あ
る
い
は

『竹
む
き
が
記
』
と
い
っ
た
当
時
の
女
房
の
手
記
に
み

(
14

)

ら
れ
る
、
い
わ
ば

「す
く
よ
か
な
」
文
体
を
、
そ
の
ま
ま
に
は
踏
襲
し
な
か

っ
た
。

た
と
え
ば
、

『
と
は
ず
が
た
り
』

に
よ
っ
て
書
い
た

「第
十

一

さ
し
ぐ
し
」
に

お
け
る
後
深
草
院
と
異
母
妹
前
斎
宮
と
の
密
会
の
記
事
を
み
れ
ば
、

『
と
は
ず
が

た
り
』
の
院
や
前
斎
宮

へ
の
率
直
な
評
言
な
ど
は
採
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
め
で
た
く

お
ぼ
め
い
た
王
朝
盛
時
物
語
風
に
改
窟
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

増
鏡
の
語
り
手
は
、
今
鏡
以
後

の
三
鏡
の
中
で
、
は
じ
め
て
栄
華
物
語

へ
の
継

承
意
識
を
も
口
に
す
る
が
、

老
尼

の
風
情
に
対

す

る

「古
代
に
み
や
び
か
に
」

「
い

と
古

代

な

り

」

と

い
う

強

調

は

、

栄

華

・
源
氏

風

の

い
わ

ば

「
ア

ナ

ク

ロ

ニ

(
15

)

ズ
ム
的
な
」

「擬
古
文
」
で
語
る
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
語

っ
た
王
朝

へ

も

盛
時
の
女
房
た
ち
の

「
昔
の
面
影
」
を
も
重
ね
よ
う
と
し
た
の
だ
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。

素
性
を
具
体
的
に
明
か
さ
ず
、

一
見
他
の
三
鏡
の
語
り
手
の
よ
う
な
神
秘
性
も

な
い
増
鏡

の
語
り
手
は
、
そ
の
よ
う
に
古
と
今
と
に
通
う
宮
廷
女
房
の
な
れ
の
果

て
の
老
尼
と
い
っ
た
風
情
で
、
四
鏡
の
中
で
も
最
も
象
徴
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
鏡
物
の
語
り
手
は
、

「
む
げ
に
い
や
し
き
」
下
脳
の
翁

(大
鏡
)

か
ら
、

下
繭
な
が
ら
父
は
学
生
と
い
う
老
女

(今
鏡
)
に
、

語
り
の
筆
録
が
で
き

る
老
尼

(水
鏡
)
に
、
そ
し
て

「古
代
に
み
や
び
か
な
」
老
尼

(増
鏡
)
に
と
、
し

だ
い
に
そ
の
階
級
を
高
め
て
、
最
も
そ
の
文
体
に
即
し
た
本
来
の
語
り
手
に
行
き

(
16
)

つ
い
た

わ

け

で

あ

る

。

そ

し

て

、
も

し
増

鏡

を

ア
ナ

ク

ロ

ニ
ズ

ム
と

い
う

な

ら

、
愚

管
抄

な

ど

の

ヵ

ナ

書

き
史

書

の
出

現

の
後

に

お

い
て
、

語

り

手

仮

構

に
よ

る
世

継

風

「
む

か

し

物

語

」

を
す

る

こ

と
自

体

が

、

し

ょ
せ
ん

ア
ナ

ク

ロ

ニ
ズ

ム
で

あ

っ
た
だ

ろ

う
。

人

ヘ

へ

々
の
心
理
の
襲
に
分
け
入
れ
る
和
語
で
、
自
由
に
歴
史
を
書
き
た
い
と
い
う
衝
迫
、

そ
れ
が

「児
女
子
ガ
ロ
遊
」
だ
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ

た
状
況
は
、
す
で
に
遠
い
昔
が
た
り
で
あ

っ
だ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

○

を
う
か
な
る
心

や
見
え
ん
増
鏡

ふ
る
き
姿
に
た
ち
は

お
よ
ば

で

(序
)

と
老
尼
に
歌
わ
せ
た
増
鏡
筆
者
は
、
そ
れ
を
十
分
承
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
上
で
、
で
は
何
が
、
表
現

へ
の
衝
迫
と
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

○

夕

日
の
花

や
か

に
さ
し
入
た
る
を
う
ち
見
や
り

て
、

「
あ
は
れ
に
も
山
の
端
近
く
傾

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

き
ぬ
め
る
日
か
げ
か
な
。
我
身

の
上

の
心
ち
こ
そ
す
れ
」
と
て
、
よ
り
ゐ
た
る
気
色
、



18

な

に

と

な
く

な
ま

め

か

し

く
、

心

あ

ら

ん

か

し

…

…

…

(序
)

て
)
、
筆
者
自
身
の
歌
物
語
的
手
法
で
語

っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。

第10
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老
尼
の

「我
身
の
上
」
と
は
、
和
歌
的
情
趣
に
色
ど
ら
れ
た
王
朝
御
簾
の
内
社

会
、
あ
る
い
は

「古
代
に
み
や
び
か
な
」
女
語
り
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が

「あ
は
れ
に
も
」
今
ま
さ
に

「傾
き
ぬ
め
る
」
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
こ
そ
、
狂
言

綺
語
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
、
そ
の

「夕
日
の
花
や
か
さ
」
を
描
き
と
ど
め
て
お

き
た
い

。
と
い
う
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

増
鏡
の
記
事
範
囲
は
、
さ
ま
ざ

ま
の
行
幸

・
御
幸
や
御
遊
、
吉
凶
の
儀
式
、
后

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

妃
の
入
内
や
御
産
等
の
ゆ
ゆ
し
さ
は
な
や
か
さ
の
描
写
が
中
心
で
、
後
世
の
目
か

か
重
視
さ
れ
る
歴
史
的
事
象

へ
の
言
及
に
乏
し
く
、
ゆ
え
に
と
も
す
れ
ば
歴
史
意

識
の
欠
如
を
批
判
さ
れ
た
り
も
す

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
筆
者
自
身
の
現
実
に

対
す
る
な
ま
の
関
心
の
あ
り
よ
う
だ

っ
た
と

い
う

よ

り
、

「古
代
に
み
や
び
か

な
」
女
語
り
を
す
る
上
の
、
仮
構

の
関
心

(記
事
選
択
)
だ

っ
た
。
そ
し
て
、
後

世
か
ら
な
ら
と
も
か
く
、
み
ず
か
ら
立
つ
時
点
に
お
い
て
、

一
つ
の
価
値
の

「傾

ヘ

ヘ

へ

き
ぬ
め
る
」
と
い
う
た
し
か
な
歴
史
認
識
を
、
当
時

の
知
識
層
の
覚

め

た

部

分

(徒
然
草
筆
者
な
ど
を
含
め
)
は
、
も

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

筆
者
は
、
同
じ

『
と
は
ず
が
た
り
』
を
資
料
に
す
る
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
北

ヘ

ヘ

ヘ

へ

山
准
后
九
十
御
賀

(第
+

老
の
な
み
)
で
は
、

「
こ
の
御
賀
の
事
ど
も
書
き
つ
け

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へし
る
す
人
の
み
こ
そ
多
か
め
れ
ば

、
か
た
は
し
だ
に
い
と
か
た
く
な
な
ら
ん
と
あ

さ
ま
し
」
と
語
り
手
に
弁
解
さ
せ

つ
つ

『
と
は
ず
が
た
り
』
に
か
な
り
忠
実
な
事

実
描
写
に
終
始
し
、
い
っ
た
ん
他

に

「
書
き

つ
け
し
る
す
人
」
も
な
い
と
み
る
や
、

さ
き
に
ふ
れ
た

「
さ
し
ぐ
し
」
に
お
け
る
院
と
異
母
妹
前
斎
宮
と
の
密
会

の
記
事

の
よ
う
に
、

つ
く
り
物
語
風
に
改
鼠
も
す
る
。
ま
た
、
後
鳥
羽

・
後
醍
醐
の
前
後

二
度
に
わ
た
る
隠
岐
配
流
を
描
く
部
分
は
、

つ
と
に
名
文
の
評
価
が
高
い
が
、

一

(
17
)

方
で

「詠
草
を
除
け
ば
何
も
残
ら
な
い
」
と
い
っ
た
史
学
的
見
地
か
ら
の
評
も
あ

り
、

お
そ
ら
く
詠
草
の
み
を
資
料

に
し
て

(他

資

料
の
乏
し
い
こ
と
を
見
こ
し

○

御
門
は
、
和
田
の
御

さ
き
、
刈
藻
川
を
う
ち
渡
し
て
、
須
磨

の
関
に
か
～
ら
せ
た
ま

ふ
。
か
の
行
平
の
中
納
言
、

「
関
吹
こ
ゆ
る
」
と

い
ひ
け
ん
は
、
浦
よ
り

お
ち
な
る
べ

し
。
あ
は
れ

に
御

覧
じ
わ
た
さ
る
。
源
氏
の
大
将
の
、

「
泣
く
音
に
ま
が

ふ
」
と
の
た

ま
ひ
け
ん
浦
波
、

い
ま
も
げ

に
御
袖
に
か

～
る
心
ち
す
る
も
、
さ
ま
《
＼
御
涙

の
も
よ

ほ
し
也
。
…
…
…
大
倉
と
云
所
す

こ
し
過
ぐ
る
程
に
ぞ
、
人
丸

の
塚
は
あ
り
け
る
。
明

石

の
浦

を
過
ぎ
さ
せ
給
に
、

「
島
が
く
れ
行
舟
」
ど
も
、
ほ
の
か

に
見
え
て
あ
は
れ
也
。

水
の
泡
の
あ
り
て
う
き
世
を
わ
た
る
身
に
う
ら
や
ま
し
き
は
海
士

の
釣
舟

野
中
の
清
水

・
ふ
た

み
の
浦

・
高
砂

の
松
な
ど
、
名
あ
る
所
み
＼
御
覧
じ
わ
た
さ
る

～

も
、
か

～
ら
ぬ
御
幸
な
ら
ば
、
を
か
し
う
も
あ
り

ぬ
べ
け
れ
ど
、
よ
う
つ
か
き
く
ら
す

御
乱
り
心
ち
に
、
御
目
と
ま
ら
ぬ
も
、
我
な
が
ら

い
た
う
屈

じ
に
け
る
か
な
と
お
ぼ
さ

る
。

(第
十
六

久
米

の
さ
ら
山
)

た
と
え
ば

こ
の
歌
枕
づ
く
し
の
よ
う
な
部
分
な
ど
、
満
腔
の
悲
憤
を
こ
め
て
配

所

へ
赴
く
帝

へ
の
痛
恨
と
い
う
よ
り
は
、
ど
こ
か
、
い
わ
ば

「
罪
な
く
て
配
所
の

月
を
」
語
ら
ん
と
い
っ
た
趣
が
つ
よ
い
と
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
増
鏡
が
と
り
わ

け
筆
の
冴
え
を
み
せ
る
の
は
、
人
皆
記
録
魔
的
な
当
時
の
公
家
社
会
の
中
、
か
ろ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う
じ
て
他
の
書
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
事
が
ら
を
、
状
景
と
人
物
と
の
間
で
か

ヘ

ヘ

へ

な
り
大
胆
に
情
緒
仮
構
を
し
な
が
ら
か
た
る
と
き
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
増
鏡
は
、
そ
の
序
破
急
構
成
の
急
の
あ
だ
り
、
お
そ
ら
く
筆

者
自
身
の
生
の
実
感
を
ふ
ま
え
た
時
代
に
入
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
と
も
す
れ
ば
み

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ず
か
ら
じ
か
に
か
た
る
意
識
を
露
呈
し
、
語
り
口
仮
構
に
破
綻
を
み
せ
る
こ
と
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
か
く
い
ふ
は
元
弘
元
年
八
月
廿
四
口
也
。」

(第
+
五

む

ら
時
雨
)
と
い
う
元
弘
の
変
勃
発
前
後
の
、

東
行
西
行
し
て
風
雲
急
を
告
げ
る
筆

致
は
、
ど
う
み
て
も

「
み
や
び
か
な
」
女
語
り
で
な
く
、
動
的
で
緊
迫
し
た
男
の

(
18

)

い
く

さ
語

り

風

で
あ

る
。
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語

り

手

の
老

尼

は

、

お
り

お
り

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

げ

に
い
ま
見
ゆ
べ
き
事

な
れ
ど
、
物

の
心
も
と
な
き
事
は
、
さ
お
ぼ
ゆ
る
わ
ざ

ぞ
か

ヘ

へ

し
と
、
例

の
口
す
げ

み
て
ほ
～
ゑ
む
。

(三
神
山
)

○

か

～
る
に
し
も
、
実

雄
の
大
臣

の
御
宿
世
あ
ら
は
れ
て
、
か
た

つ
方
に
は
心
お
ち
ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

給
も
、
世

の
習
ひ
な
れ
ば
、

こ
と
は
り
な
る
べ
し
。

(あ
す
か
川
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

天
下

の
人
、
又
を
し
返
し
、

一
か
た

に
な
び
き
た
る
程
も
、
さ
も
目
の
前

に
移

ろ
ひ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
は
る
世

の
中
か
な
と
、
あ
ぢ
き
な
し
。

(さ
し
ぐ
し
)

と

、
世

の
盛

衰

、

人

心

の
移

ろ

い

に
、

諦

観

的

な

感

想

を
も

ら

す

。

そ

し

て
、

「
来

し
方

ゆ

く

さ

き

、

た

め

し
も

あ
り

が

た
か

り

し
世

の
騒

ぎ

に
も

、

こ

の
御

寺

ヘ

ヘ

へ

ば
か
り
は
つ
＼
が
な
く

お
は
し
ま
す
。」

と
い
う
常
住
の
嵯
峨
清
涼
寺
に
設
定
さ

れ
た
語
り
空
間
で
、
い
さ
さ
か
高
踏
的

に

「
口
す
げ
み
て
ほ
ほ
ゑ
み
」
な
が
ら
そ

の
移
ろ
い
を
語

っ
た
。

そ
の
覚
め
た
筆
者
が
、
語
り
口
で
馬
脚
を
あ
ら
わ
す
ほ
ど
、
お
そ
ら
く
も
し
や

と

い
う

心

お

ど
り

も

あ

っ
た

元
弘

・
建
武

の
政

変

f

だ

が

、

そ

れ

も

結

局

、

一

へ

旦
た
ち
ま
ち
に
移
ろ
い
凋
む

「月
草
の
花
」
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
や
は
り
、
も
う
、

王
朝
公
家
社
会
の
花
や
か
さ
が
蘇

る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
花
や
か

ヘ

ヘ

へ

さ
そ
の
も
の
を
か
た
り

つ
づ
け
て
き
た

「
む
か
し
物
語
」
も
円
寂
す
る
だ
ろ
う
。

み
ず

か

ら

の

こ

の
筆

と

と
も

に
f

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

「
釈
迦
牟

尼
仏
」

と
た
び
く

申
て
、
夕

日
の
花
や
か
に
さ
し
入
た
る
を
う
ち
見
や

り
て
、

「
あ

は
れ

に
も
山
の
端
近

く
傾
き

ぬ
め
る
日
か
げ

か
な
。
我
身

の
上

の
心
ち

こ

そ
す
れ
。」

と
い
う

「
古
代
に
み
や
び
か
な
」
老
尼
を
、
そ
の
よ
う
に
見
と
お
し
て
増
鏡
は
、

語
り
手
に
た
て
た
の
で
あ
る
。

増
鏡
の
予
見
ど
お
り
、
鏡
物
は
以
後
書
き
つ
が
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
、
け
れ

ど
も
、
そ
の
語
り
空
間
設
定
の
手
法
は
、「
か
た
り
」
に
文
字
の
代
わ
り
に
身
体
と

曲
節
を
伴
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
能
楽

の
舞
台
空
間
に
再
現
さ
れ
る
.
い
わ
ゆ
る
夢

幻
能
の
ワ
キ
ー

旅
の
僧
や
山
伏
等
は
、
鏡
物
の
聞
き
手
、
語
り
手
で
あ
り
な
が

ら
い
つ
し
か
語
り
中

の
人
物
に
変
身
し
て
謡

い
舞
う

シ
テ
は
、
四
鏡

の
語
り
手
か

ら
さ
ま
ざ
ま
に
暗
示
を
う
け
て
象
形
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
観
阿
弥

・
世
阿
弥
ら
能
の
作
者
た
ち
も
ま
た
、
本
稿
の
視
点
か
ら
す

れ
ば
、

「
か
た
り
」
と

「
書
」
と
の
架
橋
を
激
し
く
模
索
し
た
人
々
だ
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
増
鏡
筆
者
の
よ
う
な
お
そ
る
べ
き
書

へ
の
知

識
を
も

っ
た
公
家
や
僧
と
、
場
合
に
よ

っ
て
は
目
に

一
丁
字
な
き
荒
く
れ
武
者
と

を
、

一
様

に
見
所
に
お
い
て
演
じ
楽
し
ま
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

能
楽
の
詞
章
や
形
式
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
制
約
か
ら
無
縁
に
成
立
し
て
は
い
な
い
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
か
け
は
し
創
造
の
営
み
は
、
大
鏡
筆
者
等
よ
り
も
格
段

に
き
び
し
い
、
な
か
ば
命
が
け
の
わ
ざ
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

(
1
)

(
2
)

注
松
村
博
司

『
歴
史
物
語
改
訂
版
』

(塙
書
房
)

m
頁

に
は
、

「
漢
詩
文
だ

け

が

本

格
的
な
文
学
と
さ
れ
て
い
た
平
安
時
代

に
あ

っ
て
は
、
仮
名

の
物
語
を
書
く

こ
と

は
作
者
に
と

っ
て
特

に
名
誉

に
な
る
こ
と
で
も
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
」
な

ど
と
あ
る
。

松
本
新

八
郎

「
歴
史
物
語

と
史
論
」

(岩
波
講
座

『
口
本
文
学
史
』
第

六
巻
中
世
)

に
は
、

視
点
が
す

こ
し
異
な
る
が
、

「
『
大
鏡
」

は
男
が
書

い
た
と

い
う

こ
と
だ

け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、

『
栄
華
物
語
』
が
描
い
た
女
性

の
世
界

を
、
男
性

の
世
界

に
読

み
か

え
た
と

こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ

る
。」
と
あ
る
。
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大良奈

(
3
)

(
4
)

((

65
))

 

(
7
)

(
8
)

(
9

)

(
10

)

(
11

)

(
12

)

(
13

)

(
14
)

(
15
)

(
16
)

(
17
)

(
18
)

今
鏡

「
打
聞
第
十
」

に
江
談
抄
の
こ
と
を
、

「
蔵
人
実
兼
と
聞
え
し
人

の
、
匡
房

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
中
納
言
の
物
語
書
け

る
書

に
」
と

い
う
い
い
方
を
し
て

い
る
。

類
話
に

つ
い
て
は
、

日
本
古
典
全
書

『
今
鏡
』
頭
注
参
照
。
無

名
抄

.
十
訓
抄

な

ど
、
今
鏡

以
後

の
も

の
と
は
、
語
り
口
に
共
通

の
部
分
が
出
て
く
る
。

流
布
本
系
本
文

に
よ
る
。

聞
手

(筆
録
者
)

を
、
女

と
推
す
見
方
も
あ
る

(
阿
倍
秋

生

「
歴
史
物
語
(四
鏡
)」
)

が
、
鏡
物
の
語
り
空
聞
設
定

(舞
台
構
成
)

の
手
法

を
濃
厚

に
継
承
し
た
後

の
能

へ

楽
は
、
そ
れ

(
ワ
キ
)

を
、
旅

の
僧
や
山
伏
等
男

に
見
立

て
て

い
る
。

平
田
俊
春

「
水
鏡

の
成
立
と
扶
桑
略
記
」

(
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

『
歴
史
物

語
亜
』
所
収
)

拙
稿

「
塵
袋
の
中
世
t

廊
.憲

識
を
め
ぐ
っ
て
ー

」

(
国
語
国
文
第

五
十
巻

八
号
)

十

七
巻
本
を
基
準
に
扱
う
。

資
料

に
つ
い
て
は
、
口
本
古
典
文
学
大
系

『
増
鏡

』
頭
注
参

照
。

松
本
新

八
郎

「
歴
史
物
語
と
史
論
」

に
は
、

「
叙
情
的
な
韻
律

を
も

っ
た
調
子
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

高

い
文
体
で
、
亡
び
る
も
の
の
美
し
さ
を
描

い
た
。」

な
ど
と
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

視
点
が
上
層
公
家

(上
脳
女

房
)
的

で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、

(十

七
巻
本
の
)

筆
者
自
身
が
上
層
公
家
で
あ
る
か
ど
う
か
単
純
に
は

い
え
な
い
。
新
古
今
時
代
を

経
た
当
時

の
虚
構

へ
の
た
く
み
は
、
あ
な
ど
れ
な

い
も
の
が
あ

る
。

高

橋

山
鶴

子

「
増

鏡

序
ー

老
尼
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー

」

(史

海

13
号

)

拙

稿

「
中

世

の
女

房

詞

1

「と
は
ず
が
た
り
』
の
言
語
位
相
1

」

(叙

説

昭

54

.
10

)

岡

一
男

『
増
鏡
』

(
日
本
古
典
全
書
)
解
説

。

四
鏡

は
、
ま

た
、
政
治
的
事
象
を
中

心
に
批
判
的
に
か
た
る
男

の
意
識
を
貫

い
た

大
鏡

・
水
鏡
と
、
文
化
的
事
象
を
中
心

に
共
感
的
に
か
た
る
女

の
意
識
を
仮
構
し

た
今
鏡

・
増
鏡

と
に
二
分
し
て
み
る
こ
と
も

で
き
る
。

上
横
手

雅
敬

「
増
鏡

の
立
場
」

(国
史
大
系
月
報

22
)

に
お
け
る

「
新
島
守
」
評
。

山
下
宏
明

「
『
増
鏡
』

の
世
界
」
(名

古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集

23
)

に
は
、

こ

の
部
分
に
か
か
わ

っ
て
、

「
『
増
鏡
』

は
軍
記
物
語

の
世
界

に
も
近
い
も

の
を
見

せ
て
い
る
。
」
な
ど
と
あ

る
。

OnthefictionalnarratorsinOokagami,Imakagami,

MizukagamiandMasukagami

NorikoKIMURA

Summary

WhyandhowdidtheauthorsofKagamimono(fourhistoricaltalesinthellth

-14thcentury)createtheirfictionalnarratorsrespectively?

Behindeachofthemthereweretroublesoftheintellectualswhoearnestlygroped

forabridgebetweenthenarratingandthewriting.


