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狭
衣
と
若
宮
を
め
ぐ
っ
て

｜
｜
「
預
か
り
」
と
若
宮
即
位
へ
の
道
筋
｜
｜

A、
居

田

実

は
じ
め
に

『
狭
衣
物
語
」
に
は
、
多
く
の
「
養
い
親
・
養
い
子
」
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、
狭
衣
と
女
二
の
宮
所
生
の
若
宮
と
は
、
実
の
親
子
で
あ
り

な
が
ら
、
こ
の
関
係
性
を
強
い
ら
れ
て
い
る
点
で
特
異
で
あ
る
。
こ
の
あ
や
に
く
な
関
係
性
は
、
狭
衣
と
一
品
の
宮
の
養
女
に
な
っ
て
い
た
飛

鳥
井
の
姫
君
と
に
も
認
め
ら
れ
た
が
）
、
若
宮
の
場
合
は
、
密
通
の
結
果
に
よ
る
出
生
で
あ
り
、
密
通
隠
蔽
を
は
か
っ
た
女
二
の
宮
の
母
親
皇
太

后
宮
の
計
略
に
よ
り
、
皇
太
后
宮
と
嵯
峨
帝
と
の
子
と
し
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
嵯
峨
帝
は
、
若
宮
を
狭
衣
の
「
預

か
り
」
、
す
な
わ
ち
「
養
い
子
」
と
い
う
形
で
後
見
さ
せ
た
こ
と
で
、
若
宮
は
特
異
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
狭
衣
と
若
宮
は
、
嵯
峨

帝
の
意
向
に
大
き
く
作
用
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
関
係
性
は
物
語
展
開
に
お
け
る
要
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
く
。
以
下
、
こ
の
小
論
で
は
、

若
宮
の
処
遇
の
さ
れ
方
と
し
て
注
意
さ
れ
る
「
預
か
り
」
と
な
る
次
第
を
た
ど
り
つ
つ
、
天
照
神
の
神
託
で
予
言
さ
れ
た
若
宮
即
位
へ
の
道
筋

を
整
理
し
て
い
き
た
い
。
「
狭
衣
物
語
」
の
本
文
は
集
成
本
、
「
源
氏
物
語
」
は
新
全
集
本
を
使
用
す
る
が
、
表
記
を
一
部
私
に
換
え
た
。

狭
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若
宮
に
関
す
る
年
立

ま
ず
最
初
に
説
明
の
便
宜
の
た
め
、
若
宮
に
関
す
る
簡
単
な
年
立
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
狭
衣
と
若
宮
の
欄
の
数
字
は
数
え
の
年
齢
に
な

る。事項欄に付したはアイウ・：の符号は、以下の説明に用いることにしたい。
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若
宮
世
嗣
問
題

中
納
言
の
典
侍
、
若
宮
出
生
の
秘
密
厳
守
を
念
じ
る

天
照
神
の
神
託
で
、
狭
衣
帝
の
次
の
次
に
即
位
が
予
言

狭
衣
即
位

藤
査
女
御
皇
子
出
産
に
よ
り
、
世
間
は
若
宮
の
春
宮
位
を
危
ぶ
む

一
の
宮
の
呼
称
。
狭
衣
帝
と
贈
答
歌

元
服
し
、
兵
部
卿
宮
に

兵
部
卿
宮
、
嵯
峨
院
に
挨
拶
に
訪
れ
る

大
納
言
室
（
今
姫
君
）
、
姫
を
兵
部
卿
宮
に
と
の
願
い
許
さ
れ
ず

桐
査
を
曹
司
に
す
る

狭
衣
帝
、
嵯
峨
に
行
幸
。
兵
部
卿
宮
も
滞
在
中

ソタチツアトニナネヌ

物
語
で
提
示
さ
れ
る
若
宮
の
あ
り
方
は
、
以
上
の
よ
う
な
概
略
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
立
を
使
用
し
て
「
預
か
り
」
と
い
う
制
度
的

な
面
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

若
宮
は
、
天
照
神
の
神
託
（
タ
）
に
よ
っ
て
そ
の
実
父
が
狭
衣
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
が
、
人
々
は
神
託
の
意
味
が
理
解
で
き
ず
、
出

生
の
秘
密
は
物
語
の
終
罵
ま
で
詮
索
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
狭
衣
も
我
が
子
と
し
て
世
間
に
公
表
す
る
こ
と
は
、
し
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
り
、
生
涯
そ
の
秘
密
は
漏
ら
さ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
女
二
の
宮
や
皇
太
后
宮
側
で
は
、
乳
母
な
ど
も
含
め
て
自
分
達
の
秘
事
な
の
で
漏

洩
は
あ
り
得
、
ず
、
事
情
を
知
っ
て
い
た
中
納
言
の
典
侍
は
、
自
ら
黙
止
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
（
ソ
）
。
若
宮
出
生
の
秘
密
は
結
局
の
と
こ
ろ

保
持
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
物
語
の
終
駕
ま
で
嵯
峨
帝
の
実
子
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
狭
衣
と
若
宮
が
い
か
に
親
和
的
な
関
係
を
形
成
し

て
い
よ
う
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
擬
制
的
親
子
関
係
な
の
で
あ
る
。

嵯
峨
帝
は
譲
位
を
前
に
し
て
若
宮
を
狭
衣
の
「
預
か
り
」
と
す
る
意
向
を
示
し
（
エ
て
そ
の
実
現
は
巻
三
に
な
っ
て
確
認
さ
れ
る
（
キ
）
。
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若
宮
は
狭
衣
の
養
い
子
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
実
の
親
子
で
あ
り
な
が
ら
、
世
間
的
に
は
擬
制
的
親
子
と
見
な
さ
れ
る
関
係
が
成
立
す

る
。
当
時
は
、
擬
制
的
親
子
関
係
に
な
っ
て
も
同
居
は
前
提
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
狭
衣
の
住
ま
い
で
あ
る
閉
日
邸
で
は
な
く
、
若
宮
は
、

嵯
峨
帝
の
意
向
に
よ
っ
て
一
条
宮
に
住
み
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
養
い
親
の
も
と
に
住
む
の
も
自
由
で
あ
り
、
若
宮
の
袴
着
は
、
堀
川
関
白

邸
で
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
の
は

（
コ
）
、
狭
衣
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
袴
着
に
よ
っ
て
若
宮
を
慈
し
む
気
持
の
た
か
ま
っ
た
関
白
夫

妻
が
一
条
宮
に
帰
そ
う
と
し
な
か
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
親
子
別
居
の
現
わ
れ
と
な
る
。
し
か
し
、
袴
着
以
後
、
若
宮
は
関
白

邸
に
滞
在
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
く
。

擬
制
的
親
子
関
係
が
成
立
し
て
も
、
実
の
親
と
の
関
係
は
大
事
に
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
若
宮
が
狭
衣
の
「
預
か
り
」
と
な
っ
て

も
、
親
と
な
る
嵯
峨
院
の
意
向
は
尊
重
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
後
に
確
認
す
る
が
、
「
預
か
り
」
の
解
消
も
あ
り
得
た
（
セ
）
。
帝
か
ら
の

「
預
か
り
」
の
場
合
は
特
に
こ
の
点
が
配
慮
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
嵯
峨
院
は
、
若
宮
を
狭
衣
の
「
預
か
り
」
に
し
て
も
、
実
の

親
と
し
て
の
立
場
ま
で
委
譲
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
そ
の
処
遇
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
若
宮
は
狭
衣
の
「
預
か
り
」
と
な
っ
て
か
ら
も
、

事
あ
る
時
に
は
、
父
嵯
峨
院
の
住
む
嵯
峨
野
に
滞
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
女
二
の
宮
の
法
華
八
講
に
際
し
て
若
宮
も
嵯
峨
野
に
滞
在
し
て
い

る
が
（
ス
）
、
こ
れ
は
狭
衣
に
よ
る
実
の
母
女
二
の
宮
と
の
接
触
を
配
慮
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
父
嵯
峨
院
が
住

む
嵯
峨
野
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
宮
は
そ
こ
に
滞
在
し
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
元
服
後
に
兵
部
卿
宮
と
な
り
（
ト
）
、
挨
拶
に
嵯
峨
院

の
も
と
に
出
か
け
て
い
る
の
も
こ
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

巻
四
に
な
っ
て
狭
衣
は
即
位
し
（
チ
）
、
藤
壷
女
御
（
宮
の
姫
君
）
が
皇
子
を
出
産
す
る
に
及
ん
で
、
世
間
の
人
々
は
若
宮
の
春
宮
位
を
危
ぶ

ん
で
い
る
が
（
ツ
）
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
。

ツ

一
品
の
宮
の
姫
君
の
御
事
だ
に
世
の
人
は
知
ら
ね
ば
、
た
だ
こ
れ
を
は
じ
め
た
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
「
い
み
じ
く
と
も
、
若
宮
の
御
お
ぼ

え
は
、
今
は
い
か
に
ぞ
。
坊
に
居
た
ま
は
む
こ
と
も
、
さ
は
い
ふ
と
も
、
ま
こ
と
の
当
代
今
上
一
の
宮
を
ば
お
と
し
き
こ
え
た
ま
は
じ
」

な
ど
、
ま
だ
し
き
に
、
聞
き
に
く
く
定
め
き
こ
え
き
す
る
を
、
嵯
峨
の
院
に
は
、
「
げ
に
、

い
か
が
」
と
聞
か
せ
た
ま
ふ
ぞ
を
こ
が
ま
し
き



や

（
巻
四
・
一
一
一
一
二
三
頁
）

こ
こ
で
藤
壷
所
生
の
皇
子
に
対
し
て
「
ま
こ
と
の
当
代
今
上
一
の
宮
」
と
い
う
よ
う
に
、
く
ど
い
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。
「
ま
こ
と
の
」
は
、

ほ
ん
と
の
血
縁
の
意
で
あ
り
、
「
当
代
今
上
」
と
畳
語
さ
れ
る
の
は
「
今
上
一
の
宮
」
だ
け
で
は
若
宮
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
れ

を
は
じ
め
た
る
こ
と
と
思
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
世
間
の
人
々
は
、
狭
衣
帝
の
初
子
は
藤
壷
の
皇
子
と
思
う
か
ら
、
「
ま
こ
と
の
当
代
今
上
一
の

宮
」
と
指
示
す
る
の
で
あ
り
、
若
宮
が
狭
衣
帝
の
「
一
の
宮
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
世
間
の
噂
が

語
ら
れ
て
後
に
、
若
宮
は
「
一
の
宮
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る

（
テ
）
。
こ
れ
は
、
擬
制
的
親
子
関
係
が
継
続
し
て
い
て
、
実
子
と
ま
っ
た
く
変
わ

ら
な
い
待
遇
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
狭
衣
帝
の
本
意
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
藤
壷
所
生
の
皇
子
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の
宮

と
な
っ
て
い
る
。

若
宮
の
物
語
か
ら
窺
え
る
「
預
か
り
」
の
形
を
と
る
擬
制
的
親
子
関
係
と
し
て
注
意
す
べ
き
特
搬
は
以
上
の
よ
う
に
お
さ
え
ら
れ
る
が
、
次

に
嵯
峨
帝
の
意
向
に
即
し
て
み
て
い
き
た
い
。

嵯
峨
帝
の
意
向
と

「
預
か
り
」
と
な
る
次
第

若
宮
の
処
遇
に
対
し
て
は
、
父
親
と
な
る
嵯
峨
帝
の
意
向
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
点
の
確
認
を
こ
こ
で
は
す
る
こ
と
に
な
る
。

嵯
峨
帝
は
若
宮
の
五
十
日
の
祝
の
時
点
で
す
で
に
狭
衣
に
預
け
よ
う
か
と
思
案
し
て
い
る
。
本
文
引
用
部
に
付
し
た
ア
イ
ウ
：
・
の
符
号
は
、
先

の
年
立
の
も
の
を
引
き
続
き
使
用
す
る
。

ウ

い
と
あ
は
れ
な
る
私
物
に
お
ぼ
し
め
す
も
、
我
が
御
世
も
今
日
明
日
と
の
み
う
し
ろ
め
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
は
、
こ
の
御
方
様

と
見
置
か
せ
た
ま
ふ
べ
き
よ
す
が
も
な
く
、
心
細
き
御
有
様
な
る
を
、
「
二
の
宮
お
ほ
し
お
き
て
し
有
様
に
て
、
大
将
に
う
ち
具
し
て
も
の

し
た
ま
は
ま
し
か
ば
、
や
が
て
譲
ら
せ
た
ま
ひ
て
ま
し
」
な
ど
、
返
す
返
す
口
惜
し
き
こ
と
を
嘆
か
せ
た
ま
ひ
て
、
「
三
の
宮
の
御
事
を
や

狭
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と
若
宮
を
め
ぐ
っ
て



な
ほ
さ
や
う
に
も
言
は
ま
し
」
な
ど
ぞ
、
懲
り
ず
ま
に
お
ぼ
し
寄
り
け
る
。

（
巻
二
・
二
一
二
一

1
一
二
四
頁
）

嵯
峨
帝
は
御
世
の
残
り
少
な
さ
や
、
後
見
の
な
い
若
宮
の
「
心
細
き
御
有
様
」
を
思
う
と
、
女
二
の
宮
が
狭
衣
に
降
嫁
し
て
い
た
な
ら
そ
の
ま

ま
委
譲
し
た
の
に
と
仮
想
し
残
念
に
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
出
家
し
た
女
二
の
宮
に
代
わ
っ
て
、
女
三
の
宮
を
降
嫁
さ
せ
、
若
宮
も
預
け
よ

う
か
と
思
案
し
て
い
る
。
母
方
の
故
皇
太
后
宮
側
に
は
し
か
る
べ
き
後
見
人
が
不
在
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
女
一
の
宮
は
現
在
斎
院
で
あ
り
、

そ
の
処
遇
を
決
す
る
事
は
で
き
な
い
の
で
、
嵯
峨
帝
は
三
人
の
皇
女
の
う
ち
、
今
は
女
三
の
宮
の
行
末
が
案
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
若
宮
ま
で
が
誕
生
し
て
お
り
、
そ
の
処
遇
も
決
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
懸
案
を
解
決
す
る
方
策
と
し
て
思
案
さ

れ
た
の
が
、
ヲ
一
の
宮
の
御
事
を
ゃ
な
ほ
さ
や
う
に
も
言
は
ま
し
」
で
あ
っ
た
。
嵯
峨
帝
が
あ
く
ま
で
狭
衣
に
固
執
す
る
の
は
、
天
稚
御
子
降
臨

を
引
き
起
こ
し
た
笛
の
技
量
を
称
え
て
、
女
二
の
宮
を
そ
の
様
と
し
て
降
嫁
さ
せ
よ
う
と
し
た
思
い
に
遡
源
で
き
る
。
嵯
峨
帝
に
は
、
皇
女
の

処
遇
に
際
し
て
、
狭
衣
が
念
頭
に
浮
か
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ウ
に
示
さ
れ
た
嵯
峨
帝
の
思
案
は
、
譲
位
を
前
に
し
て
堀
川
関
白
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

コニ

「
・
：
三
の
宮
な
ど
こ
そ
い
と
心
苦
し
き
を
、
さ
思
ひ
そ
め
し
心
ざ
し
も
侍
り
、
な
ほ
、
大
将
に
若
宮
を
も
ろ
と
も
に
思
ひ
う
し
ろ
む
べ
き

様
に
な
む
預
け
む
と
思
ひ
は
べ
る
。
今
よ
り
様
こ
と
な
る
生
ひ
先
は
、
い
と
ゆ
か
し
げ
な
る
を
、
何
と
な
き
生
孫
王
に
て
、
い
と
寄
せ
な

か
ら
む
よ
り
は
、
た
だ
我
が
物
に
思
ひ
て
も
の
せ
よ
か
し
。
思
ふ
心
こ
と
な
め
る
ひ
と
り
住
み
な
め
り
と
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ど
、
そ
の
う

ち
う
ち
の
心
ざ
し
を
ば
知
ら
ず
、
か
か
る
遺
言
を
、
さ
り
と
も
こ
と
の
ほ
か
に
は
違
へ
た
ま
は
じ
と
、
ひ
と
へ
に
頼
む
な
り
」
な
ど
の
た

ま
は
せ
て
、

（
巻
二
・
二
一
九
頁
）

嵯
峨
帝
は
若
宮
の
将
来
を
「
何
と
な
き
生
孫
王
に
て
、

い
と
寄
せ
な
か
ら
む
」
も
の
と
見
て
い
る
。
こ
こ
は
、
ぱ
っ
と
し
な
い
皇
胤
と
し
て
、

た
い
し
た
後
見
も
な
い
状
態
で
、

の
意
で
あ
り
、
先
の

7
心
細
き
御
有
様
」
と
同
じ
で
あ
る
。
嵯
峨
帝
に
は
、
堀
川
関
白
女
の
中
宮
に
皇
子
が

お
り
、
そ
の
帝
位
は
予
見
で
き
る
が
、
若
宮
に
は
そ
れ
が
な
い
。
だ
か
ら
、
嵯
峨
帝
は
、
五
十
日
の
祝
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
狭
衣
に
女
三
の

宮
も
ろ
と
も
「
預
け
む
」
と
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
桐
壷
帝
が
、
光
源
氏
を
「
無
品
親
王
の
外
戚
の
寄
せ
な
き
に
て
は
漂
は
さ
じ
、
わ
が
御



世
も
い
と
定
め
な
き
を
」
（
桐
壷
巻
四
一
頁
）
と
思
案
し
て
臣
籍
降
下
さ
せ
た
よ
う
に
、
若
宮
も
臣
籍
に
下
そ
う
と
し
て
い
る
。

嵯
峨
帝
は
譲
位
後
に
す
ぐ
出
家
し
、
そ
の
た
め
に
女
三
の
宮
降
嫁
は
延
引
さ
れ
、
一
条
院
崩
御
も
あ
っ
て
斎
院
と
斎
宮
も
交
替
す
る
こ
と
に

な
る
。
女
一
の
宮
が
斎
院
を
退
下
し
て
新
た
に
源
氏
の
宮
が
卜
定
さ
れ
、
女
三
の
宮
が
斎
宮
と
な
っ
た
こ
と
で
、
降
嫁
は
な
く
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
と
同
時
に
若
宮
が
「
預
か
り
」
と
な
る
件
も
留
保
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
次
の
部
分
に
な
る
。

カ

入
道
の
宮
は
嵯
峨
に
の
み
お
は
し
ま
し
て
、
こ
の
若
宮
の
御
事
も
さ
ら
に
知
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
、
た
だ
三
の
宮
ば
か
り
ぞ
あ

は
れ
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
秋
に
ほ
か
（
潔
斎
所
）
へ
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
ベ
け
れ
ば
、

い
と
心
苦
し
う
、
「
か
く
て
は
、

い
か
で

か
お
は
し
ま
さ
む
。
迎
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
殿
に
預
け
た
て
ま
つ
り
で
む
」
と
の
た
ま
ふ
を
、
堀
川
上
「
院
は
な
ほ
、
前
斎
院
の
ひ
と
り
心

細
く
て
残
り
た
ま
へ
る
に
、
『
同
じ
く
は
、
さ
で
も
や
が
て
も
の
し
た
ま
は
む
は
、
目
や
す
か
り
な
む
か
し
』
と
な
む
お
ぼ
し
た
る
」
と
聞

こ
え
た
ま
へ
ど
、

（
巻
二
・
二
四
三
頁
）

一
条
宮
に
住
む
若
宮
は
、
女
三
の
宮
が
斎
宮
の
潔
斎
所
に
入
る
こ
と
に
な
る
と
、
寂
し
く
な
り
お
気
の
毒
な
の
で
、
狭
衣
は
「
殿
に
預
け
た
て

ま
つ
り
で
む
」
と
母
堀
川
上
に
相
談
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
堀
川
上
は
、
女
三
の
宮
に
代
わ
り
退
下
し
た
女
一
の
宮
の
降
嫁
と
若
宮
の

後
見
と
い
う
嵯
峨
院
の
意
向
を
伝
え
て
い
る
。
若
宮
は
ま
だ
狭
衣
の
「
預
か
り
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
懐
い
た
若
宮
が
愛

し
い
我
が
子
で
あ
る
ゆ
え
に
、
狭
衣
を
見
こ
ん
だ
嵯
峨
院
の
意
向
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
嵯
峨
院
は
、
女
三
の
宮
が
無
理
に
な
っ
た

の
で
、
代
わ
り
に
女
一
の
宮
を
と
思
う
の
で
あ
り
、
狭
衣
を
念
頭
に
お
い
た
そ
の
方
針
に
変
更
は
な
い
。

斎
宮
女
三
の
宮
が
初
斎
院
に
入
る
に
及
ん
で
、
若
宮
は
正
式
に
狭
衣
の
「
預
か
り
」
と
な
っ
て
い
る
。

キ

ま
こ
と
、
斎
宮
は
寮
へ
渡
り
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
若
宮
は
い
と
ど
人
ず
く
な
に
も
の
さ
び
し
う
て
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
大
将
は
心
苦
し

く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
前
斎
院
の
ひ
と
り
住
み
の
心
細
き
に
よ
り
、
暖
峨
の
院
の
、
「
な
ほ
、
さ
な
が
ら
思
ひ
後
見
た
ま
へ
」
と
の
た

ま
は
す
れ
ば
、
大
殿
へ
も
渡
し
き
こ
え
た
ま
は
で
、
常
に
み
づ
か
ら
渡
り
た
ま
ふ
。
夜
な
ど
も
、
と
ま
り
た
ま
ふ
夜
な
夜
な
多
か
り
。
若

宮
も
見
っ
き
き
予
」
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、

い
み
じ
う
ま
と
は
し
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、

い
か
で
か
は
お
ろ
か
に
は
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
む
。

狭
衣
と
若
宮
を
め
ぐ
っ
て

一



四

ゃ
う
や
う
住
吉
の
里
に
も
な
り
ぬ
べ
か
め
り
。

（
巻
三
・
一
五
頁
）

嵯
峨
院
の
意
向
は
、
堀
川
上
が
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
以
前
と
同
じ
く
「
な
ほ
、
さ
な
が
ら
思
ひ
後
見
た
ま
へ
」
で
あ
っ
た
が
、
狭
衣
は
、
女

一
の
宮
降
嫁
の
受
諾
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
若
宮
を
「
預
か
り
」
た
い
の
は
や
ま
や
ま
な
の
で
、
自
身
が
一
条
宮
に
出
向
く
こ
と
を
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
結
婚
の
形
で
は
な
い
「
後
見
」
を
実
行
し
つ
つ
、
降
嫁
を
延
引
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
形
で
あ
っ
て
も
、

実
質
的
に
「
預
か
り
」
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

キ

月
日
の
過
ぐ
る
ま
ま
に
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
お
よ
す
げ
た
ま
ふ
若
宮
の
御
さ
ま
を
、
さ
す
が
に
よ
そ
の
物
と
見
な
し
た
ま
は
ず
。
か
く

契
り
深
く
て
我
が
物
に
預
か
り
た
ま
へ
る
を
な
ど
は
、

い
か
で
か
は
世
の
常
に
お
ぼ
し
な
さ
ん
。
「
こ
れ
よ
り
ほ
か
の
憂
き
世
の
慰
め
は
あ

る
ま
じ
か
り
け
る
身
に
こ
そ
」
と
、
思
ひ
知
ら
れ
た
ま
ふ
、
あ
は
れ
も
悔
し
さ
も
世
の
常
な
ら
ず
。

（
巻
三
・
一
七
頁
）

狭
衣
は
、
若
宮
を
「
我
が
物
に
預
か
り
た
ま
へ
る
」
と
し
て
い
る
。
女
三
の
宮
が
初
斎
院
に
入
る
に
及
ん
で
、
若
宮
は
正
式
に
狭
衣
の
「
預
か

り
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
堀
川
邸
で
の
袴
着
を
行
う
こ
と
も
で
き
た
わ
け
だ
が
（
コ
）
、
し
か
し
、
そ
の
後
男
皇
子
の
い
な
い

後
一
条
帝
側
で
若
宮
の
処
遇
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
狭
衣
と
若
宮
の
即
位
へ
の
道
筋
と
絡
ん
で
い
く
の
で
、
章
を
改

め
て
さ
ら
に
見
て
い
き
た
い
。

若
宮
即
位
へ
の
道
筋

物
語
は
、
天
照
神
の
神
託
に
よ
っ
て
狭
衣
の
即
位
が
実
現
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
若
宮
即
位
も
神
託
さ
れ
て
い
た
（
タ
）
。
若
宮
即
位
の
道

筋
は
、
ま
ず
後
一
条
帝
の
皇
嗣
不
在
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
否
定
的
な
形
だ
が
現
実
の
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
。

サ

御
年
も
や
う
や
う
三
十
に
余
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
女
宮
た
ち
だ
に
お
は
し
ま
さ
ぬ
を
明
け
暮
れ
の
御
嘆
き
に
て
、
「
嵯
峨
の
院
の
若
宮
を
な

ど
か
預
か
り
き
こ
え
ざ
り
け
む
。
さ
り
と
も
、
大
将
の
我
が
物
に
思
ひ
き
こ
え
た
る
も
う
ら
や
ま
し
く
、
げ
に
な
か
な
か
の
国
王
よ
り
は



め
で
た
き
人
の
よ
す
が
と
な
り
た
ま
へ
る
、
げ
に
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
。
み
づ
か
ら
の
有
様
も
た
だ
人
に
て
見
る
は
、
い
と
心
苦
し

う
あ
た
ら
し
き
心
地
す
る
に
、
ま
た
同
じ
さ
ま
に
て
立
ち
添
ひ
た
ま
へ
ら
む
よ
り
は
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
け
る
を
、
嵯
峨
の
院
に
も
聞
か

せ
た
ま
ひ
で
、
「
斎
院
の
御
扱
ひ
に
と
お
ぼ
し
て
こ
そ
譲
り
き
こ
え
し
か
。
そ
の
本
意
だ
が
ひ
に
し
か
ば
、
今
は
げ
に
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
ベ

か
り
し
か
ど
、
い
づ
れ
の
御
た
め
に
も
あ
り
が
た
き
心
の
ほ
ど
を
、
今
は
と
改
め
む
も
軽
々
し
き
ゃ
う
に
ぞ
あ
り
ぬ
ベ
き
。
い
で
、
さ
れ

ば
、
何
事
も
た
だ
さ
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
。
ま
し
て
帝
に
居
た
ま
ふ
べ
き
に
て
は
、
人
の
も
て
な
し
に
よ
り
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

さ
ら
で
、
な
ま
宮
腹
に
て
う
し
ろ
む
る
人
な
か
ら
む
よ
り
は
、
大
将
に
ま
か
せ
た
ら
む
に
あ
し
う
も
あ
ら
じ
」
な
ど
ぞ
の
た
ま
は
せ
け
る
。

（
巻
二
了
一
四
一
一
一
1
一
四
四
頁
）

後
一
条
帝
は
、
男
皇
子
が
い
な
い
ゆ
え
に
、
若
宮
に
注
目
し
て
い
る
。
現
在
い
る
男
皇
子
は
、
嵯
峨
院
一
の
宮
の
春
宮
だ
け
で
あ
る
。
若
宮
は

狭
衣
の
養
い
子
と
し
て
臣
籍
に
降
下
し
て
い
る
が
、
自
身
の
養
い
子
と
し
て
春
宮
に
立
て
た
い
と
後
一
条
帝
は
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
「
ま
た
同
じ
さ
ま
に
て
立
ち
添
ひ
た
ま
へ
ら
む
よ
り
は
」
に
な
る
。
「
同
じ
さ
ま
」
と
は
、
臣
下
の
狭
衣
と
同
じ
さ
ま
と
い
う
意
で
あ
り
、

若
宮
が
「
た
だ
人
」
で
い
る
よ
り
も
、
自
分
の
元
に
い
る
方
が
将
来
の
春
宮
位
も
望
め
て
ま
し
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
思
案
は
、
実
現

可
能
で
あ
り
、
皇
嗣
不
在
の
状
況
で
は
最
善
の
方
策
に
も
な
る
。
し
か
し
、
嵯
峨
院
が
そ
の
方
策
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
一
条
帝
の
望

み
は
断
た
れ
て
い
る
。
引
用
部
後
半
の
嵯
峨
院
の
言
葉
は
物
語
に
お
い
て
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

嵯
峨
院
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
し
て
、
斎
院
女
一
の
宮
と
の
婚
儀
が
な
い
現
在
、
「
預
か
り
」
を
解
消
し
て
も
構
わ
な
い
と
の
判
断
を
一

応
下
し
て
い
る
。
「
預
か
り
」
は
解
消
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
さ
ま
否
定
さ
れ
て
い
る
。
狭
衣
の
「
い
づ
れ
の
御
た
め
に

も
あ
り
が
た
き
心
の
ほ
ど
」
を
感
じ
る
と
、
解
消
す
る
の
は
軽
々
し
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
皇
位
継
承
は
「
人
の
も
て
な
し
に
よ
り

た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
判
断
し
て
お
り
、
人
為
で
ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
な
く
、
神
意
に
拠
る
も
の
だ
と
す
る
。
も
し
、
若
宮
が
後

lま 一
条
帝
の
養
い
子
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
嵯
峨
院
一
の
宮
の
春
宮
が
即
位
の
後
に
立
坊
し
、
さ
ら
に
帝
位
に
就
く
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
物
語
で

一
条
院
統
と
嵯
峨
院
統
で
の
皇
位
の
交
替
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
嵯
峨
院
一
の
宮
の
春
宮
が
帝
位
に
つ
き
、
男

狭
衣
と
若
宮
を
め
ぐ
っ
て

二
五



一一ムハ

皇
子
が
誕
生
す
れ
ば
、
そ
の
春
宮
位
は
目
に
見
え
て
く
る
。
外
祖
父
に
な
る
の
は
堀
川
関
白
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
若
宮
の
立
坊
は
あ
や
し
く

な
る
。
だ
か
ら
、
若
宮
を
後
一
条
帝
の
養
い
子
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
帝
位
に
就
く
運
命
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
す
る
の
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
し
て
、
も
し
帝
位
が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
、
「
な
ま
宮
腹
に
て
う
し
ろ
む
る
人
な
か
か
ら
む
よ
り
は
、
大
将
に
ま
か
せ
た
ら
む
に
あ
し
う

も
あ
ら
じ
」
と
し
て
、
若
宮
は
狭
衣
の
「
預
か
り
」
の
ま
ま
で
い
い
と
の
最
終
判
断
を
下
し
て
い
る
。
嵯
峨
院
の
最
終
判
断
は
、
こ
う
し
た
予

見
性
に
拠
っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
が
、
さ
ら
に
巧
ん
だ
か
ど
う
か
は
不
明
な
が
ら
、
結
果
的
に
若
宮
を
後
一
条
帝
の
皇
嗣
候
補
者
か
ら
除
外

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
皇
統
を
牽
制
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

若
宮
世
嗣
問
題
は
後
一
条
帝
に
男
皇
子
が
誕
生
し
な
い
こ
と
が
改
め
て
問
題
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
再
燃
し
て
い
く
が
、
こ
こ
に
触
れ
る
前
に
、

先
の
引
用
部
か
ら
狭
衣
即
位
に
か
か
わ
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

後
一
条
帝
は
、
狭
衣
を
「
な
か
な
か
の
国
王
よ
り
は
め
で
た
き
人
」
と
捉
え
、
「
（
狭
衣
）
み
づ
か
ら
の
有
様
も
た
だ
人
に
て
見
る
は
、

しミ

と

心
苦
し
う
あ
た
ら
し
き
心
地
」
が
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
対
し
て
、
集
成
本
の
頭
注
で
は
、
「
帝
の
言
葉
の
中
に
、
こ
う
し
た
言
辞
の

見
え
る
こ
と
は
、
物
語
の
終
り
巻
四
後
半
｜
に
狭
衣
が
帝
位
に
聞
く
事
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の

通
り
で
あ
ろ
う
。
後
一
条
帝
の
皇
嗣
不
在
と
か
か
わ
っ
て
狭
衣
即
位
も
示
唆
的
に
暗
示
さ
れ
る
時
点
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

狭
衣
自
身
は
、
女
一
の
宮
の
処
遇
と
後
一
条
帝
の
後
継
問
題
を
当
面
解
決
す
る
方
策
と
し
て
、
女
一
の
宮
の
後
一
条
帝
入
内
を
提
案
し
、
そ

れ
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
（
シ
）
。
こ
の
方
策
は
、
女
一
の
宮
を
慰
め
る
役
目
を
負
っ
て
い
た
若
宮
を
自
由
に
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
狭
衣
に

と
っ
て
若
宮
を
自
邸
に
引
き
取
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
女
一
の
宮
に
男
皇
子
が
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
若

宮
世
嗣
問
題
は
再
燃
す
る
。
次
は
後
一
条
帝
が
堀
川
関
白
に
語
る
段
で
あ
る
。

セ

「
命
も
宿
世
も
尽
き
に
た
る
心
地
の
す
る
を
、
知
ら
ず
顔
に
て
の
み
過
ぐ
し
て
、
こ
の
世
を
別
れ
ざ
ら
む
こ
と
の
、
罪
深
う
口
惜
し
か
る

べ
き
を
、
大
将
の
預
か
り
の
若
宮
、
た
だ
人
に
な
さ
む
の
本
意
深
し
と
聞
き
し
か
ど
、
機
株
に
く
く
ま
れ
た
ま
へ
る
女
帝
に
譲
り
お
き
、

J
b
1レ
仲
同
、

一
世
の
源
氏
の
位
に
即
く
例
を
尋
ね
て
、
年
高
う
な
り
た
ま
へ
る
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
坊
に
居
む
よ
り
は
、
あ
へ
な
む
と
こ



そ
思
ふ
は
、

い
か
が
。
さ
の
み
言
ひ
っ
つ
位
を
惜
し
む
と
も
、
限
り
の
命
の
程
は
心
に
も
か
な
ふ
べ
き
な
ら
ぬ
を
見
る
折
に
、
な
ほ
一
日

に
で
も
心
の
ど
か
な
る
さ
ま
に
も
な
り
な
ま
ほ
し
く
な
む
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、
い
か
が
は
、
ふ
と
、
よ
き
こ
と
、
と
し
も
お
ぼ
さ
れ

む

（
巻
四
・
三
O
七
頁
）

後
一
条
帝
が
、
「
大
将
の
預
か
り
の
若
宮
、
た
だ
人
に
な
さ
む
の
本
意
深
し
と
聞
き
し
か
ど
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
先
の
サ
の
部
分
を
指
し
て

い
る
。
嵯
峨
院
の
意
向
の
確
認
に
な
る
が
、
言
い
さ
し
た
形
に
な
る
こ
と
で
、
暗
に
自
身
の
皇
嗣
と
し
た
い
こ
と
を
述
べ
て
も
い
る
。
女
一
の

宮
は
入
内
し
て
中
宮
と
な
り
、
女
宮
を
生
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
女
宮
を
「
女
帝
」
と
す
る
案
や
、
堀
川
関
白
を
皇
籍
に
戻
し
即
位
さ
せ
る
案

を
言
い
つ
つ
、
若
宮
即
位
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
命
も
宿
世
も
尽
き
に
た
る
心
地
」
が
す
る
と
い
う
後
一
条
帝
の
言
葉
は
、
後

嗣
問
題
の
切
実
さ
を
提
示
し
て
い
よ
う
。

関
白
は
、
こ
の
会
見
で
若
宮
が
後
一
条
帝
の
皇
嗣
と
な
る
件
を
承
知
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
う
ち
う
ち
に
は
、
若
宮
の
御
宿
世
の
、
い
と
か
た

じ
け
な
か
り
け
る
こ
と
、
と
も
て
か
し
づ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
（
巻
四
・
三
O
八
頁
）
と
あ
る
の
で
こ
の
点
は
確
認
さ
れ
る
。
伝
え
聞
い
た

狭
衣
は
、
「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
と
聞
き
た
ま
へ
ど
、
い
か
で
か
、
さ
も
聞
こ
え
た
ま
は
む
」
（
同
）
と
の
反
応
を
見
せ
て
い
る
。
狭
衣
に
と
っ

て
は
、
「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
を
口
外
す
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。
「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
す
る
言

辞
は
以
下
に
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

後
一
条
帝
の
決
断
に
対
し
て
、
今
度
は
嵯
峨
院
の
反
対
は
な
い
。
「
嵯
峨
の
院
に
も
、
お
ぼ
し
離
れ
に
し
方
様
の
こ
と
な
れ
ど
、
な
の
め
に
も

い
か
で
か
は
お
ぼ
さ
れ
む
」
（
巻
四
・
一
二
一
一
頁
）
と
さ
れ
、
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
若
宮
の
立
坊
が
確
実
に
見
え
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
先
に

反
対
し
た
時
点
か
ら
物
語
で
は
短
く
は
な
い
三
年
と
い
う
時
間
の
経
過
が
あ
る
。
我
が
子
と
信
じ
る
若
宮
の
春
宮
位
が
目
前
に
な
れ
ば
、
狭
衣

へ
の
「
預
か
り
」
は
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
嵯
峨
院
は
、
先
に
ツ
と
し
て
引
用
し
た
箇
所
に
な
る
が
、
狭
衣
即
位
後

に
藤
査
所
生
の
皇
子
が
誕
生
し
、
若
宮
立
坊
を
危
ぶ
む
噂
に
対
し
て
、
「
嵯
峨
の
院
に
は
、
げ
に
、
い
か
が
と
聞
か
せ
た
ま
ふ
ぞ
を
こ
が
ま
し
き

や
」
（
巻
四
・
三
三
三
貰
）
と
さ
れ
、
同
じ
杷
憂
を
感
じ
て
い
る
。
嵯
峨
院
の
あ
り
方
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

狭
衣
と
若
宮
を
め
ぐ
っ
て

七



人

物
語
は
、
狭
衣
の
若
宮
「
預
か
り
」
を
解
消
し
て
、
後
一
条
帝
の
皇
嗣
に
す
る
動
き
と
な
る
が
、
天
照
神
が
神
託
と
い
う
形
で
介
入
し
、
そ

れ
を
阻
止
す
る
展
開
と
な
る
。

タ

「
①
大
将
は
、
顔
か
た
ち
、
身
の
才
よ
り
は
じ
め
、
こ
の
世
に
は
過
ぎ
て
、
た
だ
人
に
で
あ
る
、
か
た
じ
け
な
き
宿
世
、
有
様
な
め
る
を
、

公
の
知
り
た
ま
は
で
あ
れ
ば
、
世
は
悪
し
き
な
り
。
②
若
宮
は
、
そ
の
次
々
に
て
、
行
末
こ
そ
知
り
た
ま
は
め
。
親
を
た
だ
人
に
て
、
帝

に
居
た
ま
は
む
こ
と
は
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
さ
ら
で
は
、
公
の
御
た
め
い
と
悪
し
か
り
な
む
。
③
や
が
て
、

一
度
に
位
を
譲
り
た

ま
ひ
て
ば
、
御
命
も
長
く
な
り
た
ま
ひ
な
む
。
こ
の
よ
し
を
夢
の
う
ち
に
も
た
び
た
び
知
ら
せ
た
て
ま
つ
れ
ど
、
な
ほ
心
得
た
ま
は
ぬ
に

や
L一一

（
巻
四
・
一
二
一
一
頁
）

天
照
神
の
神
託
は
三
点
に
押
さ
え
ら
れ
よ
う
。

一
つ
は
狭
衣
の
即
位
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
、
先
の
サ
で
確
認
し
た
後
一
条
帝
の
発
想
と
同
じ

く
、
そ
の
美
質
の
確
認
で
あ
る
。
狭
衣
即
位
は
、
現
春
宮
の
即
位
で
当
面
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
実
現
さ
れ
な
く
て
い
い
こ
と
で
あ
る
。

現
春
宮
に
皇
嗣
が
誕
生
す
れ
ば
、
問
題
は
ま
っ
た
く
残
ら
な
い
。
後
一
条
帝
の
系
統
が
断
た
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
皇
位
継
承
を
脅
か
す
も
の
で

は
な
い
。
狭
衣
即
位
の
問
題
は
、
狭
衣
に
即
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

一
方
で
は
若
宮
の
処
遇
に
関
し
て
生
じ
た
事
態
に
も
な
る
。

若
宮
即
位
が
予
言
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

こ
の
予
言
は
、
二
番
目
の
神
託
に
な
り
、
若
宮
の
「
そ
の
次
々
」
の
聞
位
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「
親
を
た
だ
人
に
て
、
帝
に
居
た
ま
は
む

こ
と
は
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
」
で
あ
る
。
若
宮
即
位
は
皇
統
の
秩
序
を
乱
す
も
の
で
あ
り
、
父
を
帝
と
し
な
い
帝
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
で
は
源
氏
物
語
の
光
源
氏
と
冷
泉
帝
に
な
っ
て
し
ま
う
。
皇
統
の
次
第
を
誤
つ
て
な
ら
な
い
こ
と
が
神
託
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
、
後
一
条
帝
の
方
針
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
。

三
番
目
は
後
一
条
帝
の
す
み
や
か
な
譲
位
と
狭
衣
即
位
が
あ
れ
ば
、
後
一
条
帝
の
命
は
安
泰
で
あ
る
と
す
る
。
後
一
条
帝
に
と
っ
て
は
嬉
し

い
神
託
と
な
ろ
う
。

天
照
神
の
神
託
は
、
計
ら
ず
も
若
宮
の
「
預
か
り
」
を
継
続
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
。
後
一
条
帝
の
す
み
や
か
な
譲
位
と
狭
衣
即
位
と
が



実
現
さ
れ
れ
ば
、
若
宮
皇
嗣
問
題
は
不
聞
に
付
さ
れ
る
。
人
々
は
、
「
若
宮
の
御
事
を
ぞ
、
誰
も
心
得
ず
あ
や
し
う
お
ぼ
し
け
る
」
（
巻
四
・
三

一
一
一
頁
）
と
さ
れ
事
の
真
相
と
神
託
の
真
意
に
気
づ
か
な
い
。
狭
衣
・
現
春
宮
・
若
宮
の
順
に
皇
位
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
何
の
矛
盾
も
感
じ
て

い
な
い
。
今
は
狭
衣
の
「
預
か
り
」
と
し
て
若
宮
が
臣
籍
降
下
し
て
い
る
が
、
狭
衣
聞
位
の
あ
か
つ
き
に
は
、
そ
の
第
一
皇
子
と
し
て
の
待
遇

に
な
ろ
う
。
嵯
峨
院
の
子
で
あ
る
の
で
、
実
父
も
養
父
も
帝
に
な
り
、
何
の
問
題
も
な
く
な
る
。
天
照
神
の
神
託
は
、
狭
衣
を
即
位
に
導
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
若
宮
を
狭
衣
の
「
預
か
り
」
と
し
て
継
続
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
即
位
も
予
言
さ
れ
た
若
宮
は
、
さ
ら
に

隠
さ
れ
た
実
父
と
の
擬
制
的
親
子
関
係
を
継
続
し
て
い
く
。
こ
の
次
第
は
、
「
狭
衣
物
語
』
が
新
た
に
獲
得
し
た
創
造
性
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

四

若
宮
即
位
の
予
祝
性
と
源
氏
物
語
引
用

若
宮
は
天
照
神
の
神
託
に
よ
っ
て
そ
の
即
位
が
予
言
さ
れ
た
が
、
実
は
、
そ
の
出
生
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
即
位
は
予
祝
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
扱
う
の
は
、
現
実
問
題
と
し
て
の
即
位
へ
の
道
筋
で
は
な
く
、
示
唆
的
暗
示
的
な
予
祝
性
で
あ
る
。

不
義
の
子
と
し
て
誕
生
し
た
若
宮
に
、
偽
り
の
母
と
な
っ
た
皇
太
后
宮
は
、
次
の
よ
う
に
独
詠
し
て
い
た
。

雲
居
ま
で
生
ひ
の
ぼ
ら
な
む
種
ま
き
し
人
も
尋
ね
ぬ
峰
の
若
松

こ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
予
祝
性
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
触
れ
、
別
稿
で
も
論
じ
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
願
い
た
い
が
、
集
成
本
頭
注
が
「
雲

ア

（
巻
二
・
一
八
一
頁
）

居
に
届
く
ま
で
も
｜
帝
位
に
即
く
ま
で
に
ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
て
昇
り
つ
め
て
欲
し
い
も
の
よ
」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
だ
け
確
認
し
て
お
き

た
い
。
若
宮
の
予
祝
性
を
こ
こ
で
は
狭
衣
側
か
ら
捉
え
て
お
き
た
い
。

狭
衣
は
若
宮
を
出
産
し
て
か
ら
女
二
の
宮
が
出
家
し
た
こ
と
を
聞
い
て
惇
然
と
し
、

一
条
宮
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
寝
所
に
侵
入
す
る
も
の

の
、
そ
の
気
配
に
い
ち
早
く
気
づ
い
た
女
二
の
宮
は
そ
の
場
を
逃
れ
、
狭
衣
は
空
し
く
退
散
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
「
若
宮
の
寝
お
び

狭
衣
と
若
宮
を
め
ぐ
っ
て

九



。

れ
た
ま
ひ
て
俄
に
泣
き
」
は
じ
め
た
声
を
聞
い
て
次
の
よ
う
に
独
詠
し
て
い
た
。

知
ら
ざ
り
し
葦
の
迷
ひ
の
鶴
の
音
を
雲
の
上
に
や
聞
き
わ
た
る
べ
き

イ

（
巻
二
・
一
九
九
頁
）

若
宮
を
我
が
子
と
し
て
認
知
で
き
ず
、
嵯
峨
帝
の
皇
子
と
し
て
し
ま
っ
た
後
悔
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
知
ら
ざ
り
し
」
と
は
我
が
子
と
は
知

ら
な
か
っ
た
意
で
あ
り
、
「
葦
の
迷
ひ
」
は
こ
れ
以
前
に
用
例
は
な
い
よ
う
だ
が
、
女
二
の
宮
と
の
密
通
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
「
鶴
の
音
」
は
、

子
供
の
声
の
例
え
と
な
る
歌
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
縁
語
と
し
て
「
葦
」
と
「
雲
一
の
上
」
が
あ
る
。
「
雲
の
上
」
は
鶴
が
飛
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
と
と

も
に
、
宮
中
も
指
示
し
て
い
る
。
皇
子
と
し
て
出
生
し
た
の
で
、
若
宮
の
居
る
と
こ
ろ
は
「
雲
の
上
」
で
あ
る
。
鶴
の
鳴
き
声
を
「
雲
の
上
」

に
聞
く
意
と
、
若
宮
の
泣
き
声
を
「
宮
中
」
で
聞
く
意
を
重
ね
て
い
る
。
総
じ
て
は
、
不
義
の
子
と
し
て
誕
生
し
た
若
宮
を
我
が
子
と
し
え
な

い
後
悔
が
詠
ま
れ
た
と
一
応
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
後
悔
の
念
と
と
も
に
若
宮
の
声
を
「
雲
の
上
」
に
聞
く
と
す
る
と
こ
ろ
に

予
祝
性
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
光
源
氏
は
、
藤
壷
が
立
后
し
て
参
内
す
る
際
に
、
藤
査
へ
の
思
い
と
、
や
は
り
我
が
子

と
な
し
え
な
い
不
義
の
子
冷
泉
へ
の
思
い
を
重
ね
て
次
の
よ
う
に
独
詠
し
て
い
た
。

尽
き
も
せ
ぬ
心
の
闇
に
く
る
る
か
な
雲
居
に
人
を
見
る
に
つ
け
て
も

（
紅
葉
賀
巻
三
四
八
頁
）

「
心
の
闇
」
は
、
周
知
の
歌
「
人
の
親
の
心
は
間
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
（
後
撰
集
・
雑
一
・
一
一

O
二
・
兼
輔
）

を
引
歌
と
し
て
、
子
へ
の
思
い
を
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
藤
壷
へ
の
満
た
さ
れ
な
い
思
い
も
含
ま
れ
よ
う
。
「
細
流
抄
』
は
「
心
の
聞
は
若
宮
な

り
。
雲
井
に
人
を
は
藤
査
な
り
」
と
分
け
て
考
え
て
い
る
が
、
歌
全
体
に
両
者
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
壷
は
立
后
し
て
参
内
し

て
お
り
、
自
分
は
「
雲
居
に
人
を
見
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
藤
査
は
遠
く
の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
思
い
で
あ
る
が
、
冷
泉
も
我
が

子
で
は
な
く
帝
の
子
と
な
る
の
で
同
じ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
で
、
狭
衣
詠
の
引
歌
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
光
源
氏
詠
に
も
予
祝
性
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
冷
泉
は
、
後
に

即
位
し
て
冷
泉
帝
と
な
る
が
、
「
紅
葉
賀
」
巻
で
は
す
で
に
桐
壷
帝
が
そ
の
事
態
を
念
じ
て
い
た
。
冷
泉
は
、
文
字
通
り
「
雲
居
の
人
（
帝
）
」

に
な
っ
て
い
る
。
光
源
氏
詠
の
「
雲
居
に
人
を
見
る
」
は
、
意
憾
の
思
い
だ
が
、
す
で
に
予
言
も
あ
る
の
で
、
将
来
の
帝
位
が
暗
に
予
祝
さ
れ



て
い
た
と
取
れ
る
。
狭
衣
詠
の
「
雲
の
上
に
や
聞
き
わ
た
る
べ
き
」
も
同
じ
事
情
が
指
摘
で
き
よ
う
。
「
紅
葉
賀
」
巻
は
不
義
の
子
の
誕
生
を
主

題
化
し
て
い
た
が
、
『
狭
衣
物
語
』
は
若
宮
の
五
十
日
の
祝
の
段
で
、
大
き
く
そ
の
主
題
性
と
表
現
と
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
次
第
は
先
の
別

稿
で
扱
っ
た
が
、
冷
泉
帝
即
位
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
出
発
し
て
い
る
「
狭
衣
物
語
」
に
お
い
て
、
狭
衣
詠
は
光
源
氏
詠
を
引
用
す
る
こ
と
で
、

若
宮
即
位
も
暗
に
予
祝
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
天
照
神
の
神
託
で
示
さ
れ
た
若
宮
即
位
の
予
言
は
、
そ
の
出
生
時
か
ら
の
道
筋
の
実

現
で
も
あ
っ
た
。

む
す
ぴ

以
上
、
若
宮
造
型
の
特
徴
と
な
る
「
預
か
り
」
と
な
る
次
第
と
、
帝
位
へ
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
き
た
。
若
宮
造
型
の
始
発
に
お
い
て
、
「
紅
葉

賀
」
巻
が
引
用
さ
れ
た
こ
と
で
冷
泉
帝
の
位
相
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
狭
衣
が
我
が
子
で
あ
り
な
が
ら
「
預
か
り
」
と
な
る
こ
と

で
、
冷
泉
帝
の
あ
り
方
を
異
化
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
こ
の
物
語
独
自
の
創
造
性
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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