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「
今
鏡
」

の

「今
貧
賎
参
り
侍
な
む
」
に

つ
い
て

川

岸

敬

子

は
じ
め
に

「今
鏡
」
ふ
ち
な
み
の
上

第
四

ふ
し
み
の
雪
の
朝

に
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

大
殿
の
伏
見

へ
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
も
、
す
s
う
な
る
所

へ
は
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
に
、
雪
の
降
り
た
り
け
る

つ
と
め
て
、
「俊
綱

が
い
た
く
ふ
け
ら
か
す
に
、
に
は
か
に
行
き
て
見
む
」
と
て
、
播
磨
守
師
信
と
い
ふ
人
ば
か
り
御
供
に
て
、
に
は
か
に
わ
た
ら
せ
給
た

り
け
れ
ば
、
思
ひ
寄
ら
ぬ
事
に
て
、
修
理
の
大
夫
騒
ぎ
出
で
s
、
雪
御
覧
じ
、
御
物
語
な
ど
せ
さ
せ
給
程
に
、
師
信
、
「
か
く
わ
た
ら

せ
給
ひ
た
る
に
、
と
く
し
か
る
べ
き
あ
る
じ
な
ど

つ
か
う
ま

つ
れ
」
な
ど
催
し
け
れ
ば
、
俊
綱
、
「
今
賛
殿
参
り
侍
な
む
」
と
申
け
れ

ば
、
「人
に
も
知
ら
れ
で
わ
た
ら
せ
給
た
れ
ば
、
蟄
殿
参
る
事
あ
る
ま
じ
。
日
も
や
う
く

た
け
て
、
い
か
で
か
御
ま
う
け
な
く
て
あ

ら

む
」

と

い
ひ

け

れ
ば

、

　　

　
　

(九
九
～

一
〇
〇
頁
)

五
三
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『
今
鏡
全
釈
』
に
お
い
て
は
、
「貴
殿
参
り
侍
り
な
む
」
に
つ
い
て
、
「蟄
殿
は
貴
人
の
家
な
ど
で
、
魚
鳥
を
納
め
て
お
い
た
り
、
調
理
す

る
所
。
『賛
殿

へ
参
り
侍
り
な
む
』
の
意
か
。
あ
る
い
は
、
賛
殿
は
こ
こ
で
は
調
理
人
の
意
と
見
る
べ
き
か
。」

(上
三
九
八
頁
)
と
し
、
そ

の
後

の
部
分
も
含
め
て
、

「今
普
段

へ
参
り
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
た
の
で
、
「人
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に

(お
忍
び
で
)
お
渡
り
に
な

っ
た

の
だ
か
ら
、
蟄
殿

へ

参
る
必
要
は
な
い
。

(略
)」

と
口
語
訳

(上
三
九
七
頁
)
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の

「賛
殿
」
は
場
所
な
の
だ
ろ
う
か
。
人
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

二

諸
本

の
異
同

　　
ヨ
　

「今
鏡
」
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』
の

「今
鏡
」
の
項

(海
野
泰
男
執
筆
)
に
、

伝
本
に
は
、
鎌
倉
時
代
中
頃
の
書
写
か
と
い
わ
れ
る
現
存
最
古
の
完
本
畠
山
本
、
応
永
の
頃
産
～
蒜
の
写
本
で
流
布
本
系
の
祖
と
な

っ

た
蓬
左
文
庫
本
、
こ
れ
ら
と
は
ま
た
別
系
統
の
異
文
を
持

つ
前
田
本

(巻
四

・
五
の
み
)
等
が
あ
る
。

　は
エ

と
あ
る
。

　ぱ

ら
　

そ

こ
で
ま
ず
畠
山
本
を
見
る
と
、
「
い
ま
に
ゑ
殿
ま
い
り
侍
な
ん
と
申
け
れ
は
人
に
も
し
ら
れ
て
わ
た
ら
せ
給
た
れ
は
に
ゑ
と
の
ま
い
る

事
あ
る
ま
し
」
と
あ
る
。

　ぱ
　
　

次

に
前
田
本
を
見
る
と
、
「
い
ま
に
ゑ
と
の
ま
い
り
侍
な
ん
と
申
け
れ
は
人
に
も
し
ら
れ
て
わ
た
ら
せ
給
た
れ
は
に
ゑ
殿
ま
い
る
事
あ
る

ま
し
」
と
あ
り
、
表
記
の
違
い
は
あ
る
が
、
同
文
で
あ
る
。



　　
　
　

さ
ら
に
流
布
本
系
の
慶
安
三
年
版

「続
世
継
」
を
見
る
と
、
「
い
ま
。
に
べ
と
の
ま
い
り
侍
な
ん
と
申
け
れ
は
。
人
に
も
し
ら
れ
て
。
わ

た
ら
せ
給
た
れ
は
に
へ
殿
ま
い
る
こ
と
あ
る
ま
し
。
」
と
あ
る
。
「
に
べ
と
の
」
と
、
こ
こ
だ
け
濁
点
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
同
文

と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
三
本
を
見
る
限
り
で
は
、
こ
の
箇
所
に
語
句
の
異
同
は
な
い
。

三

注
釈
書
類

で
は
、
『
今
鏡
全
釈
』
以
外
の
注
釈
書
類
で
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
な
　
　

『今

鏡
新
註
』
は
、
「貴
殿
」
の
頭
注
で

「も
と
は
食
料
設
備
の
場
所
を
い
ふ
な
れ
ど
、
転
じ
て
は
蟄
殿
に
伺
候
す
る
、
庖
丁
の
者
を
も
、

し
か
云
へ
り
、
こ
」
は
食
事
の
設
け
に
、
殿
よ
り
料
理
入
来
ら
む
と
の
意
な
り
。」
(
一
四
五
～

一
四
六
頁
)
と
し
て
い
る
。

　　
　
　

日
本
古
典
全
書

『
今
鏡
』
も
、
「蟄
殿
」
の
頭
注
で

「貴
人
の
家
で
物
を
調
理
す
る
場
所
だ
が
、
こ
s
で
は
調
理
人
。
」

三

六
五
頁
)
と

し
て
い
る
。

　　
り
　

講
談
社
学
術
文
庫

『今
鏡

(中
)』
も
、
「蟄
殿
」
の
語
釈
で

「貴
人
の
家
な
ど
で
、
魚
鳥
な
ど
を
調
理
す
る
所
。
こ

こ
は
、
調
理
を
す
る

人
の
意
。」

(七
〇
頁
)
と
し
て
い
る
。

以
上
の
三
書
は
い
ず
れ
も

「賛
殿
」
を
料
理
人

・
調
理
人
と
し
て
い
る
。
場
所
の
意
味
に
と

っ
て
訳
し
て
い
る
の
は
、
筆
者
が
見
た
限
り

で
は
、
『今
鏡
全
釈
』
の
み
で
あ
る
。

「今
鏡
」

の

「
今
蟄
殿
参

り
侍

な
む
」

に

つ
い
て

五
五



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
三
七
七
号

(二
〇
〇
四

・
一
)

五
六

四

「
費
殿
」

次
に
、
「貴
殿
」
に
調
理
人
の
意
味
を
認
め
て
よ
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

ー

辞
典
類

ま
ず
辞
典
類
を
見
て
み
よ
う
。
用
例
は
と
り
あ
え
ず
省
略
す
る
。

　　
ユ

『古
語
大
辞
典
』
の

「
に
へ
ど
の
」
の
項
は
、

①
宮
中
で
、
大
嘗
祭

(だ
い
じ
ょ
う
さ
い
)
に
際
し
て
造
ら
れ
る
悠
紀

(ゆ
き
)
・
主
基

(す
き
)
の
殿
舎
の

一
つ
で
、
神
に
供
え
る

賛
を
納
め
て
お
く
所
。

②
天
皇
に
奉
る
魚
や
鳥
を
貯
蔵
ま
た
は
調
理
す
る
た
め
の
殿
舎
。
大
内
裏
で
は
、
諸
国
か
ら
奉
献
さ
れ
た
蟄
を
納

め
て
お
く
殿
舎
で
、

内
膳
司

(な
い
ぜ
ん
し
)
の
中
に
あ

っ
た
。

③
貴
族
の
家
で
、
魚
や
鳥
な
ど
の
食
物
を
納
め
て
お
い
た
所
。
ま
た
は
、
食
物
を
調
理
し
た
所
。
ま
た
、
そ
の
調
理
人
。

と
な

っ
て
い
る
。
③
の
最
後
に
調
理
人
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

(注
12
)

『角

川
古
語
大
辞
典
』
の

「
に
へ
ど
の
」
の
項
は
、

神
や
天
皇
に
奉
ら
れ
た
蟄

(に
へ
)
を
収
め
た
建
物
。
宮
中
で
は
内
膳
司

(な
い
ぜ
ん
し
)
に
あ

っ
た
。
ま
た
、
高
級
貴
族
の
邸
内
に

も
こ
の
名
の
殿
舎
が
あ
り
、
食
料
品
の
保
管
や
調
理
の
場
に
用
い
ら
れ
た
。

と
な

っ
て
い
る
。



〔注
13
)

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

二
版
の

「
に
え
ど
の
」
の
項
は
、

①
大
嘗
祭

(だ
い
じ
ょ
う
さ
い
)
の
時
、
悠
紀

(ゆ
き
)
・
主
基

(す
き
)

②
内
膳
司
に
あ

っ
て
、
諸
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
蟄
を
納
め
て
お
く
所
。

③
貴
人
の
家
な
ど
で
、
魚
や
鳥
な
ど
の
食
料
を
入
れ
て
お
く
所
。
ま
た
、

と
な

っ
て
お
り
、
子
見
出
し

「
に
え
ど
の
の
別
当

(べ

っ
と
う
)
」
が
あ
る
。

の
内
院
の
中
に
あ

っ
て
、
神
供
な
ど
を
納
め
て
お
く
殿
舎
。

魚
鳥
な
ど
を
調
理
す
る
所
。

右
の
三
種
の
辞
典
の
う
ち
、
調
理
人
の
意
味
を
載
せ
て
い
る
の
は

『古
語
大
辞
典
』
の
み
で
あ
り
、
そ
の
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
は
、

「人
に
も
知
ら
れ
で
渡
ら
せ
給
ひ
た
れ
ば
、

参
る
事
あ
る
ま
じ
」
〈今
鏡

・
四

・
伏
見
の
雪
の
朝
〉

　　

け
　

だ
け
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た

「
今
鏡
」

の
二
例
に
よ

っ
て
、
調
理
人
の
意
味
を
載
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

2

索
引
類

　　
め
　

「蟄
殿
」
の
実
際
の
用
例
を
探
す
た
め
、
「今
鏡
」
の
成
立
に
比
較
的
近
い
時
期
に
成
立
し
た

一
五
作
品
の
総
索
引
を
利
用
し
た
。
用
例
が

見
つ
か

っ
た
の
は
次
の
三
作
品
で
あ
り
、
「賛
殿
」
は

二
二
例
で
あ
る
。

「今
昔
物
語
集
」

(日
本
古
典
文
学
大
系
)
巻
二
八

三
〇
話

茂
経
、
宇
治
殿
ノ
盛
二
御
マ
シ
ケ
ル
時
二
参
テ
、
賛
殿
二
居
タ
ル
程
二
、
淡
路
ノ
守
源
ノ
頼
親
ノ
朝
臣
ノ
許
ヨ
リ
鯛
ノ
荒
巻
ヲ
多
ク
奉

タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
賛
殿
二
多
取
置
ケ
ル
ニ
、
賛
殿
ノ
預
ロ
ノ
義
澄
ト
云
フ
老
二
、
茂
経
其
ノ
荒
巻
ヲ
三
巻
乞
取
テ
、
(略
)
然
レ
バ
、
茂

経
、
馬
引
カ
ヘ
タ
ル
童

ヲ
呼
ビ
取
テ
、
「其
ノ
馬
ヲ
バ
御
門

二
葉
テ
、
只
今
走

テ
殿
ノ
蟄
殿
二
行
テ
、
貴
殿
ノ
預

ノ
主
二

(略
)
ト
云

「
今
鏡
」
の

「今
蟄
殿
参
り
侍
な
む
」
に
つ
い
て

五
七
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五
八

テ
、
取
テ
来
」
ト
私
語
キ
テ
、
(略
)
此
テ
、
茂
経
ハ
出
走

テ
馬
二
乗
、
馳
散
シ
テ
殿
二
参

テ
、
賛
殿
預
リ
義
澄

二
会

テ
云
ク
、

(略
)

「
(略
)
此
ノ
殿
ノ
若
キ
侍
ノ
主
達
ノ
、
勇
ミ
寵
タ
ル
数
、
賛
殿

二
御
シ
テ
、
間
木

二
被
捧
タ
ル
荒
巻
ヲ
見
テ
、
(略
)
」

右

の
七
例
は
い
ず
れ
も
場
所
の
意
味
で
あ
る
。
第
二
例
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

二
版

「
に
え
ど
の
」
③
の
用
例
の

一
つ
で
あ
る
。

「宇
治
拾
遺
物
語
」
(日
本
古
典
文
学
大
系
)
巻

ニ
ノ
五

こ
の
用
経
、
大
殿
に
参
り
て
、
賛
殿
に
ゐ
た
る
程
に
、
淡
路
の
守
頼
親
が
、
鯛
の
あ
ら
巻
を
多
く
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
を
、
蟄
殿
に

も
て
参
り
た
り
。
蟄
殿
の
あ
つ
か
り
、
よ
し
ず
み
に
、
二
巻
用
経
こ
ひ
と
り
て
、
(略
)
用
経
、
馬
ひ
か

へ
た
る
童
を
よ
び
と
り
て
、

「
(略
)
た
£
い
ま
走
り
、
大
殿
に
賛
殿
の
あ
つ
か
り
の
主
に
、
(略
)」
と
て
や
り
つ
。
(略
)
用
経
は
、
馬
に
棄
て
、
は
せ
ち
ら
し
て
、

殿
に
参
り
て
、
賛
殿
の
あ
つ
か
り
、
よ
し
ず
み
に
あ
ひ
て
、

右

五
例
も
い
ず
れ
も
場
所
の
意
味
で
あ
る
。
第

二
例
は
、
『
古
語
大
辞
典
』
「
に
へ
ど
の
」
③
の
用
例
の

一
つ
で
あ
る
。

「
古
今
著
聞
集
」
(日
本
古
典
文
学
大
系
)
巻

一
六

五

一
九
話

入
道
殿
お
ほ
き
に
い
か
ら
せ
総
て
、
御
勘
発
の
あ
ま
り
に
、
蟄
殿
の
別
当
な
り
け
る
侍
を
め
し
て
、
麦
飯
に
鰯
あ
は
せ
に
て
、
た
だ
い

ま
調
進
す
べ
き
由
仰
ら
れ
け
れ
ば
、

右

一
例
も
場
所
の
意
味
で
あ
る
。
『
古
語
大
辞
典
』
「
に
へ
ど
の
」
③
の
用
例
の

一
つ
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
「
に
え
ど
の
の
別
当
」
の
用

例
の

一
つ
は
こ
れ
で
あ
る
。

以
上
、
「
に
へ
ど
の
」
の
用
例
を
総
索
引
を
用
い
て
調
べ
た
限
り
で
は
、
調
理
人
の
意
味

の
用
例
は
な
か

っ
た
。



3

「
釜
殿
」

「賛
殿
」
の
よ
う
に
場
所
を
表
す

「
○
○
殿
」
が
、
そ
こ
で
働
く
人
を
も
表
す
例
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
観
点
で
調
べ
た
と

こ
ろ
、
「釜
殿
」
が
浮
か
び
上
が

っ
た
。
こ
の
語
は
、
『古
語
大
辞
典
』
「か
な

へ
ど
の
」
の
項
、
『角
川
古
語
大
辞
典
』

「か
な

へ
ど
の
」
の

項
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

「か
な
え
ど
の
」

の
項
、
い
ず
れ
も
が
場
所
の
意
味
と
、
そ
こ
で
働
く
人
の
意
味
を
認
め
て
い
る
。
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第

二
版

「
か
な
え
ど
の
」
の
項
の
み
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
用
例
は
省
略
す
る
。

①
平
安
以
後
、
宮
中
、
社
寺
や
貴
人
の
邸
内
に
あ

っ
た
建
物
の

一
つ
で
、
湯
や
御
膳
を
調
進
す
る
た
め
の
釜
を
置

い
た
と
こ
ろ
。
大
嘗

宮
や
宮
中
の
内
膳
司
、
主
殿
寮
に
あ

っ
た
。
釜
屋

(か
ま
や
)。
か
な
い
ど
。
か
な
い
ど
の
。
か
ま
ど
の
。

②
①
に
勤
仕
す
る
職
員
。
か
な
い
ど
。
か
な
い
ど
の
。
か
ま
ど
の
。

・

こ
の
よ
う
な
語
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「今
鏡
」
に
お
い
て
、
「賛
殿
」
が
調
理
人
の
意
味
に
拡
大
し
て
用
い
ら
れ
た

(仮
に
調
理
人

の
意
味
の

「賛
殿
」
が

「今
鏡
」
の
二
例
だ
け
だ
と
し
て
)
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

五

助
詞
の
脱
落

で
は
も
う

一
つ
の
立
場
、
『今
鏡
全
釈
』
に
見
ら
れ
る

「『賛
殿
へ
参
り
侍
り
な
む
』
の
意
か
」
と
す
る
立
場
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

こ
の
場
合
、
考
察
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
助
詞

「
へ
」
ま
た
は

「
に
」
の
脱
落
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
、
も
う

一

　　
ぜ

は
、
「今
鏡
」
の

「参
る
」
に
菊
地
康
人
の
言
う

「謙
譲
語
B
」
の
用
法
を
認
め
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
今

鏡

」

に
お

い

て
、

助

詞

「
に
」

「
へ
」

が

脱
落

し

た

と
思

わ

れ

る
箇

所

は

な

い
。

「
今
鏡
」

の

「
今
貴
殿
参
り
侍

な
む
」

に

つ
い
て

五
九

つ
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六
〇

　　
ロ
　

東
宮
に
は
じ
め
て
参
ら
せ
給
け
る
頃
、
(
二
二
頁
五
行
)

天
王
寺

へ
参
り
結
け
る
に
、
(
二
四
九
頁

一
行
)

し
か
し
、
「今
物
語
」
に
は
助
詞

「
に
」
が
脱
落
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
存
在
す
る
。
「今
鏡
」
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
藤
原
為
経

(寂

　　
も

超
)
と
す
る
説
が
ほ
ぼ
定
説
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
孫
、
藤
原
信
実
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
説
話
集
が

「今
物
語
」
で
あ
る
。
「今
鏡
」

畠
山
本
の
奥
書
の

「今
所
書
写
之
本
者
前
右
京
権
大
夫
信
実
朝
臣
本
也
」
に
登
場
す
る
の
は
、
こ
の
信
実
で
あ
る
。
「
今
鏡
」
を
所
持
し
て

　　
り
　

い
た

こ
と
が
、
「今
物
語
」
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
想
像
し
う
る
。

ハ　

　
　

陽
明
文
庫
十
行
本
を
底
本
と
し
た
講
談
社
学
術
文
庫

『今
物
語
』
に
お
い
て
、
「
左
馬
権
頭
の
連
歌
」
と
題
さ
れ
た
説
話
に
次
の

一
節
が

あ
る
。後

白
河
院
の
御
時
、
日
吉
社
に
御
幸
あ
り
て
、

一
夜
御
泊
あ
り
て
、
次
の
日
、
御
下
向
あ
り
け
る
に
、
雨
の
降
り
け
れ
ば
、
御
車
近
う

つ
か
う
ま
つ
り
け
る
上
達
部
の
中
に
、
き
の
ふ
日
よ
し
と
思
ひ
し
も
の
を
と
い
ふ
連
歌
の
出
で
来
た
り
け
る
を
、

お
ほ
か
た
付
く
る
人

な
く
て
、
ほ
ど
緩
け
れ
ば
、
左
馬
権
頭
な
り
け
る
人
の
、
は
る
か
に
先
な
り
け
る
を
召
し
返
し
て
、
「
こ
れ
付
け
よ
」
と
仰
せ
事
あ
り

け
れ
ば
、
ほ
ど
な
く
、
け
ふ
は
み
な
雨
ふ
る
さ
と

へ
か
へ
る
か
な
と
付
け
た
り
け
れ
ば
、
「や
す
か
り
け
る
こ
と
を
、
口
惜
し
く
も
思

ひ
よ
ら
さ
り
け
る
」
と
、
人
々
言
ひ
合

へ
り
け
り
。

「
こ
れ
付
け
よ
」
は
、
同
書
の
現
代
語
訳
に
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
の
句
に
付
け
よ
」
の
意
味
、
す
な
わ
ち

「
に
」
の
脱
落
と
考
え
る
。
連
歌

の
あ
り
方
か
ら
、
「
を
」
の
脱
落
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
時
代
的
に

「
こ
れ
」
が
感
動
詞
で
あ
る
可
能
性
も
な

い
。
対
称
代
名
詞
の

可
能

性
は
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
前
句
を
指
し
て

「
こ
れ
」
と
言

っ
た
と
と
る
方
が
、
文
脈
上
、
自
然
な
よ
う
に
思
う
。

諸

本
の
異
同
を
見
て
み
よ
う
。
諸
本
に
つ
い
て
は
、
同
書
巻
末

の

「
『今
物
語
』
と
藤
原
信
実
に
つ
い
て
」
で
、
版
本
以
北80
の
形
態
を
と

ど
め
る
と
思
わ
れ
る

一
四
の
写
本
を

一
類
本

(A

・
B
)
、
二
類
本

(A

・
B
)
に
分
類
し
た
上
で
、
版
本
お
よ
び
そ
の
写
し
を
別
に
立
て



て

い

る

。

(注
21
)

(注
22
)

陽
明
文
庫
本
は

一
類
本
A
に
属
す
る
が
、

一
類
本
B
に
属
す
る
松
平
文
庫
本
、
二
類
本
A
に
属
す
る
内
閣
文
庫
本
に
お
い
て
も

「
こ
れ
つ

(注
23
)

け
よ
」
で
あ
る
。
群
書
類
従
版
で
も

「是
付
よ
」
で
あ
る
。

以
上
、
三
本
を
見
る
限
り
で
は
、

こ
の
箇
所
に
語
句
の
異
同
は
な
い
。

会
話
文
の
用
例
で
あ
る
こ
と
は
、
「今
鏡
」
「今
物
語
」
に
共
通
し
て
い
る
。
「今
物
語
」
の
こ
の
用
例
を

「
に
」
の
脱
落
と
見
て
よ
い
の

で
あ
れ
ば
、
「今
鏡
」
の
場
合
も

「
に
」
の
脱
落
の
可
能
性
が
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ハ　
　
　

浅

見

徹
が

「
『
に
』
は
格
助
詞
と
し
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
文
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
は
稀
に
し
か
な
い
。
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
は
参
考
に

な
る
。六

謙
譲
語
B
の

「
参
る
」

ハは

お
　

「今
費
殿
参
り
侍
な
む
」

の

「蟄
殿
」
を
調
理
人
と
し
た
場
合
、
「参
る
」
は
謙
譲
語
A
の
参
上
す
る
意
味
な
の
で
、
問
題
は
な
い
が
、

「賛
殿
」
を
場
所
と
し
、
「
に
」
が
脱
落
し
て
い
る
と
見
た
場
合
に
は
、
『今
鏡
全
釈
』
の
口
語
訳

「今
蟄
殿

へ
参
り
ま
し
ょ
う
」
の
よ
う
に
、

謙
譲
語
B
の
参
る
意
味
に
な
り
、
時
代
的
に
問
題
と
な
る
。

1

辞
典
類

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
(第
二
版
)
は
、
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
用
例
か
ら
掲
げ
る
方
針
で
あ
る
。

は

「
徒
然
草
」
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
る
。

「
今
鏡
」
の

「今
蟄
殿
参
り
侍
な
む
」
に
つ
い
て

そ
れ
に
よ
る
と
、
謙
譲
語
B
の

「
参
る
」

六

一
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六
二

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

二
版

「
ま
い
る
」
の
頃

日
O
①
主
と
し
て
、
自
己
側
の
者
、
ま
た
、
敬
う
必
要
の
な
い

一
般
的
な
も
の
の

「行
く
」
「来
る
」
を
、
聞
き
手
に
対
し
、

へ
り
く

だ
る
気
持
を
こ
め
て
丁
重
に
い
う
。
言

い
方
を
改
ま
り
か
し
こ
ま

っ
た
も
の
に
す
る
。

*
徒
然
草

(」ω
ω
」
頃
)

=

五

「
こ
こ
に
て

対
面
し
奉
ら
ば
、
道
場
を
け
が
し
侍
る
べ
し
。
前
の
河
原

へ
参
り
合
は
ん
」
(略
)

①

は

「
自
己
側
の
者
」
だ
け
で
な
く
、
「敬
う
必
要
の
な
い

一
般
的
な
も
の
」
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
謙
譲
語
B
と

(謙
譲
語
B
の
丁

　ぱ
　

重
語

用
法
)
に
該
当
す
る
。

『
古
語
大
辞
典
』
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の

「
ま
ゐ
る
」
の
項
で
も
、
謙
譲
語
B
の
用
例
と
し
て
、
「
徒
然
草
」
よ
り
古
い
文
献
の
も
の
は

挙
げ

て
い
な
い
。

　　
　
　

「
今
鏡
」
の
成
立
は

=

七
〇
年
頃
で
あ
る
か
ら
、
「今
賛
殿
参
り
侍
な
む
」
の

「参
る
」
が
謙
譲
語
B
で
あ
る
な
ら
、

こ
れ
ま
で
認
定
さ

れ
て
い
る
も
の
よ
り

一
六
〇
年
早
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
ま
で
遡

っ
て
よ
い
の
か
不
安
が
あ
る
。

2

「
今
物
語
」

の

「
参
る
」

そ

こ
で
、
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』、
講
談
社
学
術
文
庫

『今
物
語
』
を
用
い
て
、
「今
鏡
」
「
今
物
語
」
の

「
参
る
」

の
全
用
例
を
調
査

し
て
み
た
。
す
る
と
、
「
今
物
語
」
に
、
謙
譲
語
B
の

「
参
る
」
が

一
例
あ

っ
た
。
「鳩
吹
く
秋
」
と
題
さ
れ
て
い
る
説
話
で
あ
る
。

「
(略
)
し
ば
し
と
ま
り
給

へ
と
言
ひ
け
る
に
こ
そ
。
無
下
に
色
な
く
、

い
か
に
の
り
給
ひ
け
る
ぞ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
「
い
で
い
で
、

さ
て
は
色
直
し
て
ま
ゐ
ら
ん
」
と
て
、
あ
り
つ
る
つ
ぼ
ね
の
下
口
に
行
き
て
、

随
身
ど
う
し
の
言
葉
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
「さ
て
は
色
直
し
て
ま
ゐ
ら
ん
」
は
、
「そ
れ
で
は
、
私
は
彼
女
の
顔
色
を
和
ら
げ
て
参
り
ま



し
ょ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

「参
る
」
は
謙
譲
語
B
で
あ
る
。

前

節
で
取
り
上
げ
た

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

「ま
い
る
」
の
項
で
は
、
「徒
然
草
」
の
用
例
の
三
例
あ
と
に
、
人
情
本

「春
色
恵

の
花
」
の
用
例
、

お
台
所
へ
ま
い
っ
て
、
お
膳
の
道
具
を
た
つ
ね
て
参
り
ま
せ
う

を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
の

「
た
つ
ね
て
参
り
ま
せ
う
」
の

「参
る
」
が
、
あ
る
動
作
を
し
て
戻
る
意
味
を
表
す
補
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
同

種
の
用
例
で
あ
る
。

「さ

て
は
色
直
し
て
ま
ゐ
ら
ん
」
の
諸
本
の
異
同
を
見
る
と
、
松
平
文
庫
本
で
は

「
さ
て
は
色
な
を
し
て
ま
い
ら
む
」
、
内
閣
文
庫
本
で
は

「さ
て
は
色
な
を
し
て
ま
い
ら
せ
ん
」、
群
書
類
従
版
で
は

「さ
て
は
色
直
し
て
参
ら
ん
」
で
あ
る
。
内
閣
文
庫
本
で
「
参
ら
ん
」
で
は
な
く
、

　ぱ
お
　

「参
ら
せ
ん
」
と
な

っ
て
い
る
。
「今
物
語
」
の
現
存
写
本
が
す
べ
て
近
世
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
用
例
の
確
実
性
に
疑
問
を
投
げ

か
け
る
事
実
で
あ
る
。

「今
物
語
」
に
見
ら
れ
る
謙
譲
語
B
の

「参
る
」
は
、
諸
本
の
異
同
が
あ
り
、
確
例
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る

こ
と
で
、
「今
鏡
」
の

「今
賛
殿
参
り
侍
な
む
」
の

「参
る
」
が
謙
譲
語
B
、
「蟄
殿
参
る
事
あ
る
ま
じ
」
の

「参
る
」
が
謙
譲
語
B
の
尊
大

表
現

へ
の
転
用
で
あ
る
可
能
性
は
、
残

っ
た
と
考
え
る
。

七

お
わ
り
に

以

上
述

べ

て

き

た

こ
と

を
整

理

す

る

と

、

ア

・
イ

の

よ
う

に

な

る
。

ア

「
蟄

殿

」

を

調

理

人

と

見

た

場

合

「
今
鏡
」

の

「今
貴

殿
参
り
侍

な
む
」

に

つ
い
て

六
三
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六
四

訳

「た
だ
今
、
調
理
人
が
参
上
す
る
で
し
ょ
う
。
」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
「
人
に
も
知
ら
れ
ず
に
お
い
で
に
な

っ
た
の
だ
か
ら
、
調
理

人
は
参
上
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
(略
)
」

「賛
殿
」
を
調
理
人
と
し
た
用
例
が
ほ
か
に
な
い
可
能
性
が
あ
る
が
、
「
霊
殿
」

の
例
か
ら
、
場
所
を
表
す

「蟄
殿
」
を
、
そ
こ
で
働
く

人
を
表
す
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
と
考
え
る
。

イ

「
賛
殿
」
を
調
理
場
と
見
た
場
合

訳

「た
だ
今
、
私
が
調
理
場
に
参
り
ま
し
ょ
う
。
」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
「人
に
も
知
ら
れ
ず
に
お
い
で
に
な

っ
た
の
だ
か
ら
、
調
理

場
に
参
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
(略
)」

「
に
」
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
に
」
の
脱
落
と
思
わ
れ
る
例
が

「今
物
語
」
に
あ
る
。
ま
た
、
謙
譲
語
B
の

「参
る
」
を

用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
謙
譲
語
B
の

「参
る
」
も
、
確
例
で
は
な
い
が
、
「今
物
語
」
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「蟄
殿
」

を
場
所
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
も
、
あ
り
う
る
と
考
え
る
。

大
殿
の
お
供
、
播
磨
守
師
信
か
ら

「
と
く
し
か
る
べ
き
あ
る
じ
な
ど

つ
か
う
ま
つ
れ
」
と
催
促
さ
れ
て
い
る
修
理
大
夫
俊
綱
が
、
イ
の
よ

う
に
調
理
場
に
行
く
こ
と
を
止
め
ら
れ
る
の
は
不
自
然
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
家
の
主
、
俊
綱
が
直
接
調
理
場
に
顔
を

出
し

て
は
大
げ
さ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
止
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
る
と
思
う
。

右

に
見
た
よ
う
に
、
ア

・
イ
と
も
に
可
能
性
が
あ
る
が
、
イ
の
方
が
問
題
が
大
き
い
よ
う
に
思
う
。
イ
に
お
い
て
認
め
る
謙
譲
語
B
の

「
参
る
」
は
、

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
か
な
り
早
い
用
例
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
謙
譲
語
B
の

「申
す
」
が

「後
撰
集
」
「
源



氏
物
語
」

(注
29
)

に
既
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ

っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
中
古

・
中
世
の

「参
る
」
の
用
例
に

つ
い
て
は
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

注(1
)

榊
原
邦
彦

・
他
編

『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』

(笠
間
書
院

一
九
八
四
年
)

(2
)

海
野
泰
男
著

『
今
銭
金
釈

(上

・
下
)
』

(福
武
書
店

一
九
八

二

・
一
九
八
三
年
)

(パ
ル

ト
ス
社
よ
り
上

・
下
合
本
復
刻
版
発
行

一
九
九

六
年
)

(3
)

大
曽
根
章
介

・
他
編

『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』

(明
治
書

院

一
九
九
八
年
)

(4
)

日
本
古
典
文
学
大
辞
典

編
集
委
員
会
編

『
日
本
古
典
文

学
大
辞
典
』
第

一
巻

(岩
波
書
店

一
九

八
三
年
)

の

「
今
鏡
」

の
項

(
加
納
重

文
執
筆

)

も
、
畠
山
本

・
尊

経
閣
文
庫
本

・
蓬
左
文
庫
本

(流
布
版
本
な
ど
)

が
そ
れ
ぞ
れ
別
系
統

で
あ

る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

西
沢
正
史

.
他
編

『
日
本
古
典
文
学
研
究
史
大
事
典
』

(勉
誠
社

一
九
九
七
年
)

の

「
今
鏡
」

の
項

(福

田
長
道
執
筆
)
も
、
畠
山
本

・
前
田
本

・

流
布
本
系
諸
本
の
三
大
別
を
述
べ
て

い
る
。

(5
)

日
本
古
典
文
学
影
印
叢

刊

『今

鏡
』

(財
団
法
人
日
本
古
典

文
学
会

一
九

八
六
年
)

(6
)

尊

経
閣
叢
刊

『
今
鏡
』

(侯
爵

前
田
家
育
徳

財
団

一
九
三
九
年
)

(7
)

「慶

安
三
年

孟
春
仲
旬

中
野
道
伴

刊
行
」

の
奥
書

の
あ
る
国
立
国
会

図
書
館
所
蔵
本
。

(8
)

関
根
正
直

著

『
今
鏡
新

註
』

(六
合
館

一
九

二
七
年
)

(9
)

板

橋
倫

行
校
註

『
今
鏡
』

(朝

日
新

聞
社

一
九
五
〇
年
)

(10
)

竹

鼻

積

金
訳
注

『今

鏡

(中
)
』

(講
談

社

一
九
八
四
年
)

(H
)

中
田
祝

夫

・
他
編

『古

語
大
辞

典
』

(小
学
館

一
九
八
三
年
)

(12
)

中

村
幸
彦

・
他
編

『角

川
古
語

大
辞
典
』
第

四
巻

(角

川
書
店

一
九
九

四
年
)

(13
)

日
本
国
語

大
辞
典
第

二
版
編
集
委
員
会

・
他
編

『
日
本

国
語
大
辞
典
』
第

二
版

第

一
〇
巻

(小
学
館

二
〇
〇

一
年
)

(14
)

『今
鏡

本
文

及
び
総
索
引
』

に
よ
る
と
、
「
今
鏡
」

の

「
に

へ
ど
の
」
は
、

こ
の
二
例

の
み
で
あ
る
。

(15
)

塚
原
鉄

雄

・
他
編

『狭

衣
物
語
語
彙
索
引
』

(笠
間
書
院

一
九
七

五
年
)

高
知
大
学

人
文
学
部

国
語
史
研
究
会
編

『
栄
花
物
語
本
文

と
索
引

自
立
語
索
引
篇
』

(武
蔵
野
書
院

一
九

八
五
年
)

「
今
鏡
」

の

「
今
蟄
殿
参
り
侍
な
む
」

に

つ
い
て

六
五



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
三
七
七
号

(
二
〇
〇

四

・
一
)

六
六

馬
淵
和
夫
監
修

『
今
昔
物
語
集
自
立
語
索
引
』

(笠
間
書
院

一
九

八
二
年
)

同
監
修

『
今
昔
物
語
集
文
節
索
引

巻

二
八
』

(同

一
九
七
七
年
)

鎌

田
広
夫

・
他
編

『
讃
岐
典
侍

日
記
本
文
と
索
引
』

(お
う
ふ
う

一
九
九
八
年
)

山
内
洋

一
郎
編

『
古
本
説
話
集
総
索
引
』

(風
間
書
房

一
九
六
九
年
)

榊
原
邦
彦
編

『
水
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』

(笠
間
書
院

一
九
九
〇
年
)

坂
詰
力
治

・
他
編

『
保
元
物
語
総
索
引
』

(武
蔵
野
書
院

一
九

八

一
年
)

同

・
他
編

『
平
治
物
語
総
索
引
』

(同

一
九
七
九
年
)

菅
根
順
之
編

『
松
浦
官
物
語
総
索
引
』

(笠
間
書
院

一
九
七
四
年
)

鈴
木
弘
道
編

『
と
り
か

へ
ば
や
物
語
総
索
引
』

(同

一
九
七
七
年
)

境

田
四
郎
監
修

『
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引
』

(清
文
堂
出
版

一
九
七
五
年
)

北
原
保
雄

・
他
編

『
延
慶
本
平
家
物
語

索
引
篇
下
』

(勉
誠
社

一
九
九
六
年
)

峰
岸

明
監
修

『
古
今
著
聞
集
総
索
引
』

(笠
間
書
院

二
〇
〇

二
年
)

深
井

一
郎
編

『
慶
長
十
年
古
活
字
本
沙
石
集
総
索
引
』

(勉
誠
社

一
九
八
〇
年
)

小
久
保
崇
明

・
他
編

『
彰
考
館
本

『
中
務
内
侍

日
記
』
総
索
引
』

(新
奥
社

一
九
八
八
年
)

(16
)

菊
地
康
人
は

『
敬
語
』

(角
川
書
店

一
九
九
四
年
)
三

二
二
頁
に
お

い
て
、

い
わ
ゆ
る
謙

譲
語
の
中
を

謙
譲
語
A

〔私
が
先
生
を
お
招
き
す
る
〕

謙
譲
語
A
B

〔
私
が
先
生
を
お
招
き

い
た
し
ま
す

(「
ま
す
」

は
丁
寧

語
)
〕

謙
譲
語
B

〔私
が

い
た
し
ま
す

・
父
が
ま

い
り
ま
す

(
〃
)
〕

(謙
譲
語
B

の
丁
重
語
用
法
)

〔
電
車
が
通
過

い
た
し
ま
す

・
車
が
ま

い
り
ま
す

(
〃
)
〕

に
分
け

て
い
る
。

(17
)

(注
1
)
に
同
じ
。

(18
)

加
納
重
文

「
今
鏡
研
究
史
」
・
海
野
泰
男

「
今
鏡
研
究

の
動
向
」

(『
歴
史
物

語
講
座

第
四
巻

今
鏡
』

風
間
書
房

一
九

九
七
年
)

(19
)

山
内
益
次
郎

『
今
鏡

の
研
究
』

(桜
楓
社

一
九
八
〇
年
)

に
お

い
て
、
「
今
鏡
」
巻

十

「
し
き
し
ま

の
う
ち
ぎ

入
」

の
周
防
内
侍
転
居

の
歌

の
詞

書

相
当
部
分

に
つ
き
、
「今
物

語
の
文
は

『
冷
泉
堀
川

の
西
と
北
と

の
す

み
』
等

の
よ
う
に
、
今
鏡

の
文

を
念
頭

に
置

い
て
い
た

と
思
わ
れ

る
箇
所
が
あ

り
、
」

(
二
四

八
頁
)
と
指
摘
し
て

い
る

こ
と
も
思

い
合
わ
せ
ら
れ
る
。

(20
)

三
木
紀
人
全
訳
注

『
今
物
語
』

(講
談
社

一
九
九

八
年
)
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松
平
黎
明
会
編

『
松
平
文
庫
影
印
叢
書

第
七
巻

中
世

説
話
集
編
』

(新
奥
社

一
九
九

三
年
)

田
嶋

一
夫

・
他

「
〈
翻
刻
〉
内
閣
文
庫
蔵

『今

物
語
』
」

(『
い
わ
き
明
星

文
学

・
語
学
』
第

五
号

一
九
九
六
年
九
月
)

続
群
書
類
従
完
成
会

『
群
書
類
従
』
第

二
七
輯

(訂
正
三
版

一
九
六
〇
年
)

「
助
詞

『
が

・
の

・
に

・
を
』

の
歴
史
」

(『
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育

第

一
〇
巻

日
本
語

の
歴
史
』
明
治
書
院

一
九
九

一
年
)

(注
16
)
に
同
じ
。

(注
16
)
に
同
じ
。

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

『
日
本
古
典
文
学
研
究
史
大
事

典
』

『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』

の

「
今
鏡
」

の
項

に
よ
る
。

(注
20
)
同
書
三
五

二
頁
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

第

二
版

「
も
う
す
」

の
項

θ
⑥

主
と
し
て
、
か
し

こ
ま
り
改
ま

っ
た
気
持
で

の
対
話
や
消
息

(勅
撰
集
な
ど
の
詞
書
を
含

む
)

に
用

い
、
「
言
う
」

を

へ
り
く
だ
り
、
あ
る

い

は
丁
重
に
表
現

す
る
。

申
し
ま
す
。

*
後

援

(q⊃
O
」1
Φ
O
ω
頃
)
雑

二

二

一
五
七

・
詞
書

「
こ
れ
か
れ
女

の
も
と

に
ま
か
り
て
物

い
ひ
な

ど
し
け

る
に
、
女
の
、
あ
な
さ
む
の
風
や
と
申

し
け
れ
ば
」

*
源
氏

(
一
〇
〇
」
ー
忘
頃
)
夕
顔

「
か

の
白

く
咲
け
る
を
な
む
夕
顔

と
申
侍
」

(略
)

「源
氏
物
語
」

の
用
例
は
、

(謙
譲

語
B
の
丁
重
語

用
法
)

で
あ

る
。

(か
わ
ぎ
し

・
け

い
こ

商
学
部
教
授
)

「今
鏡
」

の

「
今
賛

殿
参

り
侍
な

む
」

に

つ
い
て

六
七


