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は
じ
め
に

『
狭
衣
物
語
』に
は
二
人
の
一
品
の
宮
が
登
場
す
る
。
一
人
は
一
条
院
の
姫
宮
で
狭

衣
北
の
方
、
も
う
一
人
は
狭
衣
の
実
娘
で
、
平
中
納
言
の
女
で
あ
る
飛
鳥
井
を
母
と

す
る
。
こ
の
姫
君
は
一
条
院
の
一
品
の
宮
（
以
下
「
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）」
と
す
る
）
に
引

き
取
ら
れ
、
狭
衣
即
位
の
後
に
一
品
の
宮
に
叙
さ
れ
る
（
以
下
「
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）」
と

す
る
）。

母
飛
鳥
井
の
『
源
氏
物
語
』
引
用
の
研
究
が
深
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
娘
の

一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
の
引
用
研
究
は
意
外
と
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
飛
鳥
井

と
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
に
関
わ
る
『
源
氏
物
語
』
引
用
を
捉
え
返
し
な
が
ら
、『
狭
衣
物

語
』
の
目
指
し
た
も
の
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一
、
飛
鳥
井
の
「
夕
顔
」
取
り
・「
玉
鬘
」
取
り

『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
飛
鳥
井
は
出
会
い
に
於
い
て
夕
顔
（
十
一
番
・

十
二
番
）
と
、入
水
と
そ
の
後
生
き
延
び
て
の
想
い
に
関
わ
っ
て
は
浮
舟
（
三
十
四
番
・

五
十
九
番
・
六
十
八
番
・
七
十
七
番
・
九
十
番
・
九
十
一
番
・
九
十
二
番
）
と
集
中
し
て
番

わ
さ
れ
、
引
用
に
拠
る
類
似
性
は
顕
著
で
あ
る
。「
夕
顔
」
巻
と
の
関
係
は
「
典
拠
」

の
視
点
か
ら
土
岐
武
治
氏
が
、
系
図
・
哀
傷
歌
の
表
現
・
四
十
九
日
の
供
養
・
遺
児

に
対
す
る
光
源
氏
と
狭
衣
の
世
話
の
あ
り
さ
ま
な
ど
四
項
目
の
共
通
点
を
示
し
た①
。

さ
ら
に
、
星
山
健
氏
は
『
狭
衣
物
語
』
の
巻
一
・
巻
三
の
飛
鳥
井
物
語
に
関
わ
る
箇

所
、
つ
ま
り
、
飛
鳥
井
が
仁
和
寺
に
行
き
見
初
め
ら
れ
た
威
儀
師
に
盗
ま
れ
て
か
ら
、

失
踪
し
女
子
を
出
産
す
る
ま
で
の
時
間
の
流
れ
を
、「
帚
木
」「
夕
顔
」
の
時
間
の
流

れ
の
反
転
で
あ
る
と
し
、
単
な
る
詞
章
レ
ベ
ル
の
引
用
に
留
ま
ら
ず
、
構
成
そ
の
も

の
に
大
き
く
関
わ
る
と
す
る②
。

上
京
す
る
ま
で
の
玉
鬘
に
は
和
歌
の
作
詠
が
な
い
た
め
に
『
物
語
二
百
番
歌
合
』

の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
土
岐
武
治
氏
は
、
肥
後
で
の
玉
鬘
へ
の
求
婚
譚
と

式
部
大
夫
道
成
に
飛
鳥
井
が
盗
み
出
さ
れ
る
く
だ
り
や
、
長
谷
寺
の
本
尊
十
一
面
観

世
音
の
御
利
益
に
よ
っ
て
玉
鬘
が
母
夕
顔
に
仕
え
た
右
近
に
邂
逅
し
た
こ
と
と
飛
鳥

井
が
虫
明
の
千
手
観
音
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
く
だ
り
に
典
拠
関
係
を
認
め
る③
。

詞
章
の
比
較
に
留
ま
ら
ず
類
似
の
場
面
設
定
ま
で
拡
大
す
る
と
、
飛
鳥
井
と
夕
顔

の
遺
児
玉
鬘
の
共
通
点
も
見
い
だ
せ
る
。

ま
ず
一
つ
め
が
、
飛
鳥
井
入
水
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
唐
伯
」
と
い
う
地
名
で

あ
る
。
道
成
に
同
道
さ
れ
た
飛
鳥
井
は
舟
中
「
ひ
き
被
き
て
臥
し
」（
巻
一
①
一
三
五
）

て
過
ご
し
、
実
景
の
描
写
は
一
切
な
い
ま
ま
入
水
す
る
ま
で
の
旅
が
描
か
れ
る
。
舟

に
乗
せ
ら
れ
て
以
来
、
人
々
の
会
話
に
摂
津
の
「
鳥
飼
」・「
江
口
」（
同
一
三
四
）
の

名
を
聞
き
、「
海
」
に
入
る
こ
と
の
み
を
考
え
続
け
て
（
同
一
四
三
・
一
四
九
）、「
虫
明

の
瀬
戸
へ
来
よ
」（
巻
一
①
一
五
一
）
の
舟
歌
か
ら
都
を
遠
く
離
れ
て
備
前
ま
で
来
た

と
知
る
。
道
成
が
我
が
主
人
と
誇
示
し
た
狭
衣
が
自
分
の
通
い
人
だ
と
知
っ
た
飛
鳥

井
は
、実
は
ま
だ
唐
泊
で
あ
る
と
も
知
ら
ず
入
水
を
図
る
。「
虫
明
の
瀬
戸
」
と
言
い

『
狭
衣
物
語
』
飛
鳥
井
と
一
品
の
宮
母
子
の
物
語

―
『
源
氏
物
語
』
引
用
を
基
点
に

―

野　

村　
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子
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な
が
ら
「
唐
伯
」
で
入
水
し
た
こ
と
は
、
道
成
の
報
告
（
巻
二
①
二
五
〇
）
か
ら
も
間

違
い
が
な
い
。

「
虫
明
の
瀬
戸
」
と
「
唐
泊
」
の
齟
齬
に
つ
い
て
、小
町
谷
照
彦
氏
は
「
虫
明
の
瀬

戸
」
は
「
む
さ
け
の
せ
と
」
の
形
で
、
和
歌
に
詠
ま
れ
、
都
人
に
と
っ
て
既
知
の
地

名
と
さ
れ
る④
。
高
野
瀬
恵
子
氏
は
、「
虫
明
の
瀬
戸
」
と
聞
い
て
入
水
し
た
が
、
当
時

の
貴
族
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
て
新
鮮
味
の
あ
る
「
虫
明
の
瀬
戸
」
で
の
入

水
と
い
う
設
定
が
、『
源
氏
物
語
』
に
な
い
新
鮮
さ
と
「
水
底
に
沈
む
女
」
の
伝
統
的

な
パ
タ
ー
ン
を
融
合
さ
せ
て
「
飛
鳥
井
物
語
」
を
成
功
さ
せ
た
と
さ
れ
る⑤
。
ま
た
、

桜
井
宏
徳
氏
は
、「
虫
明
の
瀬
戸
」
は
「
逢
瀬
」
を
連
想
さ
せ
る
「
瀬
」
を
含
む
こ
と

に
意
味
が
あ
り
、「
唐
泊
」
は
「
唐
」
あ
る
い
は
「
韓
」
が
日
本
と
の
距
離
感
を
喚
起

し
、
狭
衣
と
引
き
裂
か
れ
た
絶
望
的
な
心
理
的
距
離
を
象
徴
す
る
と
い
う⑥
。

「
虫
明
の
瀬
戸
」
と
「
唐
泊
」
の
二
つ
の
地
名
が
錯
綜
す
る
た
め
に
見
え
に
く
く

な
っ
て
い
る
が
、「
唐
泊
」
で
あ
る
こ
と
は
「
玉
鬘
」
引
用
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

玉
鬘
は
都
で
生
ま
れ
、
母
夕
顔
の
行
方
不
明
後
乳
母
一
家
に
擁
護
さ
れ
て
九
州
に

下
向
、
成
人
の
後
肥
後
の
大
夫
督
の
求
婚
を
回
避
し
て
上
京
す
る
が
、
旅
の
記
録
は

「
松
浦
の
宮
」（
玉
鬘
③
一
〇
〇
）、「
浮
島
」（
同
）「
ひ
び
き
の
灘
」（
同
）、「
川
尻
」（
同

③
一
〇
一
）
と
、乳
母
一
家
に
よ
る
和
歌
作
詠
も
重
ね
て
描
か
れ
る
。
瀬
戸
内
海
の
旅

に
不
安
が
あ
っ
た
が
、「
唐
泊
」
に
は
都
近
く
に
辿
り
着
い
た
感
慨
が
込
め
ら
れ
る
。

「
川
尻
と
い
ふ
所
近
づ
き
ぬ
」
と
言
ふ
に
ぞ
、
す
こ
し
生
き
出
づ
る
心
地
す
る
。

例
の
、
舟
子
ど
も
、「
唐
泊
よ
り
川
尻
お
す
ほ
ど
は
」
と
う
た
ふ
声
の
情
な
き
も

あ
は
れ
に
聞
こ
ゆ
。 

（
同
）

唐
伯
よ
り
も
都
に
近
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
光
源
氏
が
過
ご
し
た
明
石
や
須
磨
の
名

が
見
え
な
い
ま
ま
、
突
如
京
の
「
九
条
」（
同
③
一
〇
二
）
に
地
名
は
飛
ぶ
。

一
方
、
唐
泊
ま
で
の
飛
鳥
井
の
意
識
に
も
「
須
磨
」「
明
石
」
の
名
は
な
い
。、
突

然
耳
に
入
っ
た
「
虫
明
の
瀬
戸
」
は
（
播
磨
の
唐
泊
よ
り
遠
く
）
摂
津
を
西
に
越
え
、

畿
外
の
地
で
あ
り
、
狭
衣
の
い
る
都
か
ら
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
方
、
西
か
ら

都
を
目
指
し
て
東
上
す
る
玉
鬘
一
行
に
と
っ
て
、
こ
こ
唐
伯
は
畿
内
は
間
も
な
く
と

い
う
安
堵
に
胸
撫
で
下
ろ
す
地
で
あ
っ
た
。
都
と
九
州
の
間
に
あ
っ
て
、
都
と
の
心

的
距
離
を
確
認
す
る
地
で
あ
っ
た
と
の
意
味
づ
け
は
、
や
は
り
「
玉
鬘
」
引
用
あ
っ

て
の
も
の
で
あ
る
。

一
方
、「
須
磨
」
の
地
は
「
光
源
氏
」
の
名
と
と
も
に
、
後
に
狭
衣
が
飛
鳥
井
の
遺

詠
を
記
し
た
扇
を
見
た
場
面
で
明
示
さ
れ
る
。

　
　

唐
泊
底
の
藻
屑
も
流
れ
し
を
瀬
々
の
岩
間
も
た
づ
ね
て
し
が
な

か
ひ
な
く
と
も
、
な
ほ
か
の
跡
の
白
波
を
見
る
わ
ざ
も
が
な
と
思
せ
ど
も
、
心

に
ま
か
せ
ぬ
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
い
か
が
は
。
光
源
氏
の
須
磨
の
浦
に
し
ほ
た

れ
わ
び
た
ま
ひ
け
ん
さ
へ
ぞ
、
う
ら
や
ま
し
う
思
さ
れ
け
る
。 （
巻
二
①
二
五
四
）

飛
鳥
井
入
水
の
現
地
で
あ
る
唐
泊
に
赴
き
た
く
と
も
都
の
日
常
に
束
縛
さ
れ
て
叶

う
こ
と
は
な
い
我
が
身
に
比
し
て
、
た
と
え
流
謫
で
あ
っ
て
も
「
須
磨
」
に
赴
く
こ

と
の
で
き
た
光
源
氏
を
羨
望
す
る
狭
衣
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
る⑦
。（
光
源
氏
が
自
発
的

に
赴
い
た
「
須
磨
」
の
み
が
明
記
さ
れ
「
明
石
」
の
名
を
出
さ
な
い
と
こ
ろ
に
、後
半
部
で
明

石
の
母
子
引
用
を
全
面
に
せ
り
出
す
効
果
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
穿
ち
す
ぎ
か
。）

の
ち
に
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
の
存
在
が
世
に
知
ら
れ
、
飛
鳥
井
の
素
性
を
知
っ
た
道

成
が
大
宰
の
大
弐
と
な
っ
て
下
向
す
る
途
に「
言
忌
」も
憚
ら
ず
作
詠
し
た
地
が「
唐

泊
」
で
あ
る
。

帰
り
こ
し
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
唐
泊
い
づ
ら
な
が
れ
し
人
の
行
方
は

 

（
巻
四
②
三
九
三
）

異
文
を
含
め
た
本
文
の
微
妙
な
対
応
関
係
も
認
め
つ
つ
、
小
町
谷
照
彦
氏
は
、『
狭

衣
物
語
』
の
特
徴
と
い
え
る
「
射
程
の
長
い
語
の
連
関
と
い
う
方
法
」
が
、
認
め
ら

れ
、
道
成
は
巻
二
の
狭
衣
の
歌
に
追
和
す
る
形
で
飛
鳥
井
を
失
っ
た
嘆
き
を
詠
ん
だ

と
さ
れ
る⑧
。

類
似
点
の
二
つ
め
は
、
都
か
ら
隔
た
っ
た
寺
院
で
の
情
報
伝
達
の
場
面
で
、
紀
伊
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粉
河
寺
で
狭
衣
が
飛
鳥
井
の
存
命
を
知
る
過
程
と
、
大
和
長
谷
寺
で
夕
顔
に
仕
え
た

右
近
が
遺
児
の
玉
鬘
に
邂
逅
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」
は
、
亡
き
夕
顔
が
存
命
な
ら
ば
と
光
源
氏
が
追
憶
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
動
す
る
。
か
つ
て
夕
顔
に
仕
え
た
右
近
は
、「
は
し
た
な
き
ま
じ
ら
ひ
の

つ
き
な
く
な
り
ゆ
く
身
を
思
ひ
悩
み
て
」（
玉
鬘
③
一
〇
六
）
と
自
身
の
身
の
処
し
方

に
悩
ん
で
長
谷
寺
に
参
詣
す
る
が
、
夕
顔
へ
の
追
慕
の
念
も
保
ち
続
け
て
い
た
。
そ

の
玉
鬘
は
上
京
し
た
も
の
の
実
父
内
大
臣
（
も
と
の
頭
中
将
）
に
接
近
す
る
手
立
て
も

な
く
初
瀬
に
詣
で
、
た
ま
た
ま
同
宿
し
た
右
近
の
「
記
憶
」
を
呼
び
さ
ま
す
。

…
こ
の
男
の
顔
見
し
心
地
す
。
…
と
、
呼
び
寄
す
る
女
を
見
れ
ば
、
ま
た
見
し

人
な
り
。
…
「
な
ほ
さ
し
の
ぞ
け
。
我
を
ば
見
知
り
た
り
や
」
と
て
、
顔
を
さ

し
出
で
た
り
。 

（
玉
鬘
③
一
〇
六
〜
一
〇
八
）

「
視
覚
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
「
記
憶
」
が
、
遺
児
玉
鬘
と
の
再
会
を
果
た
す
。

し
か
し
、
光
源
氏
へ
の
連
絡
は
時
を
置
き
、
実
父
内
大
臣
と
の
再
会
に
は
さ
ら
に
時

間
を
要
す
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
玉
鬘
は
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
世
間
に
披
露
さ
れ

る
。一

方
、
飛
鳥
井
の
方
は
、
唐
泊
で
投
身
し
た
と
こ
ろ
を
兄
の
山
伏
に
救
わ
れ
て
京

に
戻
る
が
、
そ
の
情
報
は
狭
衣
に
は
届
か
な
か
っ
た
。

そ
の
狭
衣
は
、
源
氏
の
宮
へ
の
叶
わ
ぬ
想
い
か
ら
出
家
を
志
し
て
粉
河
寺
に
向
か

う
途
中
、
吉
野
川
を
舟
で
移
動
す
る
際
に
「
か
の
底
の
水
屑
」（
巻
二
①
二
九
七
）
を

思
い
出
し
、
そ
こ
か
ら
飛
鳥
井
の
縁
に
引
か
れ
始
め
る
。
粉
河
寺
で
の
狭
衣
と
山
伏

と
の
邂
逅
は
「
聴
覚
」
に
拠
る
。

三
昧
堂
の
方
に
、
い
み
じ
う
功
入
り
た
る
声
の
少
し
嗄
れ
た
る
し
て
、
千
手
経

を
ぞ
読
む
な
る
。「
菩
提
の
因
と
な
ら
ん
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
、中
に
耳
と
ま
り

た
ま
ふ
に
… 

（
巻
二
①
三
〇
〇
）

こ
の
場
面
の
直
前
、「
聞
く
人
み
な
し
み
入
り
て
悲
し
く
い
み
じ
き
に
、
さ
ば
か
り
の

あ
ら
あ
ら
し
き
修
行
者
ど
も
も
涙
を
流
し
た
り
」（
同
二
九
八
〜
二
九
九
）
と
狭
衣
の
読

経
の
声
の
す
ば
ら
し
さ
が
い
わ
れ
、
普
賢
菩
薩
の
示
現
さ
え
得
て
い
た
。
そ
の
狭
衣

の
心
を
惹
い
た
声
の
主
が
、
飛
鳥
井
の
兄
で
あ
っ
た⑨
。
一
旦
繋
が
り
か
け
た
飛
鳥
井

の
消
息
で
あ
る
が
、
翌
朝
早
く
山
伏
は
下
山
し
、
手
が
か
り
は
途
切
れ
る
。

右
近
も
狭
衣
も
参
詣
の
目
的
は
行
方
を
求
め
る
人
と
の
再
会
で
は
な
か
っ
た
。「
視

覚
」
に
呼
び
お
こ
さ
れ
た
記
憶
、
信
仰
に
よ
る
「
聴
覚
」
へ
の
興
趣
か
ら
、
思
い
も

掛
け
ず
行
方
を
失
っ
た
相
手
の
情
報
が
繋
が
る
。
右
近
は
そ
の
場
で
玉
鬘
と
直
接
再

会
で
き
た
が
、
狭
衣
と
飛
鳥
井
は
幾
重
に
も
重
な
る
偶
然
を
経
て
、
飛
鳥
井
の
死
後
、

し
か
も
「
形
見
」
の
姫
君
が
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
の
養
女
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
ひ
ね
っ

た
再
会
と
な
る
。

二
、
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
と
玉
鬘

飛
鳥
井
遺
児
と
玉
鬘
の
引
用
関
係
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
土
岐
武
治
氏
の
飛
鳥

井
の
夕
顔
引
用
を
ま
と
め
た
四
項
目
に
あ
げ
ら
れ
た
中
の
「
遺
児
に
対
す
る
光
源
氏

と
狭
衣
の
世
話
の
あ
り
さ
ま⑩
」
が
、
玉
鬘
と
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
に
関
わ
る
。
世
話
と

は
、
玉
鬘
の
裳
着
と
遺
児
の
姫
君
の
袴
着
の
儀
式
の
準
備
を
指
し
、
実
母
と
死
別
し

た
の
ち
実
父
と
の
再
会
が
叶
わ
な
い
ま
ま
他
家
の
養
女
と
な
り
、
世
間
が
実
の
父
娘

と
認
定
す
る
の
に
通
過
儀
礼
を
手
が
か
り
に
す
る
点
が
共
通
す
る
。
た
だ
し
厳
密
に

言
え
ば
、
光
源
氏
は
養
父
、
狭
衣
は
実
父
で
あ
り
、
ま
た
養
女
と
し
て
世
話
を
す
る

玉
鬘
を
ど
う
い
う
形
で
実
父
内
大
臣
に
返
す
か
を
考
え
る
光
源
氏
と
、
結
婚
相
手
の

一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
に
引
き
取
ら
れ
た
実
の
娘
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
狭
衣
、
と
い
う

大
き
な
差
異
が
あ
る
。

玉
鬘
は
「
玉
鬘
」
巻
で
上
京
の
後
、
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
世
間
に
広
め
ら
れ
る

が
、
早
く
か
ら
「
父
大
臣
に
も
知
ら
せ
や
し
て
ま
し
」（
胡
蝶
③
一
七
四
）
と
実
父
と

の
再
会
を
期
す
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
庶
子
と
信
じ
る
内
大
臣
か
ら
は
「
年
ご
ろ

音
に
も
聞
こ
え
ぬ
山
が
つ
の
子
」（
常
夏
③
二
三
六
）
と
蔑
視
さ
え
さ
れ
、
当
代
（
朱
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雀
）
の
尚
侍
出
仕
の
要
請
に
応
じ
二
三
歳
と
い
う
遅
い
年
齢
で
行
う
裳
着
の
儀
で
腰

結
い
役
を
依
頼
さ
れ
た
内
大
臣
が
、
よ
う
や
く
真
相
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
飛
鳥
井
の
遺
児
は
、
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
に
実
父
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
ぬ
ま

ま
生
後
百
日
で
ひ
き
と
ら
れ
る
。
玉
鬘
と
は
生
母
の
地
位
の
低
さ
が
共
通
し
、『
古
今

和
歌
集
』
の
「
あ
な
こ
ひ
し
今
も
見
て
し
か
山
が
つ
の
か
き
ほ
に
さ
け
る
山
と
な
で

し
こ
」（
巻
十
四
・
恋
四
・
六
九
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
比
喩
表
現
を
共
有
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
雨
夜
の
品
定
め
の
席
で
頭
中
将
（
の
ち
の
内
大
臣
）
が
光
源

氏
に
語
っ
た
、
夕
顔
の
和
歌
に
引
用
さ
れ
る
。

山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子
の
露

 

（
帚
木
①
八
二
）

二
〇
年
を
経
て
、
光
源
氏
も
内
大
臣
も
こ
の
歌
を
覚
え
て
お
り
、
語
り
手
の
発
言

に
、
父
内
大
臣
が
「
か
の
撫
子
を
忘
れ
た
ま
は
ず
」（
蛍
③
二
一
八
）
と
い
う
。
光
源

氏
は
玉
鬘
と
和
歌
を
贈
答
す
る
に
際
し
て
、「
山
賤
」
の
語
を
避
け
る
が
、
玉
鬘
は
自

ら
返
歌
に
詠
み
込
む
。

な
で
し
こ
の
と
こ
な
つ
か
し
き
色
を
見
ば
も
と
の
垣
根
を
人
や
た
づ
ね
む（
光
源
氏
）

山
が
つ
の
垣
ほ
に
生
ひ
し
な
で
し
こ
の
も
と
の
根
ざ
し
を
た
れ
か
た
づ
ね
ん
（
玉
鬘
）

 

（
常
夏
③
二
三
三
）

『
狭
衣
物
語
』
で
は
飛
鳥
井
を
引
き
取
っ
た
常
盤
の
尼
君
の
発
言
に
み
え
る
。

い
と
あ
は
れ
に
恋
し
う
は
思
ひ
き
こ
え
な
が
ら
、
か
か
る
山
が
つ
の
垣
ほ
に
生

ひ
出
で
た
ま
は
ん
も
口
惜
し
き
を
、い
か
が
は
せ
ん
ず
る
な
ど
ぞ
思
し
た
り
し
。

 

（
巻
三
②
六
〇
） 

さ
ら
に
、
そ
れ
を
受
け
て
狭
衣
が
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
に
遺
児
の
こ
と
を
言
う
。

こ
こ
か
し
こ
、
例
の
人
の
や
う
な
ら
ま
し
か
ば
、
お
の
づ
か
ら
う
ち
出
づ
る
山

賤
の
垣
ほ
に
も
あ
ら
ま
し
。
今
は
、
い
か
が
は
せ
ん
。 

（
巻
三
②
一
二
四
）

「
山
賤
の
撫
子
」
は
夕
顔
と
玉
鬘
、飛
鳥
井
と
遺
児
の
母
子
に
わ
た
る
比
喩
表
現
と

な
っ
て
い
た
。

三
、
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
と
明
石
の
姫
君

『
物
語
二
百
番
歌
合
』
八
十
三
番
は
、明
石
の
姫
君
を
紫
の
上
に
渡
す
時
の
明
石
の

君
（
詞
書
で
は
「
明
石
の
上
」）
の
歌
と
、
姫
君
を
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
に
渡
す
時
の
飛
鳥

井
の
絵
日
記
中
の
歌
を
番
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
狭
衣
即
位
後
に
一
品
の
宮
に
叙
さ

れ
た
遺
児
に
届
け
ら
れ
た
「
飛
鳥
井
の
絵
日
記
」
の
一
人
称
の
語
り
は
、『
源
氏
物

語
』
の
「
若
菜
上
」、出
産
を
ひ
か
え
た
明
石
の
女
御
の
傍
ら
で
「
ほ
け
人
」
と
評
さ

れ
な
が
ら
も
語
り
続
け
る
明
石
の
尼
君
の
姿
に
通
じ
る⑪
。「
日
記
」の
形
を
と
っ
て
飛

鳥
井
は
一
人
称
で
語
り
か
け
て
く
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
一
族
の
行
く
末
を
祈
り
、

将
来
を
託
す
世
代
に
一
族
の
悲
哀
を
伝
え
、
現
在
の
地
位
と
将
来
が
そ
れ
ら
の
過
去

の
出
来
事
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
と
語
り
か
け
る
明
石
の
尼
君
の
姿
に
重
な
る
。
飛

鳥
井
の
死
ま
で
の
動
静
と
姫
君
の
将
来
へ
の
不
安
に
挟
ま
れ
て
、
巻
三
の
常
盤
の
尼

君
の
語
り
で
は
十
分
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
女
児
引
き
渡
し
の
く
だ
り
が
、
日
記
で

は
詳
細
に
綴
ら
れ
る
。「
若
菜
上
」の
尼
君
の
語
り
が
概
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の

は
、「
松
風
」
か
ら
「
薄
雲
」
に
か
け
て
、
将
来
の
后
が
ね
と
し
て
「
袴
着
の
こ
と
な

ど
も
人
知
れ
ぬ
さ
ま
な
ら
ず
し
な
さ
ん
と
な
む
思
ふ
」（
薄
雲
②
四
二
七
）
と
の
光
源

氏
の
発
言
か
ら
、姫
君
を
紫
の
上
へ
渡
す
場
面
が
綿
々
と
叙
述
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

二
人
の
姫
君
は
、
死
別
、
生
別
は
異
な
る
が
、
と
も
に
実
母
を
知
ら
な
い
で
生
育
す

る
運
命
を
生
き
る
。（
な
お
、「
着
袴
」
の
儀
が
、
明
石
の
姫
君
の
場
合
は
母
子
の
別
れ
の
理

由
、
飛
鳥
井
の
姫
君
の
場
合
は
実
母
の
存
在
が
立
ち
現
れ
る
、
と
対
照
的
で
あ
る
が
こ
こ
で
は

触
れ
な
い
。）

ま
た
、
実
母
に
つ
い
て
知
る
時
期
も
見
方
に
よ
っ
て
は
共
通
す
る
。
飛
鳥
井
の
女

児
は
生
後
百
日
、
明
石
の
姫
君
は
袴
着
を
機
に
紫
の
上
に
引
き
取
ら
れ
る
が
、
実
母

と
の
別
離
の
事
情
を
詳
し
く
知
る
の
は
、
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
は
狭
衣
の
皇
女
と
な
っ

て
入
内
し
た
後
、明
石
の
姫
君
は
東
宮
の
初
め
て
の
子
の
出
産
を
控
え
た
時
で
あ
る
。

成
人
す
る
前
に
実
父
母
の
存
在
を
理
解
し
、
再
会
を
求
め
た
玉
鬘
と
の
違
い
は
、
こ
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『
狭
衣
物
語
』
飛
鳥
井
と
一
品
の
宮
母
子
の
物
語

591

の
あ
た
り
か
ら
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

飛
鳥
井
の
女
児
が
引
き
取
ら
れ
た
経
緯
は
、「
世
に
知
ら
ぬ
う
つ
く
し
さ
」
と
聞
い

た
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
が
「
い
み
じ
う
ゆ
か
し
が
ら
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
百
日
の
折
に

参
ら
せ
」（
巻
三
②
五
九
）、
そ
の
ま
ま
留
め
お
い
た
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
、
一
品
の

宮
（
Ⅰ
）
の
叔
母
（
母
の
女
院
の
姉
）
で
堀
川
大
臣
の
妻
洞
院
の
上
が
今
姫
君
を
「
つ

れ
づ
れ
の
慰
め
に
せ
ん
」（
巻
一
①
九
四
）
と
養
女
に
し
た
の
と
大
差
は
な
い
。
し
か

し
、
倉
田
実
氏
は
、
同
じ
よ
う
な
養
女
で
あ
る
今
姫
君
に
対
し
て
養
母
の
洞
院
の
上

は
「
細
か
な
配
慮
に
乏
し
い
と
は
い
え
、
そ
れ
な
り
に
愛
情
を
そ
そ
い
で
い
る
の
で

あ
り
、
今
姫
君
は
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
が⑫
、
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
と

姫
君
の
間
に
愛
情
が
確
立
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
姫
君
は
乳
母
を
「
母
と
こ
そ

は
」（
巻
三
②
一
二
三
）
と
呼
ん
で
い
る
。

明
石
の
姫
君
が
入
内
を
念
頭
に
傅
か
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
飛
鳥
井
の
姫
君
は
一

品
の
宮
（
Ⅰ
）
の
将
来
に
関
わ
っ
て
養
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
生
母
の
身
分
の
低
さ

ゆ
え
の
姫
君
の
将
来
に
つ
い
て
、
先
述
の
「
山
賤
の
垣
ほ
」
の
発
言
に
続
け
て
常
盤

の
尼
君
が
危
惧
し
て
い
る⑬
。

か
か
る
山
が
つ
の
垣
ほ
に
生
ひ
出
で
た
ま
は
ん
も
口
惜
し
き
を
、
い
か
が
は
せ

ん
ず
る
な
ど
ぞ
思
し
た
り
し
。宮
に
も
な
か
な
か
な
る
知
る
人
な
ど
出
で
き
て
、

知
り
顔
に
言
は
ん
な
ど
ぞ
、
忍
び
さ
せ
た
ま
ふ
め
り
。 

（
巻
三
②
同
六
〇
）

御
前
に
こ
そ
、
う
つ
く
し
さ
に
も
罪
許
し
て
も
思
す
ら
め
、
候
ふ
人
々
は
、
あ

な
づ
ら
は
し
う
こ
そ
思
ふ
ら
め
、
幼
き
ほ
ど
こ
そ
、
さ
て
も
あ
ら
め
、
物
の
心

知
り
、
大
人
び
な
ば
、
あ
ま
た
候
ふ
め
る
中
納
言
、
宰
相
の
君
な
ど
の
つ
ら
に

て
こ
そ
は
あ
ら
め
。 

（
同
）

美
質
だ
け
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
身
分
の
壁
を
自
覚
し
た
発
言
で
あ
り
、
ま
た

将
来
上
﨟
女
房
に
な
る
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
。
後
に
、
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
の
狭

衣
忌
避
の
過
程
で
こ
の
危
惧
は
現
実
の
も
の
と
な
る
。
宮
の
心
中
で
は
あ
る
が
、
次

の
よ
う
な
否
定
表
現
が
な
さ
れ
る
。

い
と
あ
な
づ
ら
は
し
く
思
し
つ
る
人
の
ゆ
か
り
な
れ
ど
、
た
だ
う
つ
く
し
か
り

つ
る
に
よ
り
て
、
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
を
か
し
き
さ
ま
に
生
し
出
で
て
持
た
ら

ん
と
、
思
し
か
し
づ
き
つ
る
に 

（
巻
三
②
一
二
三
）

た
だ
し
、
袴
着
の
の
ち
姫
の
乳
母
た
ち
は
、「
か
か
り
と
て
も
、
口
惜
し
う
飽
か
ぬ

こ
と
あ
り
ぬ
べ
き
御
行
く
末
な
ら
ね
ど
」（
巻
四
②
三
三
三
）
と
、
狭
衣
の
実
子
で
あ

る
の
で
社
会
的
な
安
定
を
得
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

狭
衣
は
、
姫
君
の
裳
着
に
関
し
て
は
主
導
権
を
握
り
な
が
ら
、
女
院
の
権
限
を
最

大
限
に
利
用
し
、
自
身
の
下
心
を
隠
蔽
す
る
。
若
宮
の
御
袴
着
を
堀
川
大
臣
が
準
備

す
る
の
を
見
て
「
こ
の
つ
い
で
に
着
せ
ば
や
」
と
思
い
立
ち
、「
私
の
い
そ
ぎ
に
し
は

べ
ら
ば
や
」
と
一
品
の
宮
に
提
案
す
る
（
巻
三
②
一
二
五
）。
さ
ら
に
「
院
の
御
前
に
、

女
子
は
手
触
れ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
と
提
案
す
る
が⑭
、
女
院
は
「
御
腰

結
に
、
自
ら
の
代
り
に
」
と
堀
川
大
臣
に
依
頼
す
る
（
巻
三
②
一
二
八
）。「
養
母
子
関

係
に
あ
る
一
品
宮
と
飛
鳥
井
姫
君⑮
」
の
関
係
を
崩
さ
ぬ
よ
う
に
、「
一
品
宮
と
母
女

院
」
の
母
子
関
係
を
利
用
し
て
、
裳
着
を
機
に
実
母
飛
鳥
井
の
存
在
を
消
去
し
た
こ

と
に
な
る
。四

、
飛
鳥
井
と
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）

一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
は
姫
君
の
裳
着
の
後
、「
た
だ
顕
し
て
、
渡
し
や
し
て
ま
し
と
思

す
を
、
知
り
た
ま
は
ず
、
何
心
な
き
御
さ
ま
の
う
つ
く
し
さ
を
、
さ
す
が
に
あ
は
れ

に
も
、
人
知
れ
ず
思
し
け
る
」（
巻
四
②
三
三
二
）
と
、
狭
衣
に
渡
す
こ
と
も
考
え
る

が
、
結
局
は
思
い
と
ど
ま
る
。
そ
も
そ
も
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
に
引
き
取
ら
れ
た
時
点

で
、飛
鳥
井
の
存
在
は
消
さ
れ
て
よ
し
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
平
井
仁
子
氏
は
、

飛
鳥
井
の
身
分
の
低
さ
が
「
既
に
死
去
し
て
い
る
点
で
か
な
り
減
免
で
き
」、養
母
の

一
品
の
宮
の
地
位
が
最
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
外
の
二
人
の
若
君
同
様
、
狭
衣
ひ

い
て
は
堀
川
家
の
子
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
「
母
は
不
要
」
と
さ
え
言
い
切
る⑯
。
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さ
て
、狭
衣
が
実
父
と
了
解
さ
れ
て
か
ら
の
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
は
仏
道
に
励
み
、「
す

べ
て
何
事
も
見
入
れ
聞
き
入
れ
さ
せ
た
ま
ふ
事
も
な
く
、
た
だ
明
け
暮
れ
は
行
ひ
よ

り
外
の
事
な
」（
巻
三
②
一
三
五
）
く
過
ご
す
。
情
報
の
受
け
取
り
を
絶
つ
こ
と
で
、同

時
に
自
ら
の
発
言
も
閉
ざ
し
、
飛
鳥
井
の
子
で
あ
る
姫
君
に
つ
い
て
も
一
切
他
言
し

な
い
態
度
を
貫
く
こ
と
に
も
な
る
。
後
に
、
狭
衣
は
遺
児
を
一
品
の
宮
に
叙
し
た
時

に
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
が
「
思
し
あ
な
づ
り
し
」（
巻
四
②
三
八
〇
）
と
思
い
返
す
が
、生

母
の
身
分
か
ら
生
じ
る
将
来
へ
の
不
安
は
回
避
さ
れ
る
。
一
節
の
「
唐
泊
」
引
用
で

も
触
れ
た
道
成
の
一
首
は
、
狭
衣
に
対
す
る
返
歌⑰
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
思

い
人
で
あ
っ
た
飛
鳥
井
は
「
唐
泊
」
で
行
方
を
失
っ
た
と
言
明
し
（
巻
四
②
三
九
三
）、

狭
衣
帝
の
皇
女
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
の
生
母
と
は
無
関
係
を
装
い
、
素
性
を
隠
蔽
す
る

こ
と
に
寄
与
し
た
こ
と
に
な
る
。

五
、
狭
衣
の
子
ど
も
達
と
光
源
氏
の
子
ど
も
達

飛
鳥
井
・
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
母
子
の
像
は
、
流
離
と
い
う
べ
き
体
験
に
関
す
る
夕

顔
・
玉
鬘
の
引
用
か
ら
、
実
母
の
手
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
栄
華
の
階
梯
を
登
る
明
石

の
君
と
姫
君
の
引
用
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
『
源

氏
物
語
』
引
用
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
以
外
の
子
ど
も
達
に
つ

い
て
言
及
す
る
こ
と
か
ら
も
、『
狭
衣
物
語
』
の
目
指
し
た
世
界
が
立
ち
現
れ
て
来

る
。親

子
関
係
が
世
間
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
存
在
と
し
て
、
嵯
峨
院
の
女

二
の
宮
と
の
間
の
若
宮
が
い
る
。
詳
細
に
見
れ
ば
差
異
は
多
々
あ
る
が
、
光
源
氏
と

藤
壺
の
間
の
冷
泉
院
の
出
生
に
比
さ
れ
る
存
在
で
あ
る⑯
。
世
間
で
は
嵯
峨
院
と
皇
太

后
宮
（
女
二
の
宮
の
生
母
）
の
子
と
認
識
さ
れ
、
飛
鳥
井
の
遺
児
と
は
年
子
で
あ
る
。

平
井
仁
子
氏
は
子
ど
も
達
は
「
後
継
」
と
し
て
、「
親
を
支
え
る
役
割
を
負
っ
て
誕
生

す
る
」、
つ
ま
り
「
狭
衣
の
た
め
に
誕
生
し
た
」
と
ま
で
極
言
さ
れ
る⑲
。
し
か
し
、
狭

衣
即
位
と
光
源
氏
の
院
へ
階
梯
は
異
な
る
。
子
に
関
わ
っ
て
確
認
す
れ
ば
、
冷
泉
帝

は
生
母
藤
壺
の
薨
去
を
機
に
出
生
の
秘
密
を
知
り
、
実
父
を
差
し
置
い
て
治
天
の
君

で
い
る
こ
と
へ
の
自
責
の
念
か
ら
光
源
氏
を
「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
」（
藤
裏

葉
③
四
五
四
）に
つ
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
狭
衣
は
若
宮
と
の
親
子
関
係
の
秘
密
は
保

持
さ
れ
た
ま
ま
、
賀
茂
神
の
神
意
に
拠
っ
て
即
位
し
、
藤
壺
と
の
間
に
二
の
皇
子
が

誕
生
す
る
に
至
っ
て
、
若
宮
の
即
位
は
宙
づ
り
の
ま
ま
物
語
は
閉
じ
る
。
こ
の
よ
う

に
帝
位
に
関
わ
っ
て
は
父
と
子
の
関
係
は
異
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
三
人
が
、
実
子
の
男
子
一
人
、
秘
密
の
皇
子
一
人
、
劣
り
腹
に
生
ま
れ
た

女
子
一
人
の
構
成
で
あ
る
こ
と
は
共
通
す
る
。
光
源
氏
の
子
に
つ
い
て
は
、「
宿
曜
」

に
「
御
子
三
人
、
帝
、
后
か
な
ら
ず
並
び
て
生
ま
れ
た
ま
ふ
べ
し
。
中
の
劣
り
は
太

政
大
臣
に
て
位
を
極
む
べ
し
」（
澪
標
②
二
八
五
）
の
予
言
が
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、

光
源
氏
の
子
で
あ
る
冷
泉
は
実
父
の
光
源
氏
に
「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
」
を

贈
っ
た
も
の
の
、
自
身
に
男
皇
子
は
な
く
、
皇
統
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。『
源
氏
物

語
』
の
末
年
は
今
上
治
世
で
あ
る
が
、
将
来
的
に
帝
位
を
継
承
す
る
の
は
、
明
石
の

中
宮
所
生
の
当
代
の
皇
子
達
、
光
源
氏
の
外
孫
達
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
上
は
光
源

氏
の
兄
朱
雀
院
の
皇
子
で
あ
る
の
で
、光
源
氏
を
始
祖
と
す
る
皇
統
と
は
な
ら
な
い
。

対
す
る
狭
衣
は
、
即
位
に
拠
っ
て
新
た
な
皇
統
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
狭
衣
帝
の

妃
藤
壺
と
の
間
の
二
の
宮
は
狭
衣
帝
の
嫡
子
で
あ
る
。
ま
た
一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
は
、狭

衣
の
「
宮
達
は
、
た
だ
心
に
く
く
て
や
み
た
ま
ひ
な
ん
こ
そ
、
目
安
か
り
ぬ
べ
け
れ
」

（
巻
四
②
三
九
一
）
と
い
う
皇
女
独
身
論
の
方
針
に
拠
っ
て
東
宮
妃
と
な
る
こ
と
を
拒

ま
れ
、
狭
衣
帝
の
皇
女
と
し
て
の
み
存
す
る
。
し
か
し
、
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
の
薨
去

後
、
そ
の
兄
の
一
条
院
か
ら
宮
の
「
形
見
」（
巻
四
②
三
七
九
）
と
見
な
さ
れ
て
後
見

を
得
る
身
と
な
っ
て
い
た
。
田
村
良
平
氏
は
、
一
品
の
宮
（
Ⅰ
）
が
狭
衣
と
の
結
婚

に
よ
っ
て
一
条
院
皇
統
の
尊
厳
性
を
消
失
さ
せ
矮
小
化
さ
せ
、
相
対
的
に
狭
衣
の
帝

位
ま
た
は
皇
統
を
尊
厳
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
が⑳
、
そ
の
一
条
院
の
血
統
を

一
品
の
宮
（
Ⅱ
）
が
引
き
受
け
る
こ
と
で
、
一
条
院
の
系
譜
の
一
端
が
狭
衣
の
膝
下
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に
据
え
ら
れ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
女
二
の
宮
と
の
間
の
若
宮
は
、
嵯
峨
院
の
子

と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
を
狭
衣
が
預
か
り
、「
兵
部
卿
宮
は
、
さ
り
と
も
、
い
た
づ
ら

に
は
な
さ
せ
た
ま
は
じ
」（
巻
四
②
四
〇
五
）
と
最
後
ま
で
嵯
峨
院
か
ら
後
を
託
さ
れ

る
。狭

衣
の
時
間
は
狭
衣
帝
の
治
世
で
終
わ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
当
代
の
子
と
し
て
の

み
存
し
て
い
る
。

二
男
一
女
と
い
う
子
ど
も
の
数
、
表
向
き
帝
の
子
と
な
っ
て
い
る
不
義
の
皇
子
一

人
、
正
式
な
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
後
嗣
の
男
子
一
人
、
卑
賤
の
母
か
ら
生
ま
れ

た
女
子
一
人
の
設
定
ま
で
対
応
す
る
が
、
狭
衣
即
位
に
よ
っ
て
三
人
す
べ
て
が
皇
族

と
な
っ
た
点
で
、
中
の
劣
り
が
太
政
大
臣
で
終
わ
っ
た
光
源
氏
の
子
を
越
え
る
。
し

か
も
飛
鳥
井
も
藤
壺
も
、
夕
顔
・
明
石
の
君
、
葵
の
上
よ
り
も
不
遇
な
環
境
に
置
か

れ
て
い
た
。
式
部
卿
の
姫
君
と
し
て
登
場
し
た
藤
壺
が
、
母
北
の
方
逝
去
後
に
狭
衣

邸
に
引
き
取
ら
れ
た
場
面
で
は
、
祖
母
の
尼
君
を
喪
っ
た
若
紫
が
二
条
院
に
引
き
取

ら
れ
た
朝
を
引
用
し㉑
、
後
見
を
失
っ
た
寄
る
辺
の
な
い
境
遇
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
も
の
が
狭
衣
の
屋
敷
に
引
き
取
ら
れ
る
変
則
的
な
結
婚
を
経

て
、
六
条
院
の
春
の
対
の
主
と
さ
れ
る
紫
の
上
よ
り
さ
ら
に
上
位
で
あ
る
中
宮
の
座

を
手
に
入
れ
る
。
ま
た
、
明
石
よ
り
も
さ
ら
に
遠
隔
の
地
に
下
向
し
た
飛
鳥
井
所
生

の
女
子
が
一
品
の
宮
に
な
る
。
つ
ま
り
光
源
氏
の
子
ど
も
達
よ
り
も
さ
ら
に
下
位
の

母
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
達
が
、
狭
衣
の
子
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
母
の
劣
性
が
消

去
さ
れ
、
皇
族
と
な
る
と
こ
ろ
に
狭
衣
の
超
越
性
を
支
え
る
も
の
を
見
る
。

森
一
郎
氏
は
『
狭
衣
物
語
』
の
「
模
倣
」
で
は
な
く
、方
法
と
し
て
の
「
変

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

形
」

を
認
め
て
作
品
の
独
自
性
を
読
む
こ
と
を
説
か
れ
た
が㉒
、『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
を

超
越
す
る
狭
衣
の
造
型
に
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
引
用
し
身
分
の
高
低
差
を
増
幅

す
る
こ
と
で
、「
方
法
的
」
に
『
源
氏
物
語
』
を
越
え
よ
う
と
し
た
。

狭
衣
は
藤
壺
中
宮
の
産
ん
だ
二
の
皇
子
に
自
ら
の
皇
統
の
後
嗣
を
得
た
だ
け
で
な

く
、
女
宮
の
一
品
宮
（
Ⅱ
）
の
存
在
も
視
野
に
入
れ
る
と
、
子
と
い
う
形
で
父
堀
川

の
大
臣
の
兄
弟
で
あ
る
一
条
院
と
嵯
峨
院
の
二
つ
の
皇
統
、
自
身
に
先
行
し
た
古
き

皇
統
を
膝
下
に
置
い
た
こ
と
に
な
る
。
賀
茂
の
神
意
に
よ
る
即
位
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
光
源
氏
の
皇
統
が
冷
泉
院
を
も
っ
て
継
承
さ
れ
ず
に
兄
朱
雀
院
の
皇
統
に
回
収

さ
れ
、
い
わ
ば
正
当
な
血
脈
に
戻
っ
た
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
『
狭
衣
物
語
』
の

皇
統
継
承
の
あ
り
方
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る㉓
。

注①　
『
狭
衣
物
語
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
二
）。

②　
『
王
朝
物
語
史
論　

引
用
の
『
源
氏
物
語
』』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
）。

③　

注
①
に
同
じ
。「
虫
明
」
に
あ
る
「
等
覚
寺
」
の
観
世
音
菩
薩
の
功
徳
に
よ
っ
て
、

兄
の
山
伏
に
救
わ
れ
、
京
に
戻
る
こ
と
を
得
た
。

④　
「
狭
衣
物
語
の
地
名
表
現
」（『
講
座
平
安
文
学
論
究　

第
十
三
輯
』
風
間
書
房
、

一
九
九
八
）。

⑤　
「
和
歌
に
見
る
『
狭
衣
物
語
』
享
受
の
一
例　

―
「
虫
明
の
瀬
戸
」
と
「
唐
泊
」」（
日

本
女
子
大
学　
『
瞿
麦
』
一
七
号
、
二
〇
〇
四
・
六
）

⑥　
「『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
〉
と
し
て
の
地
名　

―
「
唐
泊
」
を
中
心
に
し

て
」（
狭
衣
物
語
研
究
会
・
編
『
狭
衣
物
語
が
拓
く
言
語
文
化
の
世
界
』　

翰
林
書
房
、

二
〇
〇
八
）。

⑦　

注
④
に
同
じ
。

⑧　

注
④
に
同
じ
。
小
町
谷
論
文
の
ほ
か
、後
藤
康
文
「
も
う
ひ
と
り
の
薫
」（『
狭
衣
物

語
論
考 

本
文
・
和
歌
・
物
語
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）、
桜
井
宏
徳
「『
狭
衣
物

語
』
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
〉
と
し
て
の
地
名　

―
「
唐
泊
」
を
中
心
に
し
て
」（
狭
衣

物
語
研
究
会
・
編
『
狭
衣
物
語
が
拓
く
言
語
文
化
の
世
界
』　

翰
林
書
房
、
二
〇
〇
八
）

な
ど
参
照
の
こ
と
。

⑨　

土
岐
武
治
氏
は
「
若
紫
」
北
山
で
の
僧
都
の
声
の
引
用
と
さ
れ
る
（
前
掲
注
①
）。

⑩　

注
①
に
同
じ
。

⑪　

拙
稿
「
飛
鳥
井
の
絵
日
記
」（『『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
継
承
と
展
開
』　

和
泉
書

院
、
二
〇
一
一
）。

⑫　
「
今
姫
君
の
養
女
性
」（『
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
』　

翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
）。

な
お
岡
田
広
氏
に
「『
狭
衣
物
語
論
』　

―
今
姫
君
と
飛
鳥
井
姫
君
の
物
語
を
中
心
に
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―
」（
國
學
院
大
學
國
文
學
會
『
日
本
文
学
論
究
』
六
四
、二
〇
〇
五
・
三
）
が
あ
り
、

洞
院
の
上
の
養
女
今
姫
君
と
飛
鳥
井
遺
児
の
系
譜
に
「
奇
妙
な
ほ
ど
の
類
似
性
」
を
認

め
、「
中
の
品
の
母
親
を
持
つ
共
通
点
」
か
ら
、
養
女
教
育
の
重
要
性
を
知
っ
た
狭
衣

が
自
ら
の
手
で
姫
君
を
教
育
す
る
に
至
っ
た
と
す
る
。 

⑬　

倉
田
実
氏
「
飛
鳥
井
の
姫
君
の
位
置
づ
け
」（
注
⑫
に
同
じ
）。
氏
は
乳
母
の
数
か
ら

「
女
王
の
待
遇
に
相
応
し
い
」
と
さ
れ
る
。

⑭　

拙
稿
「『
狭
衣
物
語
』
の
女
院
」（『『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
継
承
と
展
開
』
笠
間

書
院
、
二
〇
一
一
）。
女
院
は
今
姫
君
、
あ
る
い
は
飛
鳥
井
の
遺
児
と
い
っ
た
自
ら
の

女
房
ク
ラ
ス
の
女
性
を
母
と
し
た
姫
君
た
ち
に
「
女
院
」
と
い
う
女
の
最
高
位
の
権
威

付
け
を
保
証
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
る
。

⑮　

井
上
眞
弓
氏
「
女
君
の
母
子
関
係
」（『
狭
衣
物
語
の
語
り
と
引
用
』
笠
間
書
院
・

二
〇
〇
五
）。
飛
鳥
井
と
女
児
を
め
ぐ
る
四
様
の
母
子
関
係
を
整
理
し
て
お
ら
れ
る
う

ち
の
、
二
項
目
と
四
項
目
。

⑯
「
狭
衣
物
語
試
論　

―
子
の
意
味
を
問
う
―
」（
平
安
文
学
論
究
会
・
編
『
講
座
平
安

文
学
論
究　

第
十
六
輯
』、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
）。

⑰　

注
④
に
同
じ
。

⑱　

注
②
に
同
じ
。

⑲　

注
⑮
に
同
じ
。

⑳　
「『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
飛
鳥
井
母
子
の
位
相
」（
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学

研
究
会
『
中
古
文
学
論
攷
』
第
八
号
、
一
九
八
七
）。

㉑　

注
①
に
同
じ
。

㉒　
「
狭
衣
物
語
の
方
法　

―
狭
衣
物
語
・
覚
え
書
き
―
」（『
源
氏
物
語
の
方
法
』（
桜
楓

社
、
一
九
六
九
）

㉓　

皇
位
継
承
の
具
体
的
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
倉
田
実
氏
「
使
衣
物
語
の
皇
位
継

承
」（
高
橋
亨
編
『
源
氏
物
語
と
帝
』
森
話
社
、
二
〇
〇
四
）
に
詳
し
い
。

（
大
阪
府
立
春
日
丘
高
等
学
校
教
諭
）

　

本
文
は
『
源
氏
物
語
』『
使
衣
物
語
』
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
古
今

和
歌
集
』
は
、
角
川
書
店
『
国
家
大
観
巻
一
』、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
は
岩
波
文
庫
『
王

朝
物
語
秀
歌
選
（
上
）』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。

　
（
付
記
）
中
古
文
学
会
関
西
部
会
第
三
十
一
回
例
会
（
二
〇
一
二
年
六
月
九
日
）
の
発

表
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
懇
親
会
で
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
、特
に

森
一
郎
先
生
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。


