
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
遣
長
の
理
想
性
⑧
序
説

栄
華
の
相
対
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て

福
　
田

景
　
道

29

　
大
宅
世
次
は
、
『
大
鏡
』
の
昔
語
り
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
た
ゴ
い
ま
の
入

道
殿
下
」
藤
原
道
長
の
「
あ
り
さ
ま
」
に
主
要
な
関
心
が
あ
る
こ
と
の
言
明
を
繰
り

返
す
。
『
大
鏡
』
の
核
心
に
は
道
長
が
あ
り
、
道
長
の
栄
華
が
『
大
鏡
』
と
い
う
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
成
り
立
た
せ
る
と
も
言
え
る
。

　
1
と
し
ご
ろ
、
「
む
か
し
の
人
に
た
い
め
し
て
、
い
か
で
よ
の
中
の
見
き
く
事
を
も

　
　
き
こ
え
あ
は
せ
む
、
こ
の
た
ゴ
い
ま
の
入
道
殿
下
（
道
長
）
の
御
あ
り
さ
ま
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
一

　
　
も
申
あ
は
せ
ば
や
」
と
お
も
ふ
に
、
（
下
略
）
　
　
　
　
（
「
総
序
」
三
五
頁
）

呈
め
や
か
に
世
次
が
申
さ
ん
と
思
こ
と
は
、
こ
と
ぐ
か
は
。
た
二
ま
の
入

　
　
道
殿
下
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
よ
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
こ
と
を
、
道
俗
男
女

　
　
の
お
ま
へ
に
て
申
さ
ん
と
お
も
ふ
が
、
い
と
こ
と
お
ほ
く
な
り
て
、
あ
ま
た
の

　
　
帝
王
・
后
、
又
大
臣
③
公
卿
の
御
う
へ
を
つ
ゾ
く
べ
き
な
り
。
そ
の
な
か
に
さ

　
　
い
は
ひ
人
に
お
は
し
ま
す
こ
の
御
あ
り
さ
ま
申
さ
む
と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、
世
の

　
　
中
の
こ
と
の
か
く
れ
な
く
あ
ら
は
る
べ
き
也
。
つ
て
に
う
け
た
ま
は
れ
ば
、
法

　
　
華
経
一
部
を
と
き
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
こ
そ
、
ま
づ
余
教
を
ば
と
き
た
ま
ひ
け

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）

　
　
れ
。
そ
れ
を
な
づ
け
て
五
時
教
と
は
い
ふ
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。
し
か
の
ご
と
く

　
　
に
、
入
道
殿
（
道
長
）
の
御
さ
か
へ
を
申
さ
ん
と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、
余
教
の
と

　
　
か
る
＞
と
い
ひ
つ
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
三
九
頁
）

　
皿
帝
王
の
御
次
第
は
、
申
さ
で
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
入
道
殿
下
の
御
栄
花
も
な

　
　
に
＞
よ
り
ひ
ら
け
た
ま
ふ
ぞ
と
思
へ
ば
、
先
み
か
ど
・
后
の
御
あ
り
さ
ま
を
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
く
て
イ
本

　
　
へ
き
也
。
う
ゑ
き
は
、
根
を
お
ほ
し
て
つ
く
ろ
ひ
お
ほ
し
た
て
つ
れ
ば
こ
そ
、

　
　
枝
も
し
げ
り
て
、
こ
の
み
を
も
む
す
べ
や
。
し
か
れ
ば
ま
づ
帝
王
の
御
つ
ゴ
き

　
　
を
お
ぼ
え
て
、
つ
ぎ
に
大
臣
の
つ
づ
き
は
あ
か
さ
ん
と
也
（
「
へ
き
」
「
て
」
は

　
　
見
せ
消
ち
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
天
皇
紀
政
」
五
八
頁
）

　
世
次
翁
の
意
図
は
こ
こ
に
端
的
に
表
れ
る
。
「
帝
王
・
后
」
を
対
象
に
す
る
「
本
紀
」

も
、
多
く
の
「
大
臣
・
公
卿
」
に
言
及
す
る
「
列
伝
」
も
、
結
局
は
道
長
一
人
の
栄

華
を
追
究
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
「
余
教
」
や
「
根
」
と
し
て
機
能
す
る

と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
『
大
鏡
』
に
登
場
す
る
人
物
す
べ
て
が
道
長
の
「
あ
り
さ
ま
」

を
解
明
す
る
た
め
に
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
実
際
に
、
こ
れ
ら
の
揚
言
に
即
応
し
て
『
大
鏡
』
の
摂
関
時
代
史
が
展
開
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
元
来
、
「
天
皇
本
紀
」
も
「
大
臣
列
伝
」
も
、
「
藤
氏
物
語
」
ま

第
二
十
三
巻
－
第
二
号
　
二
九
頁
∫
四
四
頁

平
成
元
年
一
二
月

sokyu
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『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
遣
長
の
理
想
性
・
序
説

（
福
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
も
が
道
長
の
栄
華
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
と

ん
ど
の
記
載
事
項
が
道
長
の
理
想
的
な
人
生
に
求
心
的
に
統
一
さ
れ
る
と
見
な
す
こ

　
　
　
　
（
4
）

と
も
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
重
大
な
「
道
長
の
栄
華
」
が
ど
の
よ
う
な

実
相
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。
こ

れ
は
一
面
で
は
、
『
大
鏡
』
に
は
栄
華
の
究
極
に
至
り
着
く
過
程
に
主
眼
が
置
か
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
一

栄
華
が
享
受
さ
れ
る
様
相
は
多
く
『
栄
花
物
語
』
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
偏
向
に
よ

る
と
思
わ
れ
る
。
栄
華
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
に
『
大
鏡
』
は
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
『
大
鏡
』
中
に
「
道
長
の
栄
華
」
が
認
識
さ
れ

て
い
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
の
空
前
の
栄
光
は
、
実
態
が
把
捉
さ
れ
た
う
え
で
由
来

が
追
求
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
世
次
の
発
言
を
通
し
て
も
看

取
で
き
る
。

　
1
V
「
世
問
の
、
摂
政
・
関
白
と
申
し
、
大
臣
・
公
卿
と
き
こ
ゆ
る
、
い
に
し
へ
い

　
　
ま
の
、
み
な
こ
の
入
道
殿
（
道
長
）
の
御
あ
り
さ
ま
の
や
う
に
こ
そ
は
お
は
し

　
　
ま
す
ら
め
」
と
ぞ
、
い
ま
や
う
の
ち
ご
ど
も
は
お
も
ふ
ら
ん
か
し
。
さ
れ
ど
も
、

　
　
そ
れ
さ
も
あ
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
い
ひ
も
て
い
け
ば
、
お
な
じ
た
ね
、
ひ
と
つ
す

　
　
ぢ
に
ぞ
お
は
し
あ
れ
ど
、
か
ど
わ
か
れ
ぬ
れ
ば
、
人
く
の
御
こ
三
も
ち
ゐ

　
　
も
又
、
そ
れ
に
し
た
が
ひ
て
こ
と
ぐ
に
な
り
ぬ
。
　
一
「
総
序
一
四
〇
頁
一

　
V
世
次
は
い
と
お
そ
ろ
し
き
お
き
な
に
侍
。
真
実
の
こ
＞
ろ
お
は
せ
む
人
は
、
な

　
　
ど
か
は
づ
か
し
と
お
ぼ
さ
ゴ
ら
ん
。
世
中
を
み
し
り
、
う
か
べ
た
て
＞
も
ち
て

　
　
は
べ
る
お
き
な
也
。
目
に
も
み
、
耳
に
も
き
＞
あ
つ
め
て
侍
る
よ
ろ
づ
の
事
の

　
　
な
か
に
、
た
ゴ
い
ま
の
入
道
殿
下
の
御
あ
り
さ
ま
、
い
に
し
へ
を
き
・
、
い
ま

　
　
を
み
侍
る
に
、
二
も
な
く
三
も
な
く
、
な
ら
び
な
く
、
は
か
り
な
く
お
は
し
ま

　
　
す
。
た
と
へ
ば
一
乗
の
法
の
ご
と
し
。
御
あ
り
さ
ま
の
返
套
も
め
で
た
き
也
。

　
　
よ
の
な
か
の
太
政
大
臣
⑧
摂
政
・
関
白
と
申
せ
ど
、
始
終
め
で
た
き
事
は
え
お

　
　
は
し
ま
さ
ぬ
事
也
。
法
文
聖
教
の
中
に
も
た
と
へ
る
な
る
は
、
「
魚
子
お
ほ
か
れ

　
　
ど
、
ま
こ
と
の
魚
と
な
る
事
か
た
し
。
竜
羅
と
い
ふ
う
ゑ
木
あ
れ
ど
、
こ
の
み

　
　
を
む
す
ぶ
事
か
た
し
」
と
こ
そ
は
と
き
た
ま
へ
な
れ
。
天
下
の
大
臣
⑧
公
卿
の

　
　
御
な
か
に
、
こ
の
た
か
ら
の
き
み
の
み
こ
そ
、
よ
に
め
づ
ら
か
に
お
は
す
め
れ
。

　
　
い
ま
ゆ
く
す
ゑ
も
、
た
れ
の
人
か
〉
ば
か
り
は
お
は
せ
ん
。
い
と
あ
り
が
た
く

　
　
こ
そ
侍
れ
や
。
た
れ
も
心
と
な
へ
て
き
こ
し
め
せ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
大
臣
列
伝
序
」
六
〇
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
、
古
今
の
権
力
者
と
道
長
を
対
比
す
る
こ
と
に
も
語
り
手
世
次
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

標
は
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
長
の
栄
華
は
史
上
の
摂
政
一
関
白
⑧
太
政
大

臣
な
ど
の
頂
点
を
極
め
た
誰
よ
り
も
圧
倒
的
に
優
る
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。

　
1
∫
V
は
い
ず
れ
も
、
世
次
の
熱
意
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、
『
大
鏡
』
の
主
題
に
関
る

重
要
な
言
辞
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
は
道
長
の
栄
華
が
言
葉
の
か
ぎ
り
称
揚
さ
れ
る
。

し
か
し
、
賛
辞
が
重
ね
ら
れ
る
だ
け
で
、
道
長
が
ど
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
い
る
の
か

は
こ
こ
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
そ
れ
は
作
晶
世
界
の
展
開
の
中
で
お
の
ず
か
ら
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
稿
の
目
的
が
あ
る
。
『
大
鏡
』
の
本
質

や
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
を
考
究
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
『
大
鏡
』
に
表
現
さ
れ
る

道
長
の
栄
華
の
実
情
を
検
証
し
て
み
た
い
。

二

　
『
大
鏡
』
に
描
か
れ
る
道
長
が
王
朝
貴
族
社
会
に
お
け
る
最
高
一
最
大
の
人
物
と

し
て
把
捉
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
。
一
つ
の
時
代
の
価
値
観
や
美
意

識
が
道
長
と
い
う
一
個
人
に
理
想
的
に
集
中
し
、
典
型
的
に
具
現
し
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
大
鏡
』
の
多
彩
な
逸
話
群
か
ら
抽
象
さ
れ
る
道
長
像
に
は
、
た
し
か
に
、
そ
の
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栄
華
を
必
然
・
当
為
の
も
の
と
承
服
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
理
想
的
個
性
が
付
与
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
い
る
。
「
道
長
伝
」
に
は
、
豪
胆
な
精
神
⑤
人
間
的
意
欲
に
よ
っ
て
道
長
が
当
面
の

競
争
相
手
で
あ
る
道
隆
。
道
兼
・
公
任
一
伊
周
ら
を
圧
倒
し
尽
く
す
様
子
が
重
層
的

に
描
き
出
さ
れ
、
「
道
隆
伝
」
や
「
道
兼
伝
」
に
は
伊
周
・
道
兼
等
の
人
問
性
が
道
長

に
到
底
及
ば
な
い
こ
と
が
例
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
強
靱
な
意
志
の
カ
で
道
長
自
ら

が
奇
跡
的
な
成
功
を
招
き
寄
せ
た
と
い
う
思
い
を
抱
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ

れ
に
加
え
て
、
道
長
は
、
実
姉
詮
子
女
院
に
徹
底
的
に
庇
護
さ
れ
（
「
道
長
伝
」
）
、
神

仏
に
も
加
護
さ
れ
一
同
一
、
天
地
に
容
認
さ
れ
一
「
藤
氏
物
語
」
一
、
観
相
に
よ
っ
て
大

成
が
保
証
さ
れ
る
（
「
道
長
伝
」
）
無
類
の
幸
運
児
と
し
て
も
造
型
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
「
お
ほ
か
た
、
さ
い
は
ひ
お
は
し
ま
さ
ん
人
の
、
和
歌
の
み
ち
を
く
れ
た
ま
へ

ら
ん
は
、
こ
と
の
は
へ
な
く
や
は
べ
ら
ま
し
。
」
（
「
道
長
伝
」
二
ニ
ハ
頁
）
と
い
う
理

念
に
基
づ
い
て
「
居
易
⑧
人
丸
・
躬
恒
・
貫
之
と
い
ふ
と
も
、
え
お
も
ひ
よ
ら
ざ
り

け
ん
」
一
同
二
一
四
頁
）
と
文
芸
的
能
力
も
過
度
に
賛
嘆
さ
れ
、
容
姿
・
外
見
ま
で
も

が
絶
賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
同
二
一
五
・
二
二
一
∫
二
二
二
頁
）
。
こ
れ
ら
に
対
応
し

て
か
、
道
長
へ
の
賛
辞
も
「
一
乗
の
法
の
ご
と
し
」
一
前
掲
V
）
、
「
権
者
に
こ
そ
お
は

し
ま
す
」
（
「
道
長
伝
」
二
〇
七
頁
、
「
藤
氏
物
語
」
二
四
〇
頁
一
、
「
転
輪
聖
王
な
ど
は

か
く
や
」
（
「
道
長
伝
」
二
一
五
頁
）
、
「
た
ゴ
砒
沙
門
の
い
き
本
み
た
て
ま
つ
ら
ん
や

う
に
お
は
し
ま
す
。
」
（
同
二
二
一
頁
）
、
「
世
問
の
ひ
か
り
に
て
お
は
し
ま
す
」
（
同
二

二
二
頁
一
、
「
聖
徳
太
子
の
む
ま
れ
給
へ
る
」
（
「
藤
氏
物
語
」
二
四
〇
頁
一
、
「
弘
法
大

師
の
、
仏
法
興
隆
の
た
め
に
む
ま
れ
た
ま
へ
る
」
（
同
）
、
「
（
道
長
の
執
政
期
は
）
か

く
た
の
し
き
彌
勒
の
よ
」
（
同
二
四
一
頁
）
な
ど
と
極
端
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
属
性
は
す
べ
て
道
長
が
全
円
的
な
「
さ
い
は
ひ
人
」
で
あ
っ
た
と
見
な

　
　
　
（
8
）

さ
れ
る
こ
と
に
帰
着
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
さ
い
は
ひ
」
に
は
「
宿
世
」

　
　
　
　
　
（
9
）

的
側
面
も
あ
り
、
栄
華
の
実
状
よ
り
も
栄
華
の
原
因
を
規
定
す
る
と
も
思
わ
れ
る
。

『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説

一
福
田
一

長
徳
元
年
に
上
席
の
公
卿
の
ほ
と
ん
ど
が
急
逝
し
て
「
御
と
し
い
と
わ
か
く
ゆ
く
す

ゑ
ま
ち
つ
け
さ
せ
給
べ
き
御
よ
は
ひ
」
（
「
道
長
伝
」
二
〇
四
頁
）
と
言
わ
れ
る
段
階

で
道
長
に
政
権
獲
得
の
好
機
が
め
ぐ
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
世
次
は
「
そ
れ
も

た
ゴ
、
こ
の
入
道
殿
（
道
長
）
の
御
さ
い
は
ひ
の
、
上
を
き
は
め
た
ま
ふ
に
こ
そ
侍

め
れ
。
」
（
同
）
③
「
い
と
か
㌧
る
運
に
を
さ
れ
て
、
御
兄
た
ち
（
道
隆
・
道
兼
）
は
と

り
も
あ
へ
ず
ほ
ろ
び
給
に
し
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
」
（
「
間
語
」
二
二
六
頁
）
と
評
し
、

道
長
の
子
女
十
二
人
が
す
べ
て
例
外
な
く
す
ぐ
れ
て
い
る
の
を
「
入
道
殿
一
道
長
一

の
御
さ
い
は
ひ
の
い
ふ
か
ぎ
り
な
く
お
は
し
ま
す
な
め
り
。
」
（
「
道
長
伝
」
二
二
二
頁
）

と
断
定
し
、
敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
の
原
因
の
一
つ
に
も
「
殿
下
（
道
長
）
の
御
報

の
は
や
く
お
は
し
ま
す
に
を
さ
れ
た
ま
へ
る
」
（
「
師
ヂ
伝
」
一
〇
二
頁
）
と
道
長
の

強
運
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
道
長
の
成
功
を
支
え
る
条
件
と
し
て
の

「
さ
い
は
ひ
」
と
い
う
意
味
が
大
き
く
、
そ
の
結
果
実
現
し
た
繁
栄
そ
の
も
の
を
説

明
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
豪
胆
と
言
わ
れ
る
性
格
も
、
並
外
れ
る
意
力
も
、
姉

の
後
援
も
、
天
地
神
明
の
助
力
も
、
栄
華
の
条
件
で
は
あ
っ
て
も
栄
華
が
享
受
さ
れ

る
実
態
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
「
さ
い
は
ひ
お
は
し
ま
さ
ん
人
」
に

歌
才
を
要
求
す
る
姿
勢
か
ら
は
、
「
さ
い
は
ひ
」
を
栄
華
そ
の
も
の
と
直
結
さ
せ
る
観

点
が
た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
か
ら
栄
華
の
実
情
は
ほ

と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
化
的
資
質
は
、
確
固
と
し
た
栄
華
を
装
飾
す

る
（
花
を
添
え
る
）
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
栄
華
の
実
相
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ

る
。
権
勢
を
め
ぐ
る
抗
争
が
繰
り
返
さ
れ
る
『
大
鏡
』
世
界
に
あ
っ
て
真
に
道
長
に

占
有
さ
れ
る
美
質
は
他
者
に
対
す
る
温
情
で
あ
り
、
寛
厚
に
し
て
余
裕
あ
る
心
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
権
勢
を
掌
握
し
、
政
争
の
世
界
の
頂
点
に
到
達
し
て

は
じ
め
て
効
力
を
発
揮
す
る
性
格
の
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
頂
点
の
様
相
を
表
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
道
長
の
空
前
絶
後
と
言
わ
れ
る
「
栄
花
」
は
ど
の
よ
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『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説

（
福
田
）

う
な
実
質
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
然
な
が
ら
、
『
大
鏡
』
の
道
長
は
歴
史
上
の
道
長
と
は
一
致
し
な
い
。

『
大
鏡
』
作
品
か
ら
抽
象
で
き
る
の
は
、
あ
る
特
定
の
方
向
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
た

一
面
的
な
人
間
像
、
あ
る
い
は
誇
張
一
歪
曲
・
改
変
を
施
さ
れ
た
虚
像
の
一
つ
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
史
上
に
実
在
し
た
藤
原
道
長
が
意
欲
や
英
知
の
面
が
突
出
し
た

理
想
的
人
間
と
し
て
で
な
け
れ
ば
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
道

長
の
栄
華
の
因
由
が
究
明
さ
れ
る
際
に
、
天
皇
と
の
血
縁
関
係
だ
け
が
極
度
に
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

さ
れ
て
、
そ
れ
以
外
の
要
因
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
、

こ
れ
は
摂
関
政
治
の
本
質
を
射
抜
く
卓
越
し
た
史
眼
の
存
在
を
裏
付
け
、
『
大
鏡
』
の

価
値
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
摂
関
政
治
の
本
質
や
道

長
栄
華
の
基
盤
の
す
べ
て
を
解
明
し
た
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。
王
朝
貴
族
が
絶
大

な
権
勢
を
確
保
す
る
に
は
、
最
も
神
聖
な
血
縁
に
つ
ら
な
る
貴
種
性
や
世
襲
財
産
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
一

荘
園
の
寄
進
に
よ
る
経
済
力
も
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
は

『
大
鏡
』
に
は
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

看
過
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
認
識
の
範
囲
を
越
え
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
為
政
者
道
長
の
国
政
に
関
す
る
記
事
が
ま
っ
た
く
見
い
だ
せ
ず
、

羨
望
を
集
め
た
は
ず
の
私
生
活
も
ほ
と
ん
ど
描
出
さ
れ
な
い
の
は
、
『
大
鏡
』
の
著
作

目
的
が
そ
こ
に
な
か
っ
た
た
め
に
捨
象
さ
れ
た
結
果
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

（
1
3
）

う
。
ま
た
、
摂
政
・
関
白
の
権
力
や
影
響
力
は
根
本
的
に
は
人
事
権
の
掌
握
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
一
1
4
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
一

く
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
『
大
鏡
』

は
道
長
の
幸
福
栄
華
を
賛
美
す
る
が
、
功
業
等
に
は
触
れ
よ
う
と
し
な
い
と
も
言
わ

　
（
1
6
）

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
長
の
肯
定
的
側
面
や
栄
華
へ
の
道
程
に
関
す
る
事
項
で
も

『
大
鏡
』
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
し
、
栄
華
の
実
状
に
つ
い
て
も
徹
底
し

た
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
諸
史
料
に
残
存
す
る
道
長
は
『
大
鏡
』
に
説
か
れ
る
よ
う
な
理
想
的
な
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

問
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
に
立
証
さ
れ
て
い
る
。
政
権
争
奪
の
暗

闘
を
勝
ち
抜
く
た
め
に
権
謀
術
数
の
限
り
を
尽
く
す
姿
や
、
敵
対
者
に
対
す
る
陰
険

で
酷
烈
な
攻
撃
の
数
々
が
無
視
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
の
人
問
的
弱
さ
も
す
べ

て
隠
蔽
さ
れ
る
。
『
大
鏡
』
に
お
い
て
道
長
が
栄
華
を
満
喫
し
て
い
た
は
ず
の
時
代
は
、

反
面
、
不
安
と
苦
痛
の
時
代
で
も
あ
っ
た
し
、
政
敵
伊
周
を
圧
倒
し
き
る
ほ
ど
の
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
一

固
な
精
神
を
も
つ
道
長
で
も
な
か
っ
た
。
度
重
な
る
疾
病
に
懐
悩
し
、
栄
光
の
地
位

を
自
ら
放
棄
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
た
彼
の
表
情
や
、
権
力
獲
得
の
経
緯
の
中
で
打

破
し
、
磯
減
し
た
は
ず
の
敗
者
の
怨
念
に
恐
曜
し
、
物
怪
に
坤
吟
し
た
ら
し
い
彼
の

肉
声
を
、
『
大
鏡
』
か
ら
読
み
取
る
の
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
作
者
は
歴
史
上
の
道
長
を
全
円
的
に
再
現
し
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
あ
る
い

は
到
底
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
大
鏡
』
に
、
栄
華
の
実
相
よ
り
も
由
来
が
、
結

果
よ
り
も
経
過
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
し
き

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
大
鏡
』
の
道
長
は
栄
華
に
関
係
の
な
い
側
面
の
す
べ
て
が
除
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

さ
れ
た
、
極
度
に
虚
構
化
さ
れ
た
道
長
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
栄
華
も
全
面
が
捉

え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
の
理
想
性
、
栄
華
の
実
質
を
究

明
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
窓
意
的
な
叙
述
方
法
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と

を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

　
道
長
の
理
想
的
性
格
は
、
宿
運
の
強
さ
と
と
も
に
、
道
隆
⑧
道
兼
⑧
伊
周
ら
の
競

争
相
手
と
の
直
接
対
決
に
よ
っ
て
顕
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
道
長
が
歴
史
的
に

最
も
す
ぐ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
大
宅
世
次
あ
る
い
は
「
大

臣
列
伝
」
の
主
要
目
的
の
一
つ
一
1
V
・
V
一
を
み
ご
と
に
達
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
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「
大
臣
列
伝
」
の
逸
話
群
は
、
同
族
な
が
ら
家
門
を
異
に
す
る
摂
政
③
関
白
、
大
臣
・

公
卿
よ
り
も
道
長
が
優
り
（
1
V
）
、
古
今
の
あ
ら
ゆ
る
最
高
権
力
者
と
比
べ
て
も
道
長

が
最
も
繁
栄
す
る
（
V
）
と
い
う
主
張
に
対
応
す
る
。
無
数
の
稚
魚
の
中
か
ら
生
き

残
っ
た
唯
一
の
成
魚
、
「
奄
羅
」
の
木
の
唯
一
の
結
実
に
例
え
ら
れ
る
（
V
）
ほ
ど
の

選
ば
れ
た
存
在
が
道
長
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
「
列
伝
」
は
形
成
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
卓
越
性
の
証
明
は
、
道
長
と
他
者
と
を
対
比
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た

な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
道
長
の
理
想
的
属
性
を
相
対
的
に
実
証
す
る
態
度
に
外
な

ら
な
い
。
絶
対
的
価
値
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
相
対
的
に
優
越
す
る
と

い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
人
物
と
比
較
し
て
も
道
長
の

理
想
性
が
損
な
わ
れ
な
い
尺
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
意
欲
・
世
才
・
余
裕
・
文
化
的
資
質
・
容
姿
な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
道
長
が
達
成
し
た
栄
華
そ
の
も
の
の
す
ば
ら
し
さ
を

証
す
る
尺
度
の
存
在
も
予
想
さ
れ
る
。
も
し
な
け
れ
ば
、
『
大
鏡
』
は
道
長
の
幸
福
を

盲
目
的
に
賛
美
す
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
尺
度
に
関
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
大
鏡
』
に
お
い
て
道
長
の
栄
華
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

象
徴
す
る
と
見
な
さ
れ
る
法
成
寺
一
無
量
寿
院
）
の
壮
観
で
あ
る
。
　
「
藤
氏
物
語
」

に
、
道
長
の
無
量
寿
院
が
こ
の
国
の
い
か
な
る
寺
院
よ
り
も
「
す
ぐ
れ
る
」
こ
と
が

執
鋤
に
述
べ
ら
れ
る
。
鎌
足
の
多
武
峯
（
妙
楽
寺
）
。
不
比
等
の
山
階
寺
（
興
福
寺
）
・

基
経
の
極
楽
寺
・
忠
平
の
法
性
寺
一
師
輔
の
楊
厳
院
（
法
華
三
味
堂
一
⑧
為
光
の
法
住

寺
と
い
う
藤
原
氏
の
有
力
者
た
ち
の
造
営
を
は
る
か
に
凌
ぎ
、
加
え
て
、
聖
武
天
皇

の
東
大
寺
一
兜
率
天
の
一
院
を
移
造
し
た
と
い
う
大
安
寺
一
聖
徳
太
子
の
天
王
寺
（
四

天
王
寺
）
・
奈
良
の
七
大
寺
や
十
五
大
寺
な
ど
よ
り
も
さ
ら
に
「
ま
さ
る
」
道
長
の
無

量
寿
院
は
、
「
極
楽
浄
土
の
こ
の
よ
に
あ
ら
は
れ
け
る
」
と
ま
で
称
揚
さ
れ
る
の
で
あ

『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説

一
福
田
一

る
（
二
三
七
③
二
三
八
頁
）
。
し
か
し
こ
れ
を
文
面
ど
お
り
に
納
得
す
る
の
は
難
し
い
。

ま
ず
、
比
較
の
根
拠
と
な
る
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
が
ど
の
よ
う
に
最

高
な
の
か
が
ま
っ
た
く
感
得
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
各
寺
院
を
実
見
す
る
こ
と
や

そ
れ
ぞ
れ
の
内
実
を
知
悉
す
る
こ
と
が
最
低
限
の
常
識
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
言
語
を
表
象
と
す
る
文
芸
・
歴
史
書
の
許
容
範
囲
を
逸
脱

し
か
ね
な
い
。
実
際
の
法
成
寺
が
す
べ
て
の
寺
院
を
す
べ
て
の
点
で
凌
駕
で
き
る
と

も
思
わ
れ
な
い
。
「
す
ぐ
れ
る
」
点
の
証
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

現
存
す
る
『
大
鏡
』
作
品
内
か
ら
無
量
寿
院
の
絶
大
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
そ
う
に

な
い
。
建
立
し
た
寺
院
で
は
、
道
長
の
栄
華
の
優
位
性
を
客
観
的
に
は
提
示
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

　
次
に
権
力
者
の
盛
容
を
測
る
尺
度
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
最
終
的
に
到
達
し

た
政
治
的
杜
会
的
地
位
で
あ
る
。
道
長
は
人
臣
に
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
最
高
の
地

位
を
得
た
こ
と
で
尊
崇
さ
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
摂
政
・
関
白
③

太
政
大
臣
な
ど
の
制
度
上
の
極
官
は
、
全
時
代
を
通
じ
て
道
長
が
独
占
で
き
る
性
質

の
も
の
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
同
じ
地
位
と
権
限
を
取
得
し
た
人
物
は
数
多
く
存
在

す
る
の
で
あ
っ
て
、
公
卿
の
筆
頭
に
い
る
だ
け
で
は
唯
一
無
二
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
高
の
地
位
を
維
持
し
た
年
数
に
よ
る
と
、
比
較
は
可
能
に
な
る
。

独
立
し
た
「
伝
」
が
与
え
ら
れ
る
二
十
人
の
大
臣
は
、
「
大
臣
列
伝
」
に
お
い
て
、
高

位
顕
官
に
就
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
位
を
保
持
し
た
年
数
が
必
ず
記

載
さ
れ
て
い
る
。
摂
関
や
大
臣
な
ど
の
在
任
年
数
を
も
っ
て
有
力
者
の
「
あ
り
さ
ま
」

が
説
明
さ
れ
る
と
見
な
せ
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
栄
華
の
程
度
の
対
比
を
可
能
に
す
る

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

尺
度
と
な
り
得
る
。
表
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
十
人
の
有
力
者
に
関
し
て
は
公

卿
⑤
大
臣
⑧
摂
関
職
の
年
数
の
少
く
と
も
一
つ
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
長
の
場
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表1　「大鏡」に表示される公卿・
　　　夫臣・摂政・関白．の在任年数

1
　　1　　　　　　　　　　　　　　　　・公卿≡大臣≡

摂関
（年数）1（年数）1（年数）

≡
．

＝ 1

冬嗣 16

良房

　　61　　　．

30 15

良相

長良 13
≡＝20 ＝

基経 27 1＋余年

時平 111　1
仲平

■
■
■

13
1
1
1

＝
1
1
1忠平 42 132
■

≡
20

実頼
■
一
■

≡
27　1　　1　　一 20

頼忠 ■19　1 9
師弄

≡

3
≡

≡ ＝

師輔 26 ≡ 14 ≡
＝

≡

一
1
1

伊弄 3　1　一
一

兼通
≡
≡

1
1
1≡ 6

為光
■11　7

＝

公季
一
■
■

1
■
■

兼家 20 112　1 5
道隆

■
一
一

＝

1
－
1

6＝

道兼 1　5　1 7日

道長 l
1
1≡

31

顕忠 ＝　6　＝

実資 一
＝

■
1
1

顕光 1　一　＝

伊周
1
1
1

＝

一　　　1 一

鎌足 25 ≡
＝

不比等
．

13　：

房前 20
＝

1
1
1

：

…
≡

真楯 7 ≡
≡

内麿 20
1
　
7
．

1
1
1：

・
・
．
・

合
は
「
よ
を
た
も
た
せ
給
ふ
こ
と
、
か
く
て
三
十
一
年
ば
か
り
に
や
な
ら
せ
給
ぬ
ら

ん
。
」
（
「
道
長
伝
」
二
一
四
頁
）
と
あ
っ
て
、
関
白
一
実
は
内
覧
）
宣
下
以
後
の
年
数

だ
け
で
空
前
の
長
期
政
権
が
保
た
れ
る
事
実
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
道
長
伝
」
が
一

応
閉
幕
し
て
「
藤
氏
物
語
」
が
導
か
れ
る
際
に
、

　
w
い
ま
の
よ
と
な
り
て
は
、
一
の
人
の
、
貞
信
公
（
忠
平
）
・
小
野
宮
殿
（
実
頼
）

　
　
を
は
な
ち
た
て
ま
つ
り
て
、
十
年
と
お
は
す
る
こ
と
の
、
ち
か
く
は
侍
ら
ね
ば
、

　
　
こ
の
入
道
殿
（
道
長
）
も
い
か
ゴ
と
お
も
ひ
申
侍
し
に
、
い
と
か
・
る
運
に
を

　
　
さ
れ
て
、
御
兄
た
ち
は
と
り
も
あ
へ
ず
ほ
ろ
び
給
に
し
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
六
頁
）

と
語
ら
れ
る
の
に
照
応
し
て
、
道
長
の
執
政
三
十
一
年
は
忠
平
・
実
頼
の
二
十
年
、

さ
ら
に
は
、
良
房
（
十
五
年
）
や
基
経
（
十
余
年
）
を
も
超
え
る
最
高
一
最
長
の
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
数
値
は
「
大
臣
列
伝
」
や
「
藤

氏
物
語
」
に
見
ら
れ
る
一
「
伝
」
を
設
置
さ
れ
な
い
九
人
を
含
む
一
大
臣
・
公
卿
の
在

位
年
数
す
べ
て
を
上
回
る
。
し
か
も
、
万
寿
二
年
に
立
っ
て
歴
史
を
眺
め
る
『
大
鏡
』

で
は
道
長
の
時
代
は
永
遠
に
継
続
す
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
二
年
後
に
道
長
が

死
去
す
る
と
は
到
底
予
想
で
き
な
い
。

「
今
」
（
万
寿
二
年
）
に
持
続
す
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

こ
そ
面
直
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
栄
華
の
年
数
表
示
は
、
道
長
栄
達
の

相
対
的
優
位
を
顕
示
し
、
保
障
す
る
尺

度
と
見
な
せ
る
。
し
か
し
、
道
長
が
「
よ

を
た
も
た
せ
給
」
と
い
う
「
三
十
一
年

ば
か
り
」
に
は
、
摂
政
の
職
を
嫡
男
頼

通
に
譲
っ
た
後
、
ま
た
は
出
家
し
た
「
寛
仁
三
（
一
〇
一
九
一
年
已
未
三
月
†
一
日
」

以
降
の
六
∫
八
年
問
が
含
ま
れ
て
し
ま
い
（
「
道
長
伝
」
二
一
四
頁
）
、
公
平
な
数
値

と
は
言
い
難
い
。
少
な
く
と
も
、
良
房
の
「
摂
政
・
関
白
な
ど
し
た
ま
ひ
て
十
五
年
」

（
六
六
頁
一
、
頼
忠
の
「
関
白
し
て
九
年
」
（
九
一
頁
）
、
兼
通
の
「
関
白
し
た
ま
ふ
事
、

六
年
」
（
一
五
三
頁
）
、
兼
家
の
「
摂
政
に
て
五
年
」
（
ニ
ハ
七
頁
）
、
道
隆
の
「
関
白

に
な
り
さ
か
へ
さ
せ
た
ま
て
六
年
ば
か
り
や
」
（
一
七
五
頁
）
、
道
兼
の
「
関
白
と
申

て
七
日
ぞ
」
（
一
九
六
頁
）
と
同
等
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
基
経
が
「
よ
を
し
ら

せ
給
事
十
余
年
か
と
ぞ
お
ぼ
え
侍
。
」
（
六
八
頁
）
と
言
わ
れ
、
忠
平
が
「
よ
を
し
ら

せ
給
事
才
年
。
」
と
評
価
さ
れ
る
の
が
実
際
の
摂
関
職
在
任
年
数
を
表
わ
し
、
実
頼
の

「
天
下
執
行
、
摂
政
・
関
白
し
給
て
†
年
ば
か
り
や
お
は
し
ま
し
け
ん
。
」
（
八
五
頁
）

の
二
十
年
に
首
席
大
臣
と
し
て
「
天
下
執
行
」
し
た
期
問
が
含
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、

道
長
の
三
十
一
年
間
は
意
味
が
違
う
。
道
長
の
場
合
は
引
退
後
、
出
家
後
も
執
政
の

期
問
に
加
算
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
引
き
続
き
実
権
を
掌
握
し
て
い
た

と
し
て
も
、
こ
の
数
値
が
道
長
の
栄
華
の
程
度
を
誇
張
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
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（
2
3
）

否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
道
長
が
公
卿
と
大
臣
に
在
官
し
た
年
数
は
、
「
道
長
伝
」
に
あ
る
各
官
職
就
任
時
の

年
齢
表
記
か
ら
簡
単
に
算
出
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
数
値
は
ど
こ

に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
大
臣
と
比
べ
て
群
を
抜
い
て
詳
し
く
経

歴
が
紹
介
さ
れ
る
道
長
で
あ
る
の
に
、
こ
の
点
だ
け
が
省
筆
さ
れ
る
の
は
異
例
と
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
卿
・
大
臣
・
摂
関
す
べ
て
の
年
数
が
表
示
さ
れ
る
良

房
・
基
経
⑭
忠
平
・
兼
家
と
の
隔
た
り
は
大
き
い
。
そ
こ
で
、
道
長
の
場
合
を
計
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

し
て
み
る
と
、
公
卿
は
三
十
二
年
問
に
な
っ
て
忠
平
の
四
十
二
年
に
及
ば
ず
、
良
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
5
）

の
三
十
年
と
桔
抗
す
る
。
ま
た
、
大
臣
は
二
十
五
年
間
で
忠
平
（
三
十
二
年
）
⑧
実
頼

（
二
十
七
年
）
・
良
房
一
二
十
五
年
）
を
凌
駕
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
万
寿
二
年

ま
で
在
任
期
間
が
継
続
す
る
と
仮
定
し
て
も
道
長
が
最
高
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
道
長
の
幸
福
は
万
寿
二
年
以
後
も
永
続
す
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
が
、
入
道
し

て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
顕
官
在
任
年
数
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
栄
光
の
地
位

を
保
持
す
る
期
間
を
対
比
し
て
道
長
が
至
上
無
比
で
あ
る
点
を
証
明
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
三
十
一
と
い
う
数
値
の
み
が
有
効
と
な
る
。
そ
の
他
の
年
数
表
示
は
省
略

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
令
制
上
の
最
高
官
で
あ
る
太
政
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

位
が
対
比
さ
れ
な
い
の
も
同
様
の
理
由
に
よ
る
。
『
公
卿
補
壬
』
に
よ
る
と
、
道
長
の

太
政
大
臣
位
は
寛
仁
元
（
一
〇
一
七
）
年
十
二
月
四
日
か
ら
翌
寛
仁
二
年
二
月
九
日

ま
で
の
ニ
ケ
月
問
に
し
か
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
忠
平
の
十
四
年
間
、
基
経
の
十
二
年

間
は
も
と
よ
り
実
頼
・
伊
ヂ
⑧
兼
通
・
頼
忠
・
兼
家
③
為
光
⑧
公
季
と
続
く
過
去
の

す
べ
て
の
太
政
大
臣
経
験
者
に
劣
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
道
長
の
任
太
政
大
臣

に
触
れ
る
「
御
と
し
五
十
一
に
て
、
摂
政
せ
さ
せ
給
と
し
、
わ
が
御
身
は
太
政
大
臣

に
な
ら
せ
給
て
、
御
と
し
五
十
四
に
な
ら
せ
給
に
、
一
中
略
）
御
出
家
し
給
へ
れ
ど
」

（
二
二
ニ
ニ
一
一
四
頁
）
と
い
う
口
吻
か
ら
は
、
不
明
確
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
五

『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説

（
福
田
一

十
一
歳
か
ら
五
十
四
歳
ま
で
の
四
年
間
太
政
大
臣
位
に
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
ら

　
（
2
7
）

れ
る
。
史
実
の
歪
曲
と
も
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
道
長
は
最
高
に

は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
大
鏡
』
に
一
貫
し
て
明
示
さ
れ
る
高
位
高
官
の
維
持
年
数
は
道
長

の
理
想
性
を
客
観
的
に
際
立
た
せ
る
た
め
に
機
能
す
る
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
目
的

に
添
っ
て
誇
張
・
省
略
な
ど
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
事

実
の
す
べ
て
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
て
、
道
長
一
人
を
特
立
さ
せ
る
に
有
効
な
一

面
だ
け
を
強
調
す
る
著
作
態
度
が
瞥
見
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
古
今
の
権
力
者
の
栄
華
を
道
長
の
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
尺
度
と
し
て
、
も
う
一
つ
、

子
孫
の
繁
栄
の
程
度
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
義
に
お
い
て
も
、
当
時
の

通
念
に
お
い
て
も
、
「
栄
花
」
の
実
質
に
は
本
人
の
栄
達
だ
け
で
な
く
、
子
孫
隆
盛
と

い
う
要
素
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
『
大
鏡
』
中
に
最
も
典
型
的
に

　
　
（
2
8
）

表
れ
る
。
　
「
列
伝
」
は
、
二
十
人
の
大
臣
を
子
孫
の
「
あ
り
さ
ま
」
を
も
っ
て
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

す
る
意
図
に
応
じ
て
構
成
さ
れ
る
一
面
を
も
つ
。
　
「
こ
の
お
と
ゴ
一
為
光
）
の
御
あ

り
さ
ま
、
か
く
な
り
。
」
（
「
為
光
伝
」
一
六
一
頁
）
、
「
こ
の
太
政
大
臣
殿
（
公
季
）
の

御
あ
り
さ
ま
、
か
く
な
り
。
み
か
ど
・
き
さ
き
、
た
＞
せ
た
ま
は
ず
。
」
（
「
公
季
伝
」

ニ
ハ
ニ
頁
）
な
ど
と
い
う
場
合
の
「
あ
り
さ
ま
」
は
明
ら
か
に
子
孫
の
有
様
を
よ
り

多
く
含
ん
で
い
る
。
「
か
く
な
り
」
に
対
応
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
子
孫
に
関

す
る
記
事
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
頼
忠
伝
」
が
「
こ
の
お
と
ゴ
（
頼
忠
）
の
す
ゑ
、

か
く
な
り
。
」
（
九
五
頁
）
と
終
結
さ
れ
、
「
兼
通
伝
」
の
末
尾
近
く
に
「
こ
の
お
と
ゴ

（
兼
通
）
の
御
す
ゑ
、
か
ば
か
り
か
。
」
（
一
五
八
頁
）
と
記
さ
れ
、
「
為
光
伝
」
が
「
こ

の
お
と
ゴ
一
為
光
）
い
と
や
む
ご
と
な
く
お
は
し
ま
し
・
か
ど
、
御
す
ゑ
ほ
そ
く
ぞ
。
」
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（
ニ
ハ
一
頁
）
と
総
括
さ
れ
る
な
ど
、
「
大
臣
列
伝
」
は
子
孫
の
動
向
に
主
要
な
関
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
一

が
払
わ
れ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
得
る
。
そ
こ
に
は
、
子
孫
の
優
劣
を
尺
度

に
栄
華
が
対
比
さ
れ
る
傾
向
が
顕
著
に
見
い
だ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
1
）

　
子
孫
の
対
比
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
「
正
系
」
（
道
長
の
直
系
の
父
祖
）
の
七
人
が
相

対
的
に
峻
別
さ
れ
、
そ
の
七
人
の
中
か
ら
さ
ら
に
道
長
が
峻
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
列

　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

伝
」
の
機
軸
が
あ
る
。
そ
の
峻
別
の
要
因
と
し
て
各
人
物
の
死
亡
事
実
の
記
載
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
一

無
が
注
目
さ
れ
る
。
か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
正
系
の
七
人
に
比
べ
て
傍

系
十
三
人
の
「
伝
」
に
は
死
没
が
特
記
さ
れ
る
場
合
が
極
端
に
多
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
点
で
は
、
正
系
の
中
で
も
道
長
が
抜
き
ん
で
る
の
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
も
そ
も
、
『
大
鏡
』
に
反
構
さ
れ
た
「
現
在
」
万
寿
二
年
五
月
と
い
う
の
は
、
道
長

女
寛
子
・
嬉
子
の
相
次
ぐ
死
去
の
直
前
、
道
長
の
二
子
一
研
子
・
顕
信
一
と
道
長
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

身
が
死
減
す
る
二
年
前
と
し
て
選
定
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
「
道
長
伝
」

に
定
位
置
を
与
え
ら
れ
る
人
物
が
、
他
の
十
九
「
伝
」
の
人
物
よ
り
平
均
年
齢
一
生

誕
か
ら
万
寿
二
年
ま
で
の
時
問
）
が
低
く
、
か
つ
全
員
が
「
今
」
の
時
点
で
健
在
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
道
長
の
栄
華
は
圧
倒
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
世
次
翁

の
以
下
の
提
言
は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
㎜
こ
の
殿
（
道
長
）
の
君
達
、
お
と
こ
・
女
あ
は
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
十
二
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
て

　
　
か
ず
の
ま
㌧
に
○
お
は
し
ま
す
。
お
と
こ
も
女
も
、
御
つ
か
さ
。
く
ら
ゐ
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
こ
・
ろ
に
ま
か
せ
給
○
ら
め
、
御
こ
＞
ろ
ば
へ
・
人
が
ら
ど
も
さ
へ
、
い
さ
・

　
　
か
か
た
ほ
に
て
も
ど
か
れ
さ
せ
給
べ
き
も
お
は
し
ま
さ
ず
、
と
り
ぐ
に
有
識

　
　
に
め
で
た
く
お
は
し
ま
さ
ふ
も
、
た
三
と
ぐ
な
ら
ず
、
入
道
殿
の
御
さ
い

　
　
は
ひ
の
い
ふ
か
ぎ
り
な
く
お
は
し
ま
す
な
め
り
。
さ
き
ぐ
の
殿
ば
ら
の
き
ん

　
　
だ
ち
お
は
せ
し
か
ど
も
、
み
な
か
く
し
も
お
も
ふ
さ
ま
に
や
は
お
は
せ
し
。
を

　
　
の
づ
か
ら
、
お
と
こ
も
女
も
、
よ
き
あ
し
き
ま
じ
り
て
こ
そ
お
は
し
ま
さ
ふ
・
め

　
　
り
し
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
道
長
伝
」
二
二
二
頁
）

　
w
太
政
大
臣
道
長
お
と
ゴ
は
、
太
皇
大
后
宮
彰
子
・
皇
大
后
宮
研
子
・
中
宮
威
子
・

　
　
東
宮
の
御
息
所
（
嬉
子
一
の
御
父
、
当
代
一
後
一
条
帝
）
井
春
宮
一
敦
良
親
王

　
　
H
後
朱
雀
帝
）
の
御
祖
父
に
お
は
し
ま
す
。
こ
㌧
ら
の
御
な
か
に
、
后
三
人
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下

　
　
ら
べ
す
へ
て
み
た
て
ま
つ
ら
せ
給
こ
と
は
、
入
道
殿
○
よ
り
ほ
か
に
き
こ
え
さ

　
　
せ
給
は
ざ
ん
め
り
。
関
白
左
大
臣
一
頼
通
）
。
内
大
臣
（
教
通
一
・
大
納
言
二
人

　
　
（
頼
宗
・
能
信
）
・
中
納
一
言
（
長
家
）
の
御
お
や
に
て
お
は
し
ま
す
。
さ
り
や
、

　
　
き
こ
し
め
し
あ
つ
め
よ
。
日
本
国
に
は
唯
一
無
二
に
お
は
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
藤
氏
物
語
」
二
一
二
七
頁
一

　
道
長
の
栄
光
の
人
生
は
こ
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
る
。
㎜
の
直
前
に
は
三
男
顕
信
の

出
家
に
ま
つ
わ
る
悲
傷
が
綾
述
さ
れ
る
の
に
、
子
孫
の
完
壁
な
繁
栄
が
賛
美
さ
れ
る

　
　
　
　
（
3
5
）

の
は
「
強
引
」
と
評
さ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
㎜
に
は
右
馬
頭
に

と
ど
ま
っ
た
顕
信
の
登
場
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
二
人
が
「
か

ず
の
ま
・
に
」
生
存
し
て
い
る
と
い
う
観
点
に
よ
れ
ば
、
彼
も
ま
た
道
長
栄
華
に
不

可
欠
な
要
件
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
栄
華
の
象
徴
と
し
て
は
「
三
后
」
が
注
目
さ
れ
る

　
　
　
　
（
3
6
）

こ
と
が
多
い
。
道
長
の
三
人
の
娘
が
同
時
に
三
代
の
帝
の
后
に
並
び
、
し
か
も
后
位

を
独
占
す
る
こ
と
が
驚
嘆
さ
れ
、
称
賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
『
大
鏡
』
の

対
象
と
さ
れ
る
時
代
に
三
子
を
立
后
さ
せ
た
の
は
道
長
以
外
に
な
い
（
表
2
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
「
三
后
」
で
は
あ
る
が
、
実
際
上
栄
華
そ
の
も
の
と
見
な
せ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

ろ
う
か
。
『
大
鏡
』
中
に
后
位
が
話
題
の
中
心
に
な
る
場
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

作
品
内
で
一
様
に
希
求
さ
れ
、
争
奪
の
対
象
に
な
り
得
る
の
は
摂
政
・
関
白
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

太
政
大
臣
の
地
位
で
あ
っ
て
、
后
位
で
は
な
い
。
男
性
貴
族
に
到
達
可
能
な
最
高
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

立
場
（
た
と
え
ば
摂
関
職
）
が
、
『
大
鏡
』
で
は
栄
華
に
等
し
い
。
后
位
自
体
は
最
終
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目
標
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
大
鏡
』
に
は
権
力
の
源
泉
と
し
て
天
皇
の
外
戚
と
な
る
こ
と
を
最
重
要
視
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
0
）

姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
勢
か
ら
は
「
后
」
の
中
で
も
天
皇
の
「
母
后
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
『
大
鏡
』
の
后
位
は
「
母
后
」
と
し
て
冬
嗣
流
藤
原
氏

の
正
系
と
皇
統
と
を
連
結
さ
せ
る
紐
帯
に
な
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
観
点
に
基
づ
く
と
、
「
三
后
」
の
内
で
母
后
は
彰
子
一
人
だ
け
で
あ
っ
て
「
兼

家
伝
」
の
二
人
（
詮
子
・
超
子
）
に
及
ば
な
い
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
。
ま
た
、

母
后
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
后
位
が
『
大
鏡
』
世
界
の
目
標
で
は
な
く
、
む
し
ろ
繁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
2
）

栄
す
る
た
め
の
条
件
（
紐
帯
）
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
三

后
」
の
意
義
も
「
今
」
生
存
し
て
い
る
点
に
も
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

生
存
し
て
い
れ
ば
こ
そ
后
位
の
独
占
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
独
占
は
も

「犬臣列伝」に記載される、子孫と
しての帝。后

表2

大臣 外 孫 后

冬嗣 文徳 1噴子

良房 清和 明手

良相

長良 陽成

基経 朱雀・村上 穏子

時平

伸平

忠平

実頼

頼忠 遵子

師弄 賊子孫

師輔 （冷泉・円融） 安子

伊弄 （花山） 懐子贈后

兼通 娘子

為光

公季

兼家 一条・三条 詮手・超子贈后

道隆 定子

遣兼

道長 当　代・東　宮 彰子・研子・威子
（後一条）（後朱雀）

「大臣列伝」に登場する后にかぎる。

太字は母后をあらわす。

注

『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説

一
福
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

う
一
人
の
「
后
」
城
子
皇
后
の
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
「
道
長
伝
」
四
人
目
の
「
后
」
嬉
子
は
死
後
に
母
后
に
な
っ
た
た
め
、
「
三

后
」
と
は
同
一
視
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
懐
子
一
伊
弄
女
、
花
山
帝
母
后
一
・
超
子
一
兼

家
女
二
二
条
帝
母
后
）
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
般
に
『
大
鏡
』
の
贈
后
（
没

後
后
位
を
追
贈
さ
れ
た
母
后
一
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
道
長
の
子
喬
の
繁
栄
を
言
う

な
ら
、
嬉
子
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
所
生
の
後
冷
泉
帝
や
後
朱
雀
帝
一
彰
子
所
生
一
の

即
位
や
教
通
の
関
白
就
任
な
ど
に
も
っ
と
言
及
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
三
代
五

十
二
年
問
の
外
祖
父
で
あ
っ
た
点
も
道
長
の
繁
栄
を
十
分
に
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
が
記
さ
れ
な
い
の
は
、
す
べ
て
、
万
寿
二
年
を
「
今
」
に
設
定
し
て
「
道
長

伝
」
か
ら
死
減
を
排
除
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
全
員
が
生
き
て
い
る
こ
と
で
相
対

的
優
位
性
が
保
た
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
大
鏡
』
の
「
三
后
」
は
、
他
の
九
人
の
男
女
と
一
体
化
し
て
道
長
の
完
全
な
栄

華
（
子
息
が
完
全
な
こ
と
）
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
将
来
も
栄
え
つ
づ

け
る
、
生
存
し
つ
づ
け
る
と
い
う
予
見
が
伴
え
ば
、
そ
の
顕
栄
は
一
層
輝
き
を
増
す

で
あ
ろ
う
。
『
大
鏡
』
の
現
在
、
万
寿
二
年
五
月
に
立
っ
て
虚
心
に
未
来
を
展
望
す
る

者
に
、
三
年
以
内
に
道
長
本
人
と
四
人
の
子
女
が
こ
の
世
を
去
る
と
予
想
で
き
る
は

ず
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
冷
泉
帝
（
親
仁
親
王
）
の
誕
生
（
二
〇
六
頁
）
や

道
長
外
孫
禎
子
内
親
王
が
母
后
・
女
院
に
な
る
こ
と
（
二
四
九
頁
）
が
予
祝
さ
れ
、

道
長
の
嫡
孫
通
房
（
長
君
）
の
誕
生
が
祝
福
さ
れ
て
（
二
三
二
・
二
三
三
頁
）
、
繁
栄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
4
）

の
永
続
が
約
束
さ
れ
る
。
寛
子
・
嬉
子
の
死
が
暗
示
さ
れ
、
藤
原
氏
に
か
わ
る
よ
う

な
源
氏
の
興
起
が
予
想
さ
れ
る
記
述
は
あ
っ
て
も
（
「
昔
物
語
」
二
七
五
・
二
七
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
一

な
ど
）
、
『
大
鏡
』
全
編
の
基
調
を
揺
る
が
す
に
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

源
氏
の
繁
栄
も
道
長
の
栄
華
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
が
適
切
か
も
し

れ
な
い
。
『
大
鏡
』
か
ら
は
、
道
長
の
源
⑤
藤
両
氏
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
が

sokyu



的へさこ看
にのせと取
栄深給Lさ華慮やとれ
をがうしる
賛語あかの
美らり評で
しれけ価あ
’てむでる猛
寿いそき　O）
祝るかな道
す　◎しい長
るrな周の篤ギ窪蠕

り塑二天を
つ疋○道r林さ九殿あ
屋れ頁（さ
辰る）道は
三歴と長か
郎史い）に
氏物うお　’
の語道もこ
指が長ひ＞
摘ε’のをろ
は基将きえ
こ本来てぬ

すあ応　　の
もる48じま点
の　Oてたで
なそ先’も
を1挙奉奮

しく孫に昌
れ　　　　おむ
な法のけ・
い成興る
・寺隆信
　のを仰
　壮助に
　観成は
　はす　’
　　’る子
　道な孫
　長どが
　のの先
　子　・祖

琶震墨

壮をを
大　　鎮
な約魂
繁束す
栄する
をると
も機そ
た能れ
らがに

表3　「大臣列伝」にみられる子孫の官位（中納言以上）

38

列伝 大　　　　　臣 大納言 中納言

冬嗣 長良贈太良房太良相右
〈良世・恒佐・高藤・定方〉

〈定国＞ 〈兼輔・為輔・朝忠・

朝成・邦基〉

良房

良相 常行

長良 基経 〈国経〉

基経 時平左伸平左忠平太

時平 顕忠右 保忠大将 敦忠

仲平

忠平 実頼左師輔右師弄左 師氏

実頼 〈頼忠〉実資右注ユ 懐平注4

頼忠 公任

師弄 済時大将

師輔 伊弄太兼通太兼家太為光太公季太注2
1

伊弄 行成 謝裏

兼通 顕光右 朝光大将 朝経注4時光‘

為光 斉信注3■ 公信注5i

公季 実成注5

兼家 道隆内道兼道長 道綱

道隆 伊周内 道頼 隆家

道兼 兼隆注5

道長 頼通左教通内 頼宗・能信 長家

※　〈　〉は各「列伝」に取り上げられないことを、　　は万寿二年現在

　の在位をあらわす。太・左・右・内はそれぞれ太政大臣・左大臣・右

　大臣・内大臣をあらわす。

注1…実頼養子。実は孫。

注2…為光・公季は「師輔伝」には「五人の太政大臣」と一括されて記

　　　されるだけである。

注3…「為光伝」には任中納言の事実しか確認できないが、「昔物語」

　　　では大納言であった事がわかる（268ぺ一ジ）。

注4…孫。

注5…公信・実成・兼隆はそれぞれ左衛門督（左兵衛督の誤り）・右衛

　　　門督・左衛門督と紹介されているが、万寿二年には中納言か権中

　　　納言だった。

大
鏡

に

お

け
る

藤
原
道
長
の

理
想
性

序
説

福

里
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以
上
の
よ
う
に
、
子
女
の
大
部
分
が
高
位
に
上
り
、
全
員
が
健
在
で
あ
る
点
に
、

道
長
の
未
曾
有
の
栄
華
の
根
拠
が
あ
る
。
そ
の
点
を
典
型
化
さ
せ
る
た
め
に
、
子
女

は
「
き
た
の
方
ふ
た
と
こ
ろ
」
一
「
道
長
伝
」
二
〇
五
頁
）
・
「
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
の

二
人
」
（
同
二
二
二
頁
一
と
称
さ
れ
る
倫
子
・
明
子
の
も
う
け
た
十
二
人
に
限
ら
れ
て
、

他
の
庶
子
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
載
る
僧
正
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
一

信
（
母
は
源
重
光
女
）
二
二
条
院
女
御
盛
子
ら
は
『
大
鏡
』
に
は
無
視
さ
れ
る
。
　
『
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

右
記
』
『
御
堂
関
白
記
』
に
見
い
だ
せ
る
二
子
も
記
さ
れ
な
い
。
そ
の
一
因
に
道
長
の

栄
華
を
鮮
明
に
す
る
た
め
の
意
識
的
省
略
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

公
任
女
が
教
通
（
道
長
男
）
北
の
方
と
し
て
「
と
し
ご
ろ
お
ほ
く
の
君
た
ち
う
み
つ
ゴ

け
」
た
こ
と
が
「
頼
忠
伝
」
に
明
記
さ
れ
る
（
九
三
頁
）
が
、
そ
れ
は
「
道
長
伝
」

に
は
な
ノ
＼
道
長
の
内
孫
と
し
て
は
紹
介
さ
れ
な
い
。
『
大
鏡
』
で
道
長
の
栄
華
を
支

え
る
の
は
、
優
秀
な
十
二
人
の
子
女
と
後
世
に
繁
栄
を
持
続
さ
せ
る
嗣
孫
一
人
に
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

純
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
単
純
化
は
、
「
く
だ
く
し
き
を
ん
○
ご
た
ち
な
ど
の

こ
と
は
、
く
は
し
く
し
り
は
べ
ら
ず
。
」
（
「
冬
嗣
伝
」
六
五
頁
）
・
「
こ
の
大
臣
（
良
相
一

の
御
女
子
の
御
事
よ
く
し
ら
ず
。
」
（
「
良
相
伝
」
六
七
頁
）
な
ど
の
省
略
と
は
明
ら
か

に
異
な
り
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
も
の
が
看
取
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
男
子
の
栄
進
の
程
度
で
は
「
道
長
伝
」
は
他
の
「
伝
」
す
べ
て
の
凌

駕
は
で
き
な
い
（
表
3
参
照
）
。
「
兼
家
伝
」
に
は
三
人
の
関
白
（
道
隆
・
道
兼
・
道

長
）
が
あ
り
、
師
輔
は
五
人
の
太
政
大
臣
（
伊
弄
一
兼
通
・
兼
家
一
為
光
・
公
季
一
。

三
人
の
摂
政
（
伊
弄
一
兼
通
・
兼
家
）
の
実
父
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
と
も
に

道
長
よ
り
男
子
が
栄
達
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
。
し
か
し
、
「
大
臣
列
伝
」
に
お
け
る

兼
家
の
子
女
は
道
長
を
除
く
全
員
が
万
寿
二
年
に
は
早
く
も
死
去
し
て
お
り
、
道
長

の
子
女
と
鮮
明
に
対
照
す
る
。
孫
の
世
代
で
も
兼
隆
し
か
生
き
残
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
、
兼
家
は
娘
に
不
義
の
尚
侍
綬
子
を
も
ち
、
「
よ
の
し
れ
も
の
に
て
、
ま

『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説

一
福
田
一

じ
ら
ひ
も
せ
で
や
み
た
ま
ひ
ぬ
と
ぞ
」
（
一
七
五
頁
）
と
紹
介
さ
れ
る
道
義
を
四
男
に

も
つ
。
道
長
と
の
較
差
は
さ
ら
に
歴
然
と
す
る
。
世
次
の
揚
言
㎜
は
こ
う
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
「
師
輔
伝
」
を
検
討
す
る
。
ま
ず
師
輔
自
身
が
せ
っ
か
く
の
吉
夢
を
一
女
房

に
誤
解
さ
れ
て
、
そ
れ
が
原
因
で
「
か
く
子
孫
は
さ
か
へ
さ
せ
給
へ
ど
、
摂
政
⑤
関

白
え
し
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
に
し
な
り
。
又
、
御
す
ゑ
に
お
も
は
ず
な
る
こ
と
の
う

ち
ま
じ
り
、
帥
殿
一
伊
周
一
の
御
こ
と
な
ど
も
、
か
れ
（
夢
一
が
た
が
ひ
た
る
ゆ
へ

に
侍
め
り
。
」
と
評
さ
れ
る
一
二
一
九
。
二
二
〇
頁
一
。
「
師
輔
伝
」
の
範
囲
外
の
人
物

伊
周
の
失
墜
ま
で
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
子
孫
の
不
完
全
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
五
人
の
太
政
大
臣
に
関
し
て
も
、
「
男
君
達
は
、
十
一
人
の
な
か
に
、
五

人
は
太
政
大
臣
に
な
ら
せ
た
ま
へ
り
。
」
（
二
一
六
頁
）
、
「
男
君
達
五
人
は
太
政
大
臣
、

三
人
は
摂
政
し
給
へ
り
。
」
（
二
二
二
頁
一
と
は
記
さ
れ
る
が
、
五
人
の
実
名
は
ど
こ

に
も
な
い
。
他
の
「
伝
」
と
比
べ
て
も
例
外
的
で
あ
る
。
為
光
と
公
季
に
い
た
っ
て

は
、
「
師
輔
伝
」
か
ら
そ
の
存
在
を
察
知
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
「
伝
」
を
別
置

さ
れ
る
人
物
は
必
ず
そ
の
父
親
の
「
伝
」
に
実
名
と
官
職
が
明
記
さ
れ
る
と
い
う
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

臣
列
伝
」
の
原
則
に
照
ら
す
と
、
こ
の
二
人
の
待
遇
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ
ろ
う
。

師
輔
の
子
息
の
栄
達
が
故
意
に
瀧
化
さ
れ
て
、
道
長
の
栄
華
が
相
対
的
に
際
立
つ
と

い
う
作
為
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
「
兼
家
伝
」
の
三
人
の
関
白
、
「
師

輔
伝
」
の
三
人
の
摂
政
は
「
道
長
伝
」
を
上
回
る
が
、
そ
の
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。

　
こ
こ
に
見
た
よ
う
に
、
道
長
の
子
喬
の
栄
達
は
か
な
り
意
図
的
に
誇
張
さ
れ
、
『
大

鏡
』
（
特
に
「
大
臣
列
伝
」
）
の
中
で
相
対
的
に
す
ぐ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
尺

度
は
、
現
在
さ
ら
に
未
来
に
生
存
す
る
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
。
子
孫
の
官
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

昇
進
の
程
度
に
よ
る
と
、
道
長
は
「
よ
に
す
ぐ
れ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説

（
福
田
）

ま
た
、
道
長
本
人
も
生
存
す
る
か
ら
こ
そ
前
節
の
三
十
一
年
問
と
い
う
圧
倒
的
栄
耀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

を
確
立
で
き
た
と
も
言
え
る
。

五

　
道
長
と
そ
の
栄
華
の
理
想
性
は
、
『
大
鏡
』
で
は
、
過
去
・
現
在
一
未
来
に
わ
た
っ

て
徹
底
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
に
は
そ
の
う
ち
「
現
在
」
だ
け
に
限
定

し
て
考
察
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
「
現
在
」
は
万
寿
二
年
と
い
う
仮
設
さ

れ
た
現
在
だ
っ
た
。
道
長
の
栄
華
の
頂
点
を
見
定
め
、
そ
の
延
長
線
上
の
未
来
を
も

美
化
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
、
理
想
的
な
瞬
間
が
万
寿
二
年
五
月
某
日
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
大
鏡
』
の
「
現
在
」
は
、
道
長
栄
華
の
最
終
到
達
点
す
な
わ

ち
理
想
的
な
「
結
果
」
と
も
見
な
せ
る
。
世
次
が
「
な
が
れ
を
く
み
て
み
な
も
と
を

た
づ
ね
て
こ
そ
は
よ
く
侍
べ
き
」
（
「
大
臣
列
伝
序
」
六
三
頁
）
と
い
う
警
句
を
発
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
4
）

て
、
結
果
と
原
因
の
双
方
を
探
求
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る
よ
う
に
、
　
『
大
鏡
』
で
は

結
果
も
明
瞭
に
認
識
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
『
大
鏡
』
に
お
け
る
結
果
と
し
て
の
道
長
栄
華
を
究
明
す
る
た
め
に
、

原
因
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
要
素
を
極
力
除
去
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

超
絶
し
た
栄
華
の
本
質
を
客
観
的
に
実
証
す
る
尺
度
二
つ
　
　
自
身
の
栄
達
を
維
持

す
る
期
間
の
長
さ
と
、
子
孫
が
繁
栄
し
て
残
ら
ず
壮
健
で
あ
る
こ
と
　
　
が
『
大
鏡
』

に
潜
在
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
た
。
主
と
し
て
数
量
に
よ
る
対
比
を
経
て
、
道
長
の

栄
華
は
は
じ
め
て
全
時
代
的
に
特
立
す
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
対
比
に
際

し
て
幾
多
の
作
為
が
な
さ
れ
て
い
た
。
誇
張
・
歪
曲
・
省
略
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
尺
度
で
は
栄
華
の
客
観
的
な
証
明
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

不
図
も
、
『
大
鏡
』
の
虚
構
の
方
法
の
い
く
つ
か
と
そ
の
効
果
が
抽
出
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。

　
作
品
内
の
栄
華
の
実
質
を
量
的
な
比
較
だ
け
で
追
究
す
る
の
は
不
適
切
か
も
し
れ

な
い
。
質
の
面
で
の
解
明
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
道
長
は
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

語
の
主
人
公
に
準
じ
て
造
型
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
道
長
の
理
想
性
を
「
総
合
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
一

卓
越
性
」
で
捉
え
る
視
点
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
こ
そ
、
道
長
に
体
現
さ
れ
た

栄
華
は
質
的
に
解
明
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
本
稿
は
大
宅
世
次
と
い
う

一
人
の
反
構
さ
れ
た
人
物
の
発
言
だ
け
に
依
拠
し
て
、
対
話
体
に
よ
る
『
大
鏡
』
全

編
を
把
捉
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
が
、
『
大
鏡
』
に
道

長
の
栄
華
と
そ
の
由
来
を
追
求
す
る
意
図
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
世
次
の
役
割

な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
結
局
は
、
世
次
の
1
∫
㎜
の
宣
言
を
追
認
す
る
に
終
始
し
て

し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
一
方
、
世
次
の
目
的
表
明
が
虚
飾
で
は
な
く
て
、

『
大
鏡
』
の
内
実
と
照
応
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
『
大

鏡
』
に
、
道
長
の
栄
華
の
由
来
だ
け
で
な
く
、
栄
華
の
実
質
を
究
明
し
よ
う
と
す
る

一
貫
性
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
一
貫
し
て
虚
構
や
潤
色
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
は
問
違
い
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
す
べ
て
が
、
万
寿
二
年
を
現
在
と
す
る
最
大

の
虚
構
が
道
長
と
そ
の
子
喬
全
員
を
永
久
に
生
存
さ
せ
る
と
い
う
一
点
に
結
び
つ
く

の
で
あ
る
。
万
寿
二
年
に
立
っ
て
、
道
長
の
栄
華
は
最
も
理
想
的
な
の
で
あ
り
、
そ

の
時
点
で
は
「
道
長
伝
」
だ
け
が
死
減
を
免
れ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
『
大
鏡
』
は

十
分
客
観
的
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
視
点
も
『
大
鏡
』
の
本
質

に
迫
る
道
途
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
）

註　
阪
口
玄
章
氏
「
大
鏡
に
於
け
る
『
道
長
中
心
』
と
は
何
を
意
味
す
る
か
」
（
『
古
典
研
究
』

昭
和
1
2
年
u
月
）
、
伴
利
昭
氏
「
大
鏡
に
お
け
る
道
長
中
心
主
義
に
つ
い
て
」
一
『
文
車
』
第
十

三
号
、
昭
和
4
0
年
3
月
）
な
ど
に
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。
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（
2
）8710 9
　
『
大
鏡
』
の
引
用
は
、
松
村
博
司
氏
校
注
『
大
鏡
』
一
日
本
古
典
文
学
大
系
2
1
、
岩
波
書
店
、

昭
和
3
5
年
刊
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
一
内
の
補
足
説
明
は
適
宜
論
考
が
加
え
た
。
以
下
同

じ
。　

松
本
治
久
氏
著
『
大
鏡
の
構
成
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
4
4
年
刊
）
、
同
氏
著
『
大
鏡
の
主
題
と

構
想
』
一
笠
問
書
院
、
昭
和
5
4
年
刊
）
な
ど
参
照
。

阪
口
玄
章
氏
前
掲
論
文
一
－
一
、
竹
鼻
積
氏
「
大
鏡
の
方
法
　
　
そ
の
説
話
を
中
心
と
し
て

　
　
」
（
『
山
岸
徳
平
先
生
煩
寿
中
古
文
学
論
考
』
有
精
堂
、
昭
和
4
7
年
刊
一
な
ど
参
照
。

拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
編
年
史
的
側
面
　
　
『
栄
花
物
語
』
の
克
服
と
追
認
　
　
」
（
『
島
根
大

学
教
育
学
部
紀
要
一
人
文
・
杜
会
科
学
編
一
』
第
二
十
二
巻
第
二
号
、
昭
和
6
3
年
1
2
月
一
参
照
。

山
岸
徳
平
氏
「
大
鏡
略
説
」
一
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
号
、
昭
和
u
年
u
月
）
、
小
松

茂
人
氏
「
『
大
鏡
』
の
人
間
」
（
『
文
学
』
第
十
一
巻
第
五
号
、
昭
和
1
8
年
5
月
）
、
同
氏
「
大

鏡
の
人
問
像
」
（
『
国
文
学
』
第
二
巻
第
十
二
号
、
昭
和
3
2
年
1
2
月
）
、
松
村
博
司
氏
「
解
説
」

（
『
大
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
2
1
、
岩
波
書
店
、
昭
和
3
5
年
刊
一
、
松
本
治
久
氏
「
大
鏡
『
大

臣
の
物
語
』
に
登
場
す
る
人
々
　
　
大
鏡
の
主
題
と
構
想
　
　
そ
の
三
」
（
『
平
安
朝
文
学
研

究
』
第
三
巻
第
五
号
、
昭
和
4
8
年
8
月
。
後
に
同
氏
著
『
大
鏡
の
主
題
と
構
想
』
〈
前
掲
（
3
一
V

に
収
録
一
な
ど
参
照
。

　
小
松
茂
人
氏
前
掲
二
論
文
一
6
）
参
照
。

　
保
坂
弘
司
氏
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
像
の
形
成
」
（
『
学
苑
』
第
四
五
六
・
四
五
八
号
、

昭
和
5
2
年
1
2
月
。
5
3
年
2
月
。
後
に
同
氏
著
『
大
鏡
研
究
序
説
』
〈
講
談
社
、
昭
和
5
4
年
刊
V

に
再
録
）
。

　
原
田
芳
起
氏
「
文
学
的
発
想
に
お
け
る
〃
さ
い
は
ひ
”
　
　
中
古
物
語
文
学
に
関
す
る
試

論
　
　
」
一
『
樟
蔭
国
文
学
』
第
十
五
号
、
昭
和
5
2
年
1
0
月
一
参
照
。

　
藤
村
乍
氏
「
大
鏡
に
関
す
る
考
察
」
一
『
国
語
と
国
文
学
』
第
一
巻
第
一
・
二
号
、
大
正
1
3

年
5
・
6
月
）
、
小
松
茂
人
氏
前
掲
二
論
文
（
6
）
な
ど
参
照
。

　
　
　
　
　
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説
一
福
田
一

17　16 15　　　14 13 12　　　11
（
1
8
）

（
1
9
）

一
2
0
）

拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
構
想
と
皇
位
継
承
過
程
　
　
「
正
統
」
の
確
定
と
顕
在
化
　
　
」
一
『
島

大
国
文
』
第
十
七
号
、
昭
和
6
3
年
u
月
一
参
照
。

原
田
隆
吉
氏
「
『
大
鏡
』
『
栄
華
物
語
』
そ
の
他
」
一
古
川
哲
史
氏
他
編
『
古
代
の
思
想
』
日

本
思
想
史
講
座
第
一
巻
、
雄
山
閣
、
昭
和
5
2
年
刊
一
。

　
こ
の
こ
と
は
、
道
長
以
外
の
有
力
者
の
場
合
も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
定

で
き
る
。

　
大
臣
・
納
言
・
国
司
な
ど
の
地
位
が
摂
政
・
関
白
な
ど
の
最
高
権
力
者
の
個
人
的
な
意
思

に
左
右
さ
れ
る
の
は
、
説
話
文
学
な
ど
の
好
素
材
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
ず
か
に
、
誠
信
・
斉
信
兄
弟
の
中
納
言
任
官
を
め
ぐ
る
軋
礫
に
道
長
の
影
響
力
が
関
与

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
一
「
師
弄
伝
」
）
。

　
藤
村
作
氏
前
掲
論
文
（
1
0
）
。

　
松
村
博
司
氏
著
『
歴
史
物
語
』
一
塙
書
房
、
初
版
昭
和
3
6
年
・
改
訂
版
昭
和
5
4
年
刊
一
初
版

一
二
一
二
・
一
二
四
頁
、
改
訂
版
一
二
七
・
一
二
八
頁
、
清
水
好
子
氏
「
藤
原
道
長
」
（
『
中
吉

文
学
』
第
一
号
、
昭
和
4
2
年
3
月
）
、
保
坂
弘
司
氏
前
掲
論
文
（
8
）
な
ど
。

清
水
好
子
氏
前
掲
論
文
一
1
7
）
、
赤
木
志
津
子
氏
著
『
御
堂
関
白
藤
原
道
長
』
（
秀
英
出
版
、

昭
和
4
4
年
刊
一
、
北
山
茂
夫
氏
著
『
藤
原
道
長
』
一
岩
波
新
書
、
昭
和
4
5
年
刊
）
、
山
中
裕
氏
著

『
藤
原
道
長
』
（
教
育
杜
歴
史
新
書
、
昭
和
6
3
年
刊
一
な
ど
参
照
。

伊
藤
康
安
氏
「
大
鏡
覚
書
」
（
『
国
文
学
研
究
』
第
二
集
、
昭
和
2
5
年
5
月
一
、
塚
原
鉄
雄
氏

「
大
鏡
形
象
の
虚
構
設
定
」
一
同
氏
著
『
王
朝
の
文
学
と
方
法
』
風
間
書
房
、
昭
和
4
6
年
刊
一

な
ど
参
照
。

　
増
淵
勝
一
氏
「
大
鏡
の
歴
史
性
　
　
道
長
の
栄
花
の
由
来
と
そ
の
実
体
　
　
」
（
『
立
正
女

子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
第
十
四
号
、
昭
和
4
5
年
1
2
月
）
、
松
本
治
久
氏
「
大
鏡
は
道

長
の
栄
華
を
如
何
に
語
ろ
う
と
し
た
か
　
　
大
鏡
の
主
題
と
構
想
　
そ
の
四
　
　
」
（
『
武
蔵

野
女
子
大
学
紀
要
』
第
九
号
、
昭
和
4
9
年
3
月
。
同
氏
著
『
大
鏡
の
主
題
と
構
想
』
〈
前
掲
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22 21
（
2
3
）

（
2
4
一

一
2
5
一

　
　
　
　
　
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説
（
福
田
）

一
3
）
V
に
収
録
一
、
森
な
お
み
氏
「
大
鏡
の
主
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
一
『
香
川
大
学
国
文
研

究
』
第
八
号
、
昭
和
5
8
年
9
月
一
な
ど
参
照
。

　
増
淵
勝
一
氏
前
掲
論
文
一
2
0
一
参
照
。

佐
藤
正
英
氏
「
日
本
に
お
け
る
歴
史
観
の
一
特
質
　
　
「
正
統
」
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
一
『
理

想
』
第
四
三
一
号
、
昭
和
4
4
年
4
月
一
、
相
良
亨
氏
「
持
続
の
価
値
」
一
同
氏
著
『
日
本
人
の

心
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
5
9
年
刊
一
、
拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
の
考
察
　
　
冬
嗣

流
藤
原
氏
「
正
系
」
決
定
過
程
を
め
く
っ
て
　
　
」
（
秋
田
短
期
大
学
『
論
叢
』
第
三
十
五
号
、

昭
和
6
0
年
3
月
）
な
ど
参
照
。

　
出
家
後
准
三
宮
の
位
と
年
官
・
年
爵
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
（
二
一
四
頁
）
に
よ
っ
て
、
「
よ

を
た
も
た
せ
給
こ
と
」
（
同
）
が
継
続
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
待
遇
は
た
と
え
ば
道
長
室
倫
子
も
受
け
て
お
り
（
二
〇
七
頁
）
、
摂
政
。
関
白
な
ど

と
等
質
化
は
で
き
な
い
。

　
「
こ
の
殿
（
道
長
一
、
宰
相
に
な
り
た
ま
は
て
、
直
権
中
納
言
に
な
ら
せ
給
、
御
年
廿
三
。
」

（
二
〇
三
頁
）
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
「
御
と
し
五
十
四
に
な
ら
せ
給
に
」
「
御
出
家
し
給
」

（
二
一
四
頁
一
ま
で
の
三
十
二
年
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
『
公
卿
補
任
』
（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
に
よ
る
と
、
永
延
元
（
九
八
七
一
年
に
二
十
二
歳
で
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
、
公
卿
に
列

し
て
い
る
。
ま
た
、
長
和
五
一
一
〇
ニ
ハ
一
年
、
五
十
一
歳
で
左
大
臣
を
辞
し
た
後
、
寛
仁

元
（
一
〇
一
七
一
年
十
二
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
、
五
十
二
・
五
士
二
歳
の
時
に
太
政
大
臣

に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
卿
（
参
議
⊥
二
位
以
上
大
臣
ま
で
）
と
し
て
は
三

十
年
ま
た
は
三
十
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
こ
の
い
ま
の
入
道
殿
一
道
長
一
、
そ
の
お
り
大
納
言
中
宮
大
夫
と
ま
う
し
て
、
御
と
し
い

と
わ
か
く
ゆ
く
す
ゑ
ま
ち
つ
け
さ
せ
給
べ
き
御
よ
は
ひ
の
ほ
ど
に
、
柑
に
て
、
五
月
十
一
日

に
、
関
白
の
宣
旨
う
け
給
は
り
た
ま
う
て
」
一
二
〇
四
頁
一
と
あ
る
関
白
（
実
は
内
覧
）
宣
下

の
時
点
で
大
臣
に
も
任
じ
ら
れ
た
と
考
え
て
、
五
十
四
歳
の
出
家
ま
で
二
十
五
年
と
見
な
し

（
2
6
）

28 27
（
2
9
）

（
3
0
）

34 33 32 3136 35

た
。
こ
れ
よ
り
長
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
し
、
『
公
卿
補
任
』
の
長
徳
元
一
九
九
五
）

年
六
月
十
九
日
任
右
大
臣
（
三
十
歳
一
か
ら
左
大
臣
を
辞
す
五
十
一
歳
か
太
政
大
臣
を
辞
す

五
十
三
歳
ま
で
を
み
る
と
、
二
十
二
年
も
し
く
は
二
十
四
年
と
な
る
。

黒
板
勝
美
他
編
『
公
卿
補
任
　
第
一
篇
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
5
1

年
版
一
に
よ
る
。

　
拙
稿
一
2
2
一
参
照
。

芳
賀
矢
一
氏
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
冨
山
房
、
昭
和
3
年
刊
一
、
増
淵
勝
一
氏

前
掲
論
文
一
2
0
一
、
松
寸
博
司
氏
著
『
栄
花
物
語
全
注
釈
（
三
）
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
4
7
年
刊
一

二
〇
〇
頁
、
同
氏
他
著
『
栄
花
物
語
・
紫
式
部
日
記
』
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
十
一
巻
、
角

川
書
店
、
昭
和
5
1
年
刊
）
一
〇
五
・
一
〇
六
頁
な
ど
参
照
。

松
本
治
久
氏
「
同
じ
た
ね
一
つ
す
ぢ
に
ぞ
お
は
し
あ
れ
ど
　
　
大
鏡
の
主
題
と
構
想
　
そ

の
六
　
　
」
（
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
第
三
巻
第
七
号
、
昭
和
5
0
年
1
2
月
。
後
に
同
氏
著
『
大

鏡
の
主
題
と
構
想
』
〈
前
掲
（
3
）
V
に
収
録
）
、
森
な
お
み
氏
前
掲
論
文
（
2
0
）
な
ど
参
照
。

拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
に
お
け
る
栄
華
の
実
現
　
　
外
戚
関
係
と
子
孫
繁
栄
1
1
」

（
『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
一
号
、
昭
和
5
7
年
3
月
）
参
照
。

　
小
松
茂
人
氏
前
掲
二
論
文
（
6
）
参
照
。

　
拙
稿
一
2
2
一
参
照
。

　
（
3
0
）
に
同
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

藤
岡
作
太
郎
氏
著
『
国
文
学
全
史
　
平
安
朝
篇
』
（
大
倉
書
店
、
明
治
3
8
年
刊
。
講
談
杜
学

術
文
庫
の
『
国
文
学
全
史
　
平
安
朝
篇
（
四
）
』
〈
昭
和
5
2
年
刊
V
に
よ
る
。
）
芳
賀
矢
一
氏

前
掲
書
（
2
8
）
、
松
村
博
司
氏
前
掲
書
（
1
7
）
初
版
八
九
・
九
〇
頁
・
改
訂
版
九
二
頁
な
ど
参

照
。　

（
8
）
に
同
じ
。

　
松
村
博
司
氏
前
掲
解
説
（
6
一
、
増
淵
勝
一
氏
前
掲
論
文
（
2
0
一
、
松
本
治
久
氏
前
掲
論
文

sokyu
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40　39 38　3743 42　41
一
4
4
）

（
2
0
一
、
丹
羽
正
三
氏
「
大
鏡
の
栄
花
観
　
　
そ
の
道
長
賛
仰
の
意
味
　
　
」
（
『
国
語
　
　
教

育
と
研
究
　
　
』
第
十
六
号
、
昭
和
5
2
年
3
月
）
な
と
参
照
。

　
こ
れ
が
『
栄
花
物
語
』
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

拙
稿
「
『
大
鏡
』
構
想
の
二
重
性
を
め
ぐ
っ
て
」
一
『
文
芸
研
究
』
第
一
一
六
。
集
、
昭
和
6
2
年

9
月
）
参
照
。

　
増
淵
勝
一
氏
前
掲
論
文
（
2
0
）
参
照
。

　
今
中
寛
司
氏
「
『
大
鏡
』
の
摂
関
時
代
史
観
」
一
古
代
学
協
会
編
『
摂
関
時
代
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
昭
和
4
0
年
刊
一
、
山
中
裕
氏
「
大
鏡
の
歴
史
批
判
の
性
格
」
（
『
国
文
学
』
第
十

一
巻
第
二
号
、
昭
和
4
1
年
2
月
一
、
同
氏
「
大
鏡
の
藤
原
道
長
批
判
」
一
『
文
学
』
第
三
十
五
巻

第
八
号
、
昭
和
4
2
年
8
月
。
同
氏
著
『
平
安
朝
文
学
の
史
的
研
究
』
〈
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

4
9
年
刊
V
に
再
録
一
、
拙
稿
一
3
0
一
な
ど
参
照
。

　
（
5
一
に
同
じ
。

山
中
裕
氏
「
大
鏡
の
歴
史
批
判
の
性
格
」
一
前
掲
く
4
0
V
一
、
相
良
亨
氏
「
『
大
鏡
』
の
思
想
」

一
竹
内
整
一
氏
他
編
『
日
本
思
想
史
叙
説
　
第
三
集
』
一
ぺ
り
か
ん
杜
、
昭
和
6
1
年
刊
一
な
ど

参
照
。

　
「
皇
后
宮
一
賊
子
一
ひ
と
り
の
み
す
ぢ
わ
か
れ
た
ま
へ
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
そ
ら
貞
信

公
一
忠
平
一
の
御
す
ゑ
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
れ
を
よ
そ
人
と
お
も
ひ
ま
う
す
べ
き
こ
と
か

は
。
し
か
れ
ば
、
た
ゴ
よ
の
な
か
は
、
こ
の
殿
（
道
長
）
の
御
ひ
か
り
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と

な
き
に
、
（
城
子
が
）
こ
の
春
こ
そ
は
う
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
い
と
た
三
二
后
（
彰
子
・
研

子
・
威
子
）
の
み
お
は
し
ま
す
め
り
。
」
（
「
道
長
伝
」
二
一
四
頁
）
と
記
さ
れ
る
。

　
　
さ
て
、
こ
と
し
こ
そ
天
変
頻
に
し
、
よ
の
妖
言
な
ど
よ
か
ら
ず
き
こ
え
侍
め
れ
。
か
ん

　
　
の
殿
（
嬉
子
一
の
か
く
懐
妊
せ
し
め
た
ま
ふ
、
院
の
女
御
殿
一
寛
子
一
の
、
つ
ね
の
御

　
　
な
や
み
の
な
か
に
も
、
こ
と
し
と
な
り
て
は
、
ひ
ま
な
く
お
は
し
ま
す
な
る
な
ど
こ
そ
、

　
　
お
そ
ろ
し
う
㌧
け
給
は
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
藤
氏
物
語
」
二
四
八
頁
一

　
　
　
　
　
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説
一
福
田
一

50　　　49 48　　　　　47 46　　　4552 5154 53

　
松
村
博
司
氏
著
前
掲
書
（
1
7
）
初
版
一
二
〇
・
一
二
一
頁
、
改
訂
版
一
二
一
二
S
一
二
五
頁

な
ど
参
照
。

　
橘
健
二
氏
校
注
・
訳
『
大
鏡
』
一
日
本
古
典
文
学
全
集
2
0
、
小
学
館
、
昭
和
4
9
年
刊
）
三
〇

八
・
三
一
〇
頁
頭
注
参
照
。

　
林
屋
辰
三
郎
氏
「
歴
史
と
鏡
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
月
報
』
4
5
、
新
訂
増
補
国
史
大
系

第
二
十
一
巻
上
く
水
鏡
・
大
鏡
V
付
録
、
昭
和
4
1
年
5
月
。
同
氏
著
『
歴
史
・
京
都
・
芸
能
』

〈
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
5
3
年
刊
V
に
再
録
）
参
照
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
太
政
大
臣
道
長
（
上
）
」
後
半
部
の
性
格
」
（
秋
田
短
期
大
学
『
論
叢
』

第
三
十
七
号
、
昭
和
6
1
年
3
月
一
参
照
。

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
も
う
一
人
、
「
左
大
臣
高
明
室
」
と
注
記
さ
れ
る
女
子
が
記
載
さ
れ
る

が
、
源
高
明
室
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
　
　
　
　
戊

　
　
十
七
日
申
　
昨
日
夜
、
左
府
一
道
長
）
北
方
産
男
子
、
一
下
略
一
一
増
補
史
料
大
成
刊
行

　
　
会
編
『
小
右
記
一
』
〈
増
補
史
料
大
成
別
巻
、
臨
川
書
店
、
昭
和
4
0
年
刊
V
長
徳
三
年

　
　
十
月
十
七
日
条
、
＝
二
九
頁
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
Σ
）

　
　
宿
候
内
間
、
丑
時
許
従
家
有
書
、
開
見
、
只
今
有
産
者
、
　
〉
　
（
東
京
大
学
史
料
編
纂

　
　
所
編
『
御
堂
関
白
記
上
』
〈
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書
店
、
昭
和
2
7
年
刊
V
長
保
元
年

　
　
九
月
十
九
日
条
、
三
二
頁
）

　
（
3
8
）
に
同
じ
。

子
孫
の
高
位
顕
官
の
数
で
対
比
す
る
と
、
冬
嗣
が
最
高
に
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
鎌
足

か
も
し
れ
な
い
。
「
大
臣
列
伝
」
の
権
力
者
は
す
べ
て
冬
嗣
の
末
喬
で
あ
り
、
鎌
足
を
始
祖
と

仰
ぐ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
大
臣
列
伝
」
に
こ
の
観
点
は
採
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
両
者
の

子
孫
の
顕
官
は
ほ
と
ん
ど
が
万
寿
二
年
ま
で
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
（
3
0
）
に
同
じ
。

　
保
坂
弘
司
氏
著
『
大
鏡
全
評
釈
』
（
学
燈
杜
、
昭
和
5
4
年
刊
一
上
巻
一
九
一
頁
参
照
。

sokyu



『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説
（
福
田
一

44

56 55

伴
利
昭
氏
前
掲
論
文
（
1
）
。

増
淵
勝
一
氏
前
掲
論
文
（
2
0
）
。

sokyu

sokyu


