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『
枕
草
子
』
と『
大
鏡
』を
読
む

　

―

す
べ
て
を
書
く
、
す
べ
て
を
語
る
意
志―

風
間
誠
史
（
か
ざ
ま
・
せ
い
し
）

●
相
模
女
子
大
学

　

新
し
い
三
省
堂
『
高
等
学
校　

古
典
講
読
』
に
は
、源
氏
物
語
・
枕

草
子
・
大
鏡
と
平
安
時
代
の
「
古
典
」
が
並
ん
で
い
る
。『
源
氏
』
と

『
枕
』
に
つ
い
て
は
、「
古
典
」
の
代
表
と
し
て
並
列
す
る
こ
と
に
疑

問
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、『
枕
草
子
』
の
次
に
『
大
鏡
』
が
来
る
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

教
科
書
を
繰
っ
て
み
よ
う
。『
枕
草
子
』
は
、巻
頭
の
「
春
は
あ
け

ぼ
の
」
か
ら
始
ま
り
、も
の
づ
く
し
の
章
段
が
つ
づ
い
て
ゆ
く
。「
す

さ
ま
じ
き
も
の
」「
木
の
花
は
」「
鳥
は
」「
あ
て
な
る
も
の
」「
あ
り

が
た
き
も
の
」
…
…
と
読
み
進
め
て
行
く
と
、「
繊
細
で
鋭
敏
な
感
覚

と
、
独
特
の
美
意
識
」
と
い
う
教
科
書
的
な
解
説
で
は
処
理
し
き
れ

な
い
、
日
々
の
生
活
の
中
で
の
体
験
や
感
じ
た
こ
と
を
書
き
つ
く
そ

う
と
す
る
、偏
執
的
な
ま
で
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
は
し
な
い
か
。「
あ

て
な
る
も
の
」
と
し
て
「
削
り
氷
に
甘
葛
入
れ
て
、
あ
た
ら
し
き
金

椀
に
入
れ
た
る
」「
梅
の
花
に
雪
の
降
り
か
か
り
た
る
」「
い
み
じ
う

う
つ
く
し
き
児
の
、
い
ち
ご
な
ど
食
ひ
た
る
」
と
い
っ
た
、
偶
然
的

な
一
場
面
、
あ
る
い
は
瞬
間
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し

て
そ
れ
は
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
必
然
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
偏
執
は
随
筆
的
章
段
で
も
変
わ
ら
な
い
。「
九
月
ば
か
り
」
で

は
、
萩
の
葉
の
露
が
落
ち
、
反
動
で
枝
が
上
に
あ
が
る
瞬
間
を
「
い

み
じ
う
を
か
し
」
と
捉
え
、
そ
う
感
じ
た
瞬
間
に
、
こ
ん
な
こ
と
は

他
の
人
に
は
面
白
く
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
、
さ
ら
に
そ
う

思
っ
た
こ
と
が
「
ま
た
を
か
し
け
れ
」
と
記
さ
れ
る
。
露
が
落
ち
た

の
も
、
そ
れ
を
見
て
思
っ
た
こ
と
も
一
瞬
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の

一
瞬
に
込
め
ら
れ
た
豊
か
さ
が
、
今
の
私
た
ち
の
心
に
伝
わ
っ
て
く

る
。

　
『
枕
草
子
』末
尾
に
は
そ
の
成
り
立
ち
を
記
し
た
一
文
が
置
か
れ
て

い
る
（「
こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
こ
と
を
」）。
そ
こ
で
は
、

紙
を
も
ら
っ
た
が
何
を
書
こ
う
か
と
中
宮
定
子
に
問
わ
れ
た
清
少
納

言
が
、「
枕
に
で
も
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
有
名
な
一
節
が
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
清
少
納
言
へ
の
問
い
か
け
の
言
葉
に
、

「
上
の
御
前
に
は
、『
史
記
』
と
い
ふ
文
を
な
む
書
か
せ
給
へ
る
。」
と

あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
『
枕
草
子
』
は
『
史
記
』
に
対
抗
し
て
、
と
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い
う
と
大
げ
さ
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
的
は
ず
れ
と

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
人
の
人
間
が
、
自
分
の
経
験
を
総

動
員
し
て
「
目
に
見
え
心
に
思
ふ
こ
と
」
を
「
書
き
集
め
」
る
行
為

に
お
い
て
、
両
者
に
は
確
か
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
司
馬
遷
の

『
史
記
』へ
の
思
い
を
清
少
納
言
が
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
と
し
て
。

　

さ
て
一
方
、『
大
鏡
』
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
紀
伝
体
の
、
つ
ま
り

『
史
記
』に
倣
っ
た
歴
史
語
り
で
あ
る
。
冒
頭
の「
雲
林
院
の
菩
提
講
」

に
お
い
て
、
大
宅
世
継
と
夏
山
繁
樹
と
い
う
、
超
越
的
な
語
り
手

を
虚
構
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
藤
原
道
長
の
栄
華
と
そ
こ
に
至
る

様
々
な
出
来
事
を
徹
底
的
に
語
り
尽
く
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
づ
く

「
か
く
て
講
師
待
つ
ほ
ど
に
」
で
世
継
は
、道
長
の
栄
華
を
語
る
た
め

に
は
「
あ
ま
た
の
帝
王
・
后
、
ま
た
大
臣
・
公
卿
の
御
上
を
」
語
る

必
要
が
あ
り
、そ
う
す
る
こ
と
で
「
世
の
中
の
こ
と
の
隠
れ
な
く
」
明

ら
か
に
で
き
る
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
語
る
こ
と
へ

の
偏
執
、「
世
の
中
の
こ
と
」
を
「
隠
れ
な
く
」
語
り
尽
く
そ
う
と
す

る
意
欲
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
い
み
じ
う
こ
そ
」（
ま
さ
に
偏

執
的
な
ま
で
に
）「
言
ひ
続
け
」
る
の
で
あ
る
。

　
『
大
鏡
』
は
通
常
教
科
書
で
読
ま
れ
る
際
に
は
、ど
う
し
て
も
面
白

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
断
片
的
に
取
り
上
げ
る
か
た
ち
に
な
り
、
歴
史
物

語
と
い
う
よ
り
説
話
集
、
あ
る
い
は
ゴ
シ
ッ
プ
集
的
な
面
が
印
象
に

残
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
本
来
『
大
鏡
』
は
「
歴
史
」
を
語
り

尽
く
そ
う
と
す
る
書
な
の
で
あ
る
。
こ
の『
高
等
学
校　

古
典
講
読
』

で
は
、
藤
原
道
長
伝
の
発
端
部
を
「
強
運
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
採

録
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
『
大
鏡
』
本
来
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
道
長
の
出
自
、昇
進
の
経
緯
が
い
わ
ば
事
務
的
に
記
さ
れ
、

そ
の
後
道
長
の
出
世
の
契
機
と
な
っ
た
疫
病
に
よ
る
大
臣
・
公
卿
の

死
亡
記
事
が
続
く
。
読
ん
で
面
白
い
か
と
言
わ
れ
る
と
困
る
が
、『
大

鏡
』が
道
長
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
を
見
る
う
え
で
は
重
要
で
あ
る
。

有
名
な
「
競
射
」
の
段
で
は
、
道
長
の
器
量
が
強
調
さ
れ
る
わ
け
だ

が
、『
大
鏡
』
は
人
物
の
器
量
だ
け
で
成
功
す
る
と
い
っ
た
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な
見
方
は
し
て
い
な
い
。「
姉
、
詮
子
」
の
段
で
は
、
道
長
の

関
白
就
任
が
天
皇
に
対
す
る
詮
子
の
強
引
な
ま
で
の
説
得
に
よ
る
も

の
だ
と
語
る
。
道
長
の
栄
華
を
語
る
こ
と
が
目
的
だ
と
述
べ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
道
長
び
い
き
の
歴
史
を
記
す
こ
と
で
は
な
い
。
道
長
の

栄
華
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
と
ら
え
、
そ
の
総
体
を
語
る
こ
と

が
「
歴
史
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
見
た
こ
と
、
知
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と

を
書
き
つ
く
そ
う
、
語
り
尽
く
そ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
共
通
す
る

『
枕
草
子
』
と
『
大
鏡
』
は
、そ
の
「
見
聞
」
に
お
い
て
重
複
す
る
対

象
を
持
っ
た
。『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
中
宮
定
子
の
兄
弟
と
し
て
、

『
大
鏡
』
で
は
道
長
の
競
争
相
手
と
し
て
登
場
す
る
、
藤
原
伊
周
・
隆

家
の
二
人
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
宮
廷
サ
ロ
ン
に
お
け
る
教
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養
と
機
知
を
代
表
す
る
、
い
わ
ば
理
想
の
男
性
と
し
て
描
か
れ
た
伊

周
・
隆
家
が
、
後
者
に
お
い
て
は
あ
か
ら
さ
ま
に
道
長
の
引
き
立
て

役
と
な
り
、
幼
児
的
で
無
能
無
力
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ち
ら

も
正
し
い
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
自
分
の
見
た
通
り
、感
じ
た
通

り
の
二
人
を
描
い
た
し
、『
大
鏡
』
の
語
り
手
も
ま
た
、
自
分
の
得
た

情
報
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。『
枕
草
子
』の
視
野
の
方
が

一
見
狭
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
役
割
が
固
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
『
大
鏡
』
よ
り
も
自
由
な
筆
致
と
も
い
え
よ
う
。
い
や
、『
大

鏡
』
の
伊
周
・
隆
家
だ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
愛
す
べ
き
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
面
白
い
。
そ
し
て
ど
ち
ら
か
ら
も
、「
歴

史
」
の
生
の
声
が
聞
こ
え
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。　


