
「
四
鏡
」
に
お
け
る
鑑
戒
思
想

ー
主
と
し
て
漢
籍
と
の
関
係
よ
り
見
た
｜
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節
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け
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結
び

注参
考
文
献

と
こ
ろ
で
、
「
続
日
本
紀
」
の
上
表
文
、
或
は
、
「
日
本
後
紀
」

・
「
続
日
本
後
紀
」
・
「
三
代
実
録
」
、
の
序
文
か
ら
も
伺
え
る
よ
う

に
、
「
六
国
史
」
は
鑑
戒
思
想
｜
｜
歴
史
に
鑑
戒
の
機
能
、
即
ち
人

を
以
て
鑑
と
左
し
、
世
を
以
て
鑑
と
ま
す
機
能
を
持
た
せ
る
と
い
う
－

思
想
ー
ー
を
持
つ
史
書
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
思
想
は
、
山
岸
徳
平
日

氏
も
述
べ
て
居
ら
れ
る
よ
常
的
日
、
漢
籍
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
一

中
固
に
お
い
て
、
鑑
戒
思
想
は
極
め
て
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
儒
教
か
ら
起
ζ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
は
既
に

「
詩
経
」
に
見
え
る
が
宋
の
「
資
治
通
鑑
」
・
「
唐
鑑
」
に
至
っ
て

は
、
書
名
に
も
「
鑑
」
の
字
を
用
い
、
鑑
戒
思
想
を
持
つ
ζ

と
を
明

確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
念
点
か
ら
「
四
鏡
」
を
見
る

K
、

ω「
四
鏡
」
は
「
六
国
史
」
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

「
六
国
史
」
は
鑑
戒
思
想
を
持
つ
書
で
あ
る
と
と
、

同
「
資
治
通
鑑
」
・
「
唐
鑑
」
は
、
鑑
戒
思
想
を
表
わ
す
「
鑑
」

を
書
名
K
持
つ
。
と
の
「
鑑
」
と
同
義
の
「
鏡
」
は
鑑
戒
思
想
の

象
徴
と
も
言
う
べ
き
語
で
あ
る
が
、
「
四
鏡
」
は
何
れ
も
書
名

K

ま
え
が
き

「
大
鏡
」
「
今
鏡
」
「
水
鏡
」
「
増
鏡
」
の
図
書
、
所
調

「
四
鏡
」
は
、
勅
撰
で
あ
‘
る
「
六
国
史
」
の
後
を
受
け
、
民
聞
の
歴

史
書
と
し
て
登
場
し
た
歴
史
物
－
諸
で
あ
る
。



「
鏡
」
を
持
っ
と
と

と
い
う
二
点
が
、
「
四
鏡
」
k
h
g

け
る
鑑
戒
思
想
の
問
題
点
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

本
稿
で
は
と
の
鑑
戒
思
想
と
の
関
連
の
面

か
ら
「
四
鏡
」
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
一
章

大
鏡
・
今
鏡
に
お
け
る
鑑
戒
思
想

第

一

節

大

鏡

「
大
鏡
」
の
鑑
戒
思
想
K
関
し
て
は
、
山
岸
氏
が

『
歴
史
は
鑑
戒
の
機
能
を
持
つ
も
の
だ
。
』
と
の
思
想
が
古
来
か

ら
中
国
K
は
存
在
し
た
。
臼
本
で
も
続
世
継
、
聞
ち
「
今
鏡
」
の

「
鏡
」
の
中
K
も
そ
の
思
想
が
歴
然
と
し
て
見
ら
れ
る
。
然
し
、

結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
大
鏡
」
の
「
鏡
」

K
は
そ
れ
が
殆
ど
念
い

の
で
あ
る
。合

注

2
）

と
述
べ
て
h
g

ら
れ
、
と
の
説
が
通
説
と
を
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
山
岸
氏
は
、
「
大
鏡
」
の
名
称
が
、
仏
教
の
「
大
円
鏡
智
」
か

ら
出
た
も
の
と
し
、
文
そ
の
思
想
K
つ
い
て
も
、
日
蓮
上
人
－
な
ど
の

思
想
と
一
脈
相
通
ず
る
と
一
乙
ろ
の
あ
る
、
仏
教
的
方
面
の
影
響
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
し
だ
り
と
と
ろ
が
「
大
鏡
」
は
そ
れ
程
仏
教

色
の
濃
い
書
物
で
は
左
い
。
し
か
も
、
「
大
鏡
」
と
い
う
名
称
は
原

作
者
の
命
名
で
は
左
く
、
後
年
仏
教
関
係
の
人

K
よ
っ
て
つ
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
大
鏡
」
と
い
う
名

称
自
体
は
、
仏
語
の
「
大
円
鏡
智
」
か
ら
出
た
可
能
性
が
大
き
い
が
、

そ
れ
を
直
ち

K
鑑
戒
思
想
否
定
の
根
拠
と
し
て
扱
う
ζ

と
は
で
き
左

い
の
で
あ
る
。
又
、
日
蓮
上
人
の
思
想
と
の
関
速
に
つ
い
て
も
問
題

点
が
残
さ
れ
て

b
b、
鑑
戒
思
想

K
対
す
る
否
定
説
に
は
多
少
疑
問

が
あ
る
。

と
の
「
大
鏡
」
を
漢
籍
と
の
関
係
か
ら
見
る
と
、
最
も
顕
著
念
影
響

は
、
紀
伝
体
を
用
い
て
あ
る
と
と
だ
ろ
う
。
わ
が
国
の
従
来
の
史
書

は
殆
ど
が
編
年
体
で
あ
る
が
、

ζ

の
「
大
鏡
」
は
初
め
て
紀
伝
体
を

用
い
て
b
h
y
、
そ
れ
は
「
史
記
」

K
倣
っ
た
も
の
左
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
と
の
「
史
記
」
は
、
鄭
の
世
家
に

前
事
ノ
忘
レ
ザ
ル
ハ
後
事
ノ
師
ナ
リ

と
あ
り
、
文
末
巻
た
る
太
史
公
自
序

K
も

心
ニ
欝
結
ス
ル
ト
コ
ロ
ア
ッ
テ
、
ソ
ノ
道
ア
通
ズ
ル
ア
得
ズ
o
故

一
一
往
事
ア
述
べ
テ
、
来
者
ア
思
フ
ナ
リ
。

と
あ
る
よ
う

K
、
「
史
記
」
は
鑑
戒
的
念
要
素
を
持
つ
書
な
の
で
あ

る
。
「
大
鏡
」
作
者
が
と
の
と
と
を
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

と
は
容
易
K
推
測
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
大
鏡
」
の
作
者
が
良
く
「
史
記
」
を
学
ん
で

い
た
で
あ
ろ
う
と
と
は
解
る
が
、
「
大
鏡
」
本
文
中

K
は
「
史
記
」

か
ら
の
引
用
や
、
鑑
戒
思
想
を
表
わ
す
語
句
は
見
出
ぜ
念
い
。
従
っ

て
、
「
史
記
」
と
「
大
鏡
」
と
の
関
係
か
ら
、
鑑
戒
思
想
の
有
無
K

つ
い
て
と
と
で
述
べ
る
と
と
は
で
き
念
い
の
で
あ
る
。
え
だ
、
後
一

条
紀

K
は

植
木
は
根
を
な
ほ
く
て
、
つ
く
ろ
ひ
な
ほ
し
た
て
つ
れ
ば
と
そ
、

枝
も
茂
り
て
木
の
実
を
も
む
す
べ
や

と
い
う
文
が
あ
る
が
、

ζ

れ
は
「
貞
観
政
要
」
の

木
ノ
長
ズ
ル
ア
求
ム
ル
者
、
必
ズ
ソ
ノ
根
本
ア
固
ク
ス
O

K
依
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o

と
の
「
貞
観
政
黒
－
は
唐
の
太
宗
の
言
行
を
記
し
た
も
の
で
、
日
本

円

t
phυ 



K
も
古
〈
桓
武
帝
の
時
代
K
は
渡
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

王
朝
持
代
K
は
知
識
人
必
読
の
書
と
し
て
愛
読
さ
れ
た
と
言
わ
れ
、

政
治
の
参
考
と
も
念
っ
た
書
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
と
の
「
貞
観
政

要
」
は
、

殿
聾
不
遠
（
巻
一
）

以
鋼
為
鏡
、
可
以
正
衣
冠
。
以
古
為
鏡
、
可
以
知
興
替
。
以
人
為

・
鏡
、
可
以
明
得
失
。
（
巻
二
）

如
明
鏡
事
形
、
美
悪
畢
見
。
（
巻
二
〉

郎
元
亀
輿
明
鏡
（
巻
四
）

宜
、
氷
襲
於
前
史
（
巻
四
）

以
古
作
鑑
、
施
於
己
者
也
。
（
巻
五
）

等
の
記
述
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

K
、
鑑
戒
思
想

K
貫
か
れ
て
い
る

書
物
念
の
で
あ
る
。
と
れ
に
対
し
、
「
大
鏡
」
で
は
「
鏡
」

K
関
す

る
記
述
と
し
て
、

繁
樹
い
と
や
さ
し
げ

K
い
ひ
出
づ

あ
き
ら
け
き
鏡
K
あ
へ
ば
す
ぎ

K
し
も
今
ゆ
く
末
の
事
も
見
え

け
り

と
い
ふ
め
れ
ば
、
世
継
い
た
く
感
じ
て
、

す
べ
ら
ぎ
の
あ
と
も
つ
ぎ
つ
ぎ
か
く
れ
な
く
新

K
見
ゆ
る
ふ
る

鏡
か
も

と
あ
る
。
と
の
「
鏡
」
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
映
し
出
し
、
物

事
の
真
実
の
姿
を
は
っ
き
り
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
と

K
「
大
鏡
」

作
者
の
「
鏡
」
観
ひ
い
て
は
歴
史
著
述
に
対
す
る
姿
勢
が
伺
わ
れ
る
の

で
あ
る
o

と
の
「
大
鏡
」
と
「
貞
観
政
要
」
と
の
記
述
を
比
較
す
る

と
、
「
大
鏡
」
の
「
あ
き
ら
け
き
鏡
」
・
「
ふ
る
鏡
」
の
語
が
、
「

「
貞
観
政
要
」
の
中
の
「
明
鏡
」
「
以
古
為
鏡
」
と
い
う
語
句
K

そ
れ
ぞ
れ
対
応
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

「
貞
観
政
要
」
を
読
ん
で
い

る
「
大
鏡
」
の
作
者
が
、
鑑
戒
思
想
を
意
識
ぜ
ず

K
と
れ
ら
の
重
要

念
語
を
使
っ
た
と
い
う
と
と
が
あ
h
y
得
る
だ
ろ
う
か
o

「
大
鏡
」
本

文
中
の
「
鏡
」
が
鑑
戒
的
な
意
味
を
持
つ
と
と
は
否
定
で
き
念
い
と

思
う
。さ

て
こ
乙
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
、
日
蓮
上
人
の
思
想
に
つ
い

て
で
あ
る
。
日
蓮
上
人
は
乙
の
「
貞
観
政
要
」
を
読
ん
で
お
り
、
自

ら
筆
写
し
た
問
書
の
一
部
も
現
存
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
大
鏡
」

と
日
連
上
人
と
の
思
想
に
共
通
な
点
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
乙

の
両
者
が
同
じ
書
物
か
ら
影
響
を
受
け
た
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う

K
、
「
大
鏡
」
の
鑑
戒
思
想
K
対
す
る
否
定
論

K
は
疑
問
の
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
「
大
鏡
」
と

「
貞
観
政
要
」
と
の
関
係
、
「
鏡
」
と
い

3語
か
ら
伺
え
る
歴
史
的
反

省
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
「
大
鏡
」
の
中

K
一
種
の
錐
戒
思
想
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

第
二
節
今
鏡

「
今
鏡
」
は
「
大
鏡
」
を
構
成
・
形
式
の
点
K
な
い
て
忠
実

K
踏

襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

ζ

の
「
今
鏡
」

K
つ
い
て
は
前
述
の
よ

う
に
山
岸
氏
が
、
鑑
戒
思
想
を
持
っ
と
認
め
て
な
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

序
文
K
白
楽
天
の
「
百
錬
鏡
」
を
ひ
く
部
分
が
あ
る
か
ら
左
の
で
あ

る。
と
の
「
百
錬
鏡
」
は
菰
諭
詩
で
あ
る
新
楽
府
五
十
首
の
中
の
一
つ

で
あ
る
。
題
詞
K
「
皇
聾
ア
弁
ズ
ル
ナ
リ
o
」
と
あ
る
よ
う

K
、
と

の
詩
は
明
ら
か

K
鑑
戒
思
想
を
持
っ
て
い
る
。
「
今
鏡
」
の
作
者
が

-58-



序
文

K
「
百
錬
鏡
」
を
ひ
〈
ζ

と
K
よ
っ
て
、
鑑
戒
思
想
を
示
し
た

と
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

と
と
ろ
で
、

ζ

の
「
今
鏡
」
の
鑑
戒
思
想
と
「
大
鏡
」
と
の
関
係

K
つ
い
て
山
岸
氏
は
、

「
今
鏡
」
の
「
鏡
」
と
同
じ
く
「
鏡
」
を
名
称

K
持
ち
な
が
ら
、

「
大
鏡
」
：
の
「
鏡
」
は
、
決
し
て
「
今
鏡
」
の
そ
れ
と
一
致
す
る

も
の
で
は
だ

ω。

と
述
べ
て
な
ら
れ
る
が
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う

K
「
大
鏡
」

K
も

鑑
戒
思
想
が
存
在
し
て
い
る
o

又
、
「
今
鏡
」
本
文
中
か
ら
伺
わ
れ

る
作
者
の
漢
籍
K
対
す
る
知
識
量
か
ら
い
っ
て
も
、
「
今
鏡
」
の
作

者
が
「
大
鏡
」
か
ら
鑑
戒
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
今
鏡
」
は
そ
の
構
成

や
形
式
を
「
大
鏡
」
に
倣
っ
た
と
同
時
に
、
鑑
戒
思
想
を
も
「
大
鏡
」

か
ら
引
き
継
い
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
三
節
大
鏡
・
今
鏡
の
鑑
戒
思
想
の
性
格

こ
こ
で
更
K
問
題
と
な
る
の
は
、
鑑
戒
思
想
の
性
格
、
つ
ま
り

「
大
鏡
」
や
「
今
鏡
」
の
中
K
あ
る
鏡
戒
思
想
が
、
儒
教
か
ら
起
こ

っ
た
中
国
的
な
形
で
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
ど

う
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
大
鏡
」

K
つ
い
て
見
る
と
、
中
国
的
・
儒
教
的
要
素
は

少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
貞
観
政
要
」
と
「
大
鏡
」
と
を

比
較
し
て
み
る
と
一
層
明
確
に
な
る
。
「
貞
観
政
要
」
が
「
春
秋
」

．
「
書
経
」
・
「
易
経
」
・
「
論
語
」
等
の
語
を
よ
く
引
用
し
、
儒

教
的
な
鑑
戒
思
想
K
貫
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
大
鏡
」
で
は

孔
子
の
言
葉
と
称
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
が
一
ケ
所
あ
る
だ
け
で

あ
る
。「

今
鏡
」

K
つ
い
て
も
、
そ
の
序
文
で
明
確
K
鑑
戒
思
想
を
表

わ
し
た
以
上
そ
の
描
〈
べ
き
も
の
は
、
貴
族
社
会

K
対
す
る
批
判

と
か
反
省
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
描
か

れ
て
b
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
貴
族
中
心
の
文
芸
的
左
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
今
鏡
」
で
は
、
鑑
戒
思
想
の
本
来
の
意
味
は
失
わ
れ
、

単
K
歴
史
を
描
く
た
め
の
前
置
き
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う

K
「
大
鏡
」
・
「
今
鏡
」
で
は
、
中
国
的
・
儒
教

的
左
鑑
戒
思
想
が
多
少
変
化
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
日
本
の
歴
史
的
背
景
や
国
民
性
が
挙
げ

ら
れ
る
と
思
う
o

中
国
の
よ
う

K
、
長
い
歴
史
の
中
で
多
く
の
国
一

・
王
朝
が
興
亡
を
繰
り
返
し
た
同

K
比
べ
、
日
本
で
は
天
皇
家
だ
一
回

け
が
唯
一
の
王
家
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
日
本
の
歴
史
の
中
で
は
「
一

「
殿
聾
不
透
」
と
い
っ
た
観
念
が
育
ち

K
く
か
っ
た
と
言
え
よ
う
o

そ
れ
は
あ
く
ま
で
学
問
上
で
の
思
想

K
す
ぎ
念
か
っ
た
の
で
あ
る
。

貴
族
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
「
大
鏡
」
・
「
今
鏡
」

K
、
そ
れ
ほ

ど
積
極
的
左
鑑
戒
性
が
見
ら
れ
念
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
大
鏡
」
や
「
今
鏡
」

K
見
ら
れ
る
「
鏡
」
観
・
歴
史
観
の
由

来
と
し
て
中
国
の
歴
史
思
想
で
あ
る
鑑
戒
思
想
を
認
め
る
と
と

が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
本
来
の
意
味
か
ら
多
少
離
れ
た
、
日

本
的
左
も
の

K
念
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

水
鏡
・
増
鏡
に
お
り
る
鑑
戒
思
想

第
一
節

水
鏡



「
水
鏡
」
と
「
大
鏡
」
・
「
今
鏡
」
と
を
比
較
す
る
と
、
か
な
り

違
っ
た
性
格
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
相
違
点
と
は
、
第
一
に

「
水
鏡
」
だ
け
が
完
全
な
編
年
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に

「
水
鏡
」
に
は
全
体
を
通
し
て
仏
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
露
骨
な
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
水
鏡
」
の
性
格
は
、
平
田
俊
春

「
詩
句
）

氏
通
一
リ
か
言
わ
れ
る
よ
う
に
寧
ろ
「
扶
桑
略
記
」
に
影
響
さ
れ
た
も
の

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
「
水
鏡
」
は
そ
の
内
容
ま
で
も
「
扶
桑
略

記
」
を
拠
所
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
内
容
を
比
較
し
て
み

る
と
、
「
水
鏡
」
は
漢
文
体
の
「
扶
桑
略
記
」
を
和
文
に
抄
訳
し
た

に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
飯
豊
天
皇
の
条
を
例
に
と
る
と
、

両
者
の
記
述
は
全
く
同
じ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
普
通
歴
代

に
は
入
れ
な
い
飯
豊
天
皇
に
つ
い
て
「
扶
桑
略
記
」
で
は
「
和
銅
五

年
上
奏
日
本
紀
載
之
d
一
と
称
し
て
第
二
十
四
代
飯
豊
天
皇
と
い
う
一

代
を
設
け
て
い
る
。
「
水
鏡
」
で
も
「
さ
れ
ど
日
本
紀
に
入
れ
奉
り

て
侍
る
な
れ
ば
：
・
：
。
」
と
、
そ
れ
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
る
点

か
ら
い
っ
て
も
「
水
鏡
」
は
「
扶
桑
略
記
」
の
抄
訳
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

更
に
、
「
水
鏡
」
の
序
で
は
「
古
を
ほ
め
、
今
を
そ
し
る
べ
き
に

あ
ら
千
九
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
現
在
の
不
安
状
態
を
悲

し
む
あ
ま
り
古
代
は
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
懐
古
的
な
気
持
に
な
る

こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
「
水
鏡
」
作

者
は
歴
史
に
「
鑑
古
、
鑑
今
川
と
い
う
よ
う
な
鑑
戒
の
意
味
を
持
た

せ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
水

鏡
」
の
内
容
・
序
共
に
鑑
戒
の
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。
「
水
鏡
」
の

「
鏡
」
は
単
K
鏡
物
の
系
統
に
属
せ
し
め
よ
う
と
い
う
作
者
の
意
図

を
示
す
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
姿
を
明
ら
か
に
映
し

出
す
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第

二

節

増

鏡

「
四
鏡
」
の
最
後
の
も
の
は
、
建
武
中
興
頃

K
書
か
れ
た
「
増
鏡
」

で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
「
増
鏡
」
も
「
水
鏡
」
と
同
様
、
鑑

戒
思
想
を
持
つ
て
は
い
を
い
の
で
あ
る
。
次

K
挙
げ
る
の
は
「
増
鏡
」

序
文
中
の
「
鏡
」

K
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

『
な
ろ
か
在
る
心
や
見
え
ん
増
鏡
古
き
姿
K
立
ち
は
及
ば
で
0

』・・

『
今
も
ま
た
菅
を
か
け
ば
増
鏡
ふ
り
ぬ
る
代
々
の
跡

K
か
さ
ね
ん
。
』

と
の
記
述
か
ら
は
、
「
大
鏡
」
「
今
鏡
」
の
「
鏡
」

K
見
ら
れ
た

よ
う
な
思
想
的
念
意
味
が
認
め
ら
れ
な
い
。
と
の
「
鏡
」
は
、
老
尼
一

の
昔
物
語
を
そ
の
ま
ま

K
写
し
出
す
よ
〈
澄
ん
だ
鏡
！
「
真
澄
の
鏡
」
印

と
、
「
大
鏡
」
・
「
今
鏡
」
・
「
水
鏡
」
の
三
鏡
K
更
K
一
鏡
を
増
一

す
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
「
増
鏡
」
の
作
者
は
「
鏡
」
を
た
だ
単

な
る
歴
史
著
述
の
際
の
慣
用
的
左
語
と
い
う
程
度
K
し
か
考
え
て
い

な
か
っ
た
ら
し
く
、
「
大
鏡
」
・
「
今
鏡
」

K
見
ら
れ
た
「
鏡
」
の

重
要
性
と
い
う
も
の
が
、
と
と
で
は
殆
ど
感
じ
ら
れ
を
い
o

つ
ま
り

「
増
鏡
」
の
作
者

K
は
歴
史
K
鑑
戒
の
機
能
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う

意
図
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

内
容
K
つ
い
て
み
て
も
同
様
の
事
が
言
え
る
。
何
故
念
ら
、
「
増

鏡
」
の
描
〈
時
代
に
は
承
久
の
乱
・
正
中
の
変
・
元
弘
の
変
等
、
鑑

戒
と
す
べ
き
事
が
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
「
増
鏡
」
は
社
会

の
動
向
よ
り
も
寧
ろ
拝
情
的
・
貴
族
中
心
的
念
世
界
を
描
〈
事
K

作
者
の
興
味
が
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
「
増
鏡
」

K



鑑
戒
思
想
が
あ
っ
た
左
ら
ば
、
そ
の
主
眼
と
す
べ
き
は
貴
族
没
落
の

原
因
と
反
省
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
「
増
鏡
」
は
殊
更

そ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
は
目
を
背
け
て
い
る
o

ζ

の
執
筆
態
度
か
ら

い
っ
て
も
「
増
鏡
」

K
鑑
戒
思
想
は
な
い
と
断
言
で
き
よ
う
o

ζ

の

「
鏡
」
も
「
水
鏡
」
同
様
、
鏡
物
の
系
統

K
属
す
る
と
と
を
示
す
だ

け
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
o

結

び

以
上
、

て
き
た
。

第
一
章
の
第
一
節
で
は
「
大
鏡
」

k
h
r
け
る
鑑
戒
思
想
の
有
無

K

つ
い
て
検
討
を
加
え
た
が
、
鑑
戒
思
想
の
否
定
説
K
は
多
少
疑
問
の

点
も
あ
り
、
又
「
貞
観
政
要
」
と
の
関
係
、
「
鏡
」
か
ら
伺
え
る
歴

史
的
反
省
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
や
は
り
一
種
の
鑑
戒
思
想
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
o

「
今
鏡
」

K
つ
い
て
は
既

K
鑑
戒
思
想
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
と
と
で
は
そ
の
確
認
だ
け

K
止
め
た
。
し
か
し
と
れ
は
「

「
大
鏡
」
と
無
関
係
K
表
わ
れ
た
の
で
は
左
〈
、
拍
手
ろ
「
大
鏡
」

K

鑑
戒
思
想
が
あ
っ
た
か
ら
と
そ
「
今
鏡
」

K
も
表
わ
れ
得
た
の
で
あ

ろ
う
。

「
四
鏡
」
と
鑑
戒
思
想
と
の
関
連

K
つ
い
て
考
察
を
試
み

ζ

れ
ら
「
大
鏡
」
・
「
今
鏡
」
に
表
わ
れ
た
鑑
戒
思
想
が
本
来

の
中
国
的
儒
教
的
念
形
で
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
ど
う
か

K
つ
い
て
第
三
節
で
述
べ
た
が
、
歴
史
的
に
見
て
日
本
で
は
「
殿

鑑
不
遠
」
と
い
う
よ
う
左
観
念
は
育
ち

K
く
い
も
の
で
は
を
か
ヲ
た

ろ
う
か
。
「
大
鏡
」
「
今
鏡
」

K
は
儒
教
的
企
影
響
は
余
h
y
見
ら

れ
念
い
の
で
あ
る
。
「
大
鏡
」
「
今
鏡
」

K
見
ら
れ
る
思
想
は
、

鑑
戒
思
想
が
日
本
的
に
変
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

第
二
章
で
は
鑑
戒
思
想
の
有
無
を
中
心
に
「
水
鏡
」
・
「
増
鏡
」

を
見
た
が
、
ま
ず
「
水
鏡
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
「
扶
桑
略
記
」

を
和
文
K
抄
訳
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
し
、
又
そ
の
序
に
お
け
る

記
述
か
ら
も
錐
戒
思
想
は
な
い
と
断
言
で
き
よ
う
。

最
後
の
「
増
鏡
」
は
、
そ
の
描
く
時
代
が
混
乱
期
で
も
あ
り
最
も

錐
戒
的
な
思
想
が
表
わ
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
貴

族
本
位
の
記
述
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
鏡
」
と
い
う
語
も
単
な

る
慣
用
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
「
増
鏡
」
に
も
鑑
戒
思
想
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鑑
戒
思
想
と
の
間
遠
か
ら
「
四
鏡
」
を
見
る
と
、

時
代
の
下
る
も
の
程
そ
の
意
味
が
薄
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
や
は
り
「
四
鏡
」
が
貴
族
の
側
か
ら
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
貴
族
の
没
落
と
共
に
鑑
戒
思
想
も
貴
族
の

書
物
か
ら
失
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
増
鏡
」
が
鑑
戒

思
想
を
表
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
貴
族
の
史
書
の
限
界
と
も
思
え

る
の
で
あ
る
。
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