
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
前
斎
院
考

勝
　
亦
　
志
　
織

［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
①
斎
院
　
②
皇
女
　
③
密
通
　
④
ゆ
か
り
　
⑤
中
世
王
朝
物
語
］

『いはでしのぶ』の前斎院考

は
じ
め
に

　
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
物
語
が
作
ら
れ
、
そ

れ
ら
の
物
語
に
は
、
斎
宮
や
斎
院
と
い
っ
た
存
在
が
登
場
し
て
く
る
。
例

え
ば
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
斎
宮
で
あ
っ
た
秋
好
中
宮
、
斎
院
で
あ
っ
た

朝
顔
の
姫
君
な
ど
は
、
物
語
の
重
要
な
姫
宮
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
し
、

一
方
で
中
世
王
朝
物
語
に
な
る
と
、
斎
宮
や
斎
院
が
登
場
す
る
作
品
は
少

な
く
な
り
、
ま
た
物
語
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
持
た
な
く
な
る
。
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1

し
た
物
語
史
的
変
遷
は
、
以
前
、
拙
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ

を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
中
世
王
朝
物
語
の
一
作
品
で
あ
る
『
い
は
で
し
の

ぶ
』
の
前
斎
院
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
物
語
史
の
中
で
は
密
通
さ

れ
る
斎
宮
が
多
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
前
斎
院

は
例
外
的
に
密
通
さ
れ
、
そ
の
結
果
子
供
ま
で
生
む
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
、

密
通
の
相
手
と
し
て
斎
院
が
選
ば
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
物
語
の
中
で

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
注
2

一、

ﾖ
院
概
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
き

　
斎
院
と
は
、
賀
茂
大
神
に
仕
え
る
斎
内
親
王
で
あ
る
。
弘
仁
元
年
（
八

一
〇
）
、
嵯
峨
天
皇
が
平
城
上
皇
と
の
対
立
克
服
を
賀
茂
大
神
に
祈
願
し

冥
助
を
得
た
た
め
、
皇
女
有
智
子
内
親
王
を
遣
わ
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と

　
　
　
　
　
注
3

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
数
度
の
断
絶
を
は
さ
み
、
土
御
門
天
皇
代
礼
子
内
親

王
ま
で
三
十
五
人
の
斎
院
が
ト
定
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
斎
院
が
物
語
の
中
に
最
初
に
描
か
れ
る
の
は
、
『
大
和
物

語
』
の
君
子
内
親
王
で
あ
ろ
う
。
父
、
宇
多
帝
と
の
贈
答
が
物
語
の
中
に

描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
り
物
語
の
中
に
斎
院
が
登
場
す
る
の
は

『
源
氏
物
語
』
が
最
初
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
斎
院
は
、
桐
壺
帝
の
女

三
宮
（
弘
徽
殿
腹
）
、
朝
顔
の
姫
君
、
末
摘
花
の
乳
母
子
侍
従
が
行
き
来

し
て
い
た
斎
院
、
今
上
帝
代
の
斎
院
の
四
人
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、

物
語
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、
朝
顔
の
姫
君
だ
け
で
あ
る
。
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斎
院
は
御
服
に
て
お
り
ゐ
た
ま
ひ
に
き
か
し
。
大
臣
、
例
の
思
し
そ

め
つ
る
こ
と
絶
え
ぬ
御
癖
に
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
な
ど
い
と
し
げ
う
聞

こ
え
た
ま
ふ
。
宮
わ
づ
ら
は
し
か
り
し
こ
と
を
思
せ
ば
、
御
返
り
も

う
ち
と
け
て
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
い
と
口
惜
し
と
思
し
わ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

（「

ｩ
顔
」
巻
②
四
六
九
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
、
朝
顔
の
姫
君
に
対
す
る
源
氏
の
求
愛
は
斎
院
退
下
後
も

続
く
。
し
か
し
、
そ
れ
を
拒
み
通
し
、
「
若
菜
」
下
巻
で
は
出
家
し
仏
道

に
専
念
し
て
い
る
様
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
不
婚
を
通
す
姿
こ
そ
、
こ
の

後
の
物
語
の
斎
院
像
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
朝
顔
の
姫
君

に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
、
高
い
文
化
を
保
持
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
明
石
の
姫
君
入
内
の
際
に
、
香
の
調
合
に
対
し
て
は
「
斎
院
の

御
黒
方
、
さ
い
へ
ど
も
、
心
に
く
く
静
や
か
な
る
匂
ひ
こ
と
な
り
。
」

（「

~
枝
」
巻
③
四
〇
九
頁
）
と
、
手
蹟
に
関
し
て
は
「
か
の
君
と
、
前
斎

院
と
、
こ
こ
に
と
こ
そ
は
書
き
た
ま
は
め
」
（
「
梅
枝
」
巻
③
四
一
六
頁
）

注
5と

、
そ
の
素
晴
し
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
不
婚
」
と
コ
局
い
文

化
を
も
つ
こ
と
」
は
物
語
の
斎
院
に
と
っ
て
重
要
な
要
件
と
な
る
。

　
次
に
、
斎
院
の
役
割
の
重
要
さ
で
考
え
る
と
、
物
語
史
の
中
で
『
狭
衣

物
語
』
こ
そ
一
番
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
登
場
す
る
姫
君
た
ち
の
ほ
と
ん
ど

が
斎
院
（
あ
る
い
は
斎
宮
）
経
験
者
で
あ
り
、
狭
衣
に
と
っ
て
最
も
愛
す

る
女
性
、
源
氏
宮
も
斎
院
と
な
る
。
源
氏
宮
は
斎
院
に
ト
定
さ
れ
る
こ
と

で
狭
衣
と
は
結
ば
れ
ず
、
ま
た
、
琴
の
名
手
と
あ
り
、
文
化
の
高
さ
が
見

え
る
。
こ
こ
に
も
不
婚
と
高
い
文
化
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
人
、
狭
衣
を
め
ぐ
っ
て
重
要
な
前
斎
院
は
一
条

院
一
品
宮
で
あ
る
。
一
条
院
一
品
宮
は
様
々
な
役
割
を
持
つ
が
、
三
十
歳

を
過
ぎ
た
年
齢
や
年
か
さ
の
容
貌
が
特
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
「
不
婚
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら
す
「
さ
だ
過
ぎ
た
女
」
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
狭
衣
の
実
子
で
あ
る
飛
鳥
井
の
姫
君
の
養
育
者
と
い
う
側
面
も

大
き
い
。
コ
品
宮
」
で
あ
っ
た
一
条
院
一
品
宮
が
養
育
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
飛
鳥
井
の
姫
君
は
狭
衣
即
位
の
後
に
コ
品
宮
」
と
な
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
二
人
の
対
照
的
な
斎
院
が
『
狭
衣
物
語
」
に
描

か
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
成
立
の
背
後
に
あ
る
斎
院
楳
子
内
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

王
家
と
い
う
斎
院
文
化
圏
の
中
で
の
様
相
が
影
響
し
て
も
い
る
の
だ
ろ
う
。

｝
方
で
史
実
の
大
斎
院
選
子
内
親
王
の
影
響
を
受
け
た
作
品
も
あ
る
。

　
例
え
ば
、
『
海
人
の
刈
藻
』
で
は
、
賀
茂
祭
に
お
い
て
斎
院
が
若
宮
に

和
歌
を
贈
る
。

斎
院
は
当
代
・
一
条
院
な
ど
の
御
は
ら
か
ら
、
女
四
の
宮
に
て
お
は

し
ま
す
に
、
御
桟
敷
よ
り
、
殿
、
二
の
宮
抱
き
奉
ら
せ
給
ひ
て
さ
し

出
で
給
へ
る
に
、
御
輿
の
う
ち
よ
り
、
御
扇
に
葵
を
う
ち
置
か
せ
給

ひ
て
差
し
出
で
さ
せ
給
へ
る
、
兵
衛
佐
賜
は
り
て
殿
に
奉
る
を
見
給

へ
ば
、

　
　
暗
か
ら
ん
神
代
の
こ
と
も
忘
ら
れ
て
あ
ふ
ひ
の
光
見
る
ぞ
嬉
し

　
き

御
手
は
殊
に
け
だ
か
く
、
上
衆
め
か
し
き
御
書
き
ざ
ま
な
り
。
（
三

注
7

一
頁
）

こ
の
描
写
は
『
大
鏡
』
や
『
栄
花
物
語
」
に
描
か
れ
る
選
子
内
親
王
と
藤
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原
道
長
・
敦
成
親
王
ら
の
描
写
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

描
写
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。

『
栄
花
物
語
』
の

ば
よ
。
つ
み
を
離
れ
む
と
て
、
か
か
る
さ
ま
に
て
、
久
し
く
こ
そ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

り
に
け
れ
」
と
の
給
へ
ば
、
（
「
は
な
だ
の
女
御
」
四
七
五
頁
）

『いはでしのぶ』の前斎院考

四
月
に
は
、
殿
、
一
条
の
桟
敷
に
て
若
宮
に
物
御
覧
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。

い
み
じ
う
ふ
く
ら
か
に
白
う
愛
敬
。
つ
き
、
う
つ
く
し
う
お
は
し
ま
す

を
、
斎
院
の
渡
ら
せ
た
ま
ふ
を
り
、
大
殿
、
こ
れ
は
い
か
が
と
て
、

若
宮
を
抱
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
御
簾
を
か
か
げ
さ
せ
た
ま
へ

れ
ば
、
斎
院
の
御
輿
の
帷
よ
り
、
御
扇
を
さ
し
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る

は
、
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
な
る
べ
し
。
か
く
て
暮
れ
ぬ
れ
ば
、

ま
た
の
日
、
斎
院
よ
り
、

　
　
光
い
つ
る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
見
て
し
か
ば
年
経
に
け
る
も
う
れ

　
　
し
か
り
け
り

御
返
し
、
殿
の
御
前
、

　
　
も
ろ
か
づ
ら
二
葉
な
が
ら
も
君
に
か
く
あ
ふ
ひ
や
神
の
し
る
し

　
　
な
る
ら
ん

と
そ
、
聞
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。
（
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
①
四
五

　
　
　
　
注
8

六
～
四
五
七
頁
）

も
ち
ろ
ん
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
斎
院
の
和
歌
は
類
似
し
て
お
り
、

の
選
子
内
親
王
の
逸
話
が
物
語
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。

　
ま
た
、
一
方
で
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
は
な
だ
の
女
御
」
で
は
、

院
を
「
五
葉
」
に
喩
え
て
い
る
。

こ斎

尼
君
、
「
斎
院
、
五
葉
と
聞
え
侍
ら
む
。
か
わ
ら
せ
給
は
ざ
ん
め
れ

こ
の
「
五
葉
」
に
喩
え
ら
れ
、
そ
の
理
由
が
「
か
わ
ら
せ
給
は
ざ
ん
め
れ

ば
よ
」
と
い
う
こ
と
も
、
選
子
内
親
王
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
選
子
内
親
王

は
五
代
五
十
七
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
交
代
し
な
か
っ
た
。
長
く
斎
院
と

し
て
仕
え
た
た
め
に
、
未
婚
の
ま
ま
年
を
重
ね
る
皇
女
の
姿
が
こ
こ
に
は

あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
選
子
内
親
王
を
は
じ
め
と
す
る
斎
院
は
都
の
中
に

あ
る
が
た
め
に
、
文
化
サ
ロ
ン
を
形
成
し
た
。
斎
院
文
化
圏
が
和
歌
や
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

語
と
い
っ
た
文
化
を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
物
語
に
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
は
な
い
。

　
物
語
が
斎
院
を
描
く
と
き
、
そ
れ
は
不
婚
・
文
化
・
老
齢
・
養
育
と
い

っ
た
意
味
性
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
が
以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
前
斎
院
を
考
え
る
と
ど

う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
以
降
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
密
通
と
死
－
伏
見
姉
妹
と
の
対
比
か
ら

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
」
の
前
斎
院
は
、
物
語
前
半
の
男
主
人
公
、
一
条
院

内
大
臣
の
異
腹
の
姉
で
あ
る
。
一
条
院
の
后
腹
の
姫
宮
で
あ
り
、
嵯
峨
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

代
の
斎
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
母
后
の
死
後
、
伏
見
に
遁
世
し
た

兄
式
部
卿
宮
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
母
に
代
わ
り
式
部
卿
宮
の
二
人
の
姫

君
（
大
君
と
中
の
君
）
の
後
見
役
に
な
る
。
前
斎
院
の
登
場
は
、
次
の
よ

う
に
斎
院
を
退
下
し
た
後
に
、
式
部
卿
宮
の
も
と
を
訪
れ
た
一
条
院
内
大

臣
と
対
面
す
る
場
面
か
ら
で
あ
る
。
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母
后
も
、
を
な
じ
ふ
も
と
に
、
姫
君
た
ち
を
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
は
ぐ

く
み
て
住
ま
せ
た
ま
ひ
し
、
こ
ぞ
の
秋
う
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
御

妹
の
斎
院
も
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
む
か
し
の
御
か
は
り
に
、

三
所
ぞ
住
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
。
（
中
略
）
い
た
く
お
び
れ
、
若
く
、

た
を
た
を
と
を
か
し
げ
に
見
へ
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
の
御
よ
は
ひ
の

程
な
り
か
し
。
こ
れ
ぞ
、
こ
の
大
臣
（
一
条
院
内
大
臣
）
を
は
な
ち

き
こ
ゑ
て
は
、
な
か
の
お
と
と
に
お
は
し
け
れ
ば
、
廿
五
ば
か
り
に

な
ら
せ
た
ま
ふ
も
、
御
年
の
程
よ
り
は
、
あ
へ
か
に
心
苦
し
げ
に
ぞ

お
は
し
ま
す
。
中
宮
（
内
大
臣
妹
）
は
、
く
も
り
も
な
く
、
け
だ
か

き
さ
ま
に
て
、
は
つ
か
し
う
、
わ
づ
ら
は
し
げ
に
見
へ
た
ま
ふ
ぞ
か

し
。
さ
れ
ど
、
い
つ
れ
も
、
い
ま
少
し
の
へ
だ
て
あ
り
と
も
お
も
は

ば
、
こ
れ
は
な
ほ
な
つ
か
し
き
か
た
の
、
す
ぐ
し
が
た
く
お
ぼ
え
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2

し
。
（
巻
一
　
二
八
〇
頁
）

　
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
前
斎
院
の
描
写
は
二
十
五
歳
と
い
う
年
齢
を

表
記
し
な
が
ら
も
、
そ
の
若
々
し
く
、
あ
え
か
に
美
し
い
様
を
描
き
出
し

て
い
る
。
兄
弟
で
あ
る
一
条
院
内
大
臣
の
視
点
か
ら
も
「
こ
れ
は
な
ほ
な

つ
か
し
き
か
た
の
、
す
ぐ
し
が
た
く
お
ぼ
え
ま
し
。
」
と
見
ら
れ
て
い
る

ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
描
写
こ
そ
後
の
密
通
へ
の
伏
線
で
も
あ
る
の
だ
が
、

し
か
し
、
式
部
卿
宮
の
姫
君
二
人
と
、
こ
の
前
斎
院
が
伏
見
に
と
も
に
い

る
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
い
え
よ
う
。
斎
院
を
含
め
、
伏
見
の
里
に
住
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

女
三
人
の
行
く
末
は
、
三
人
が
と
も
に
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
に
よ
っ
て

密
通
さ
れ
、
そ
の
子
供
を
生
む
。
つ
ま
り
、
次
代
の
物
語
を
担
う
人
物
た

ち
の
母
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
物
語
は
こ
の
後
、
式
部
卿
宮
の
強
い
希
望
に
よ
り
一
条
院
内
大
臣
が
大

君
と
結
婚
す
る
。
し
か
し
、
紆
余
曲
折
の
果
て
、
大
君
は
嵯
峨
帝
の
尚
侍

と
な
り
つ
つ
も
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
に
密
通
さ
れ
女
子
を
生
む
。
何

も
知
ら
な
い
嵯
峨
帝
は
生
れ
て
き
た
子
供
を
自
分
の
子
と
信
じ
て
お
り
、

大
君
を
愛
し
続
け
、
皇
后
宮
の
位
を
授
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
君
と
前

斎
院
の
か
か
わ
り
は
現
存
す
る
物
語
の
中
で
は
あ
ま
り
な
い
。
式
部
卿
宮

の
死
後
、
大
君
が
一
条
院
内
大
臣
に
よ
っ
て
京
に
迎
え
取
ら
れ
る
折
に
、

後
見
役
と
し
て
登
場
す
る
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
中
の
君
と
は
い
ば
で
し

の
ぶ
の
中
将
か
ら
明
確
に
対
比
関
係
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
中
の
君

は
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
と
結
婚
し
、
対
の
上
と
し
て
待
遇
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
前
斎
院
と
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
と
の
関
係
が
裏

側
に
あ
る
。
で
は
、
こ
の
二
人
は
ど
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

注
1
4

う
か
。

　
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
が
中
の
君
と
初
め
て
契
り
を
結
ん
だ
場
面
で
は
、

前
斎
院
は
「
斎
院
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
あ
ぢ
き
な
く
心
を
く
だ
き

た
ま
ふ
に
、
夜
中
近
く
な
る
程
に
入
り
お
は
し
け
り
」
（
冷
泉
家
本
　
A

ウ
）
と
、
中
の
君
の
後
見
役
と
し
て
振
舞
う
姿
が
見
ら
れ
、
そ
の
後
も
妊

娠
し
た
中
の
君
を
気
遣
い
、
「
心
苦
し
き
御
さ
ま
を
、
同
じ
く
は
京
な
ど

へ
迎
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
か
し
、
我
は
さ
て
年
ご
ろ
の
本
意
を
も
と
げ

て
、
ま
ぎ
れ
な
く
お
こ
な
ゐ
を
も
し
て
あ
ら
ん
か
し
、
な
ど
思
し
け
り
」

（
冷
泉
家
本
　
E
オ
～
E
ウ
）
と
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
に
中
の
君
を

京
に
迎
え
取
る
こ
と
を
訴
え
て
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
話
か
ら
物
語

は
反
転
す
る
。
中
の
君
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
は
ず
の
い
は
で
し
の
ぶ
の
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中
将
の
視
点
か
ら
、
斎
院
は
以
下
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
。

あ
な
が
ち
よ
し
ば
む
べ
き
御
程
な
ら
ね
ば
、
時
々
は
物
越
し
に
て
御

い
ら
へ
ほ
の
ぼ
の
き
こ
え
た
ま
ふ
折
も
あ
る
に
、
何
事
と
あ
ら
ま
ほ

し
く
奥
ふ
か
き
も
の
か
ら
、
な
ま
め
か
し
く
も
あ
る
気
色
を
、
こ
と

の
ほ
か
に
御
心
と
ま
り
て
、
お
ほ
か
た
の
御
心
よ
せ
こ
と
に
き
こ
え

た
ま
ひ
つ
つ
、
い
か
で
御
か
た
ち
見
て
し
が
な
と
思
し
わ
た
り
け
り
。

（
冷
泉
家
本
　
E
ウ
）

こ
の
よ
う
に
、
中
将
の
前
斎
院
へ
の
思
慕
が
語
ら
れ
、
お
そ
ら
く
あ
ま
り

　
　
　
注
1
5

間
を
開
け
ず
、
前
斎
院
の
も
と
に
中
将
が
忍
び
入
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
人
し
づ
ま
り
ぬ
る
ほ
ど
に
、
や
は
ら
御
そ
ば
に
そ
い
ふ
し
た
ま

ふ
に
、
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
、
御
ら
ん
じ
あ
げ
た
る
に
、
男
の
か
げ
な

れ
ば
、
あ
さ
ま
し
と
も
な
の
め
な
ら
で
、
お
き
あ
が
り
す
べ
り
の
か

ん
と
し
給
ふ
に
、

　
　
つ
ら
き
か
な
身
に
し
む
こ
と
の
ね
を
そ
へ
て
し
の
ぶ
る
袖
に
つ

　
　
ゆ
を
も
ら
せ
よ

よ
う
つ
に
こ
し
ら
へ
な
く
な
ぐ
さ
め
給
ひ
つ
つ
、
い
か
で
か
ま
こ
と

と
も
お
ぼ
さ
ん
。
「
心
う
し
と
も
世
の
つ
ね
の
こ
と
を
こ
そ
い
へ
。

か
か
る
憂
き
宿
世
や
は
あ
る
べ
き
。
こ
れ
は
な
ほ
夢
か
」
と
の
み
く

れ
ま
ど
い
給
へ
る
に
、
ゑ
ん
に
め
で
た
き
け
わ
い
の
御
耳
に
き
こ
ゆ

る
も
、
憂
し
と
よ
り
は
他
に
覚
え
た
ま
は
ず
。
（
中
略
）
や
う
や
う

暁
近
き
け
し
き
な
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
て
も
、
む
な
し
く
の
み
待
ち

明
し
た
ま
ふ
ら
ん
か
た
つ
か
た
の
心
中
も
、
い
と
い
と
を
し
う
お
ぼ

し
や
ら
る
る
。
「
思
ひ
つ
る
よ
り
、
な
を
な
を
と
な
つ
か
し
く
も
お

は
し
つ
る
か
な
」
と
、
夢
の
う
き
は
し
と
だ
へ
て
や
む
べ
き
事
は
、

く
ち
を
し
く
恋
し
か
る
べ
き
心
地
な
．
り
。
（
巻
四
　
五
二
一
～
五
二

二
頁
）

前
斎
院
に
と
っ
て
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
が
こ
の
よ
う
に
忍
び
入
っ
て

く
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
「
夢
」
か
と
惑
う
出
来
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
場
面
の
直
前
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い

が
、
し
か
し
、
「
身
に
し
む
こ
と
の
ね
」
と
あ
る
よ
う
に
、
前
斎
院
は
そ

の
夜
に
琴
を
弾
き
、
そ
の
音
が
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
が
忍
び
入
る
契
機

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
一
条
院
内
大
臣
か
ら
「
な
ほ

な
つ
か
し
き
か
た
の
、
す
ぐ
し
が
た
く
お
ぼ
ゑ
ま
し
。
」
と
さ
れ
て
い
た

前
斎
院
は
、
そ
れ
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
「
な
を
な
を
と
な
つ
か
し
く

も
お
は
し
つ
る
か
な
」
と
思
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
二
十
八
歳
と
な
っ
て

い
る
前
斎
院
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
こ
と
が
奇
異
に
思
わ

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
意
し
た
い
こ
と
は
「
か
た
つ
か
た
の
心

中
」
を
思
い
や
る
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
の
心
情
で
あ
る
。
こ
の
「
か
た

つ
か
た
」
こ
そ
中
の
君
そ
の
人
で
あ
り
、
引
用
場
面
の
続
き
で
は
中
将
は

前
斎
院
と
中
の
君
の
双
方
に
文
を
贈
っ
て
お
り
、
同
じ
よ
う
に
、
二
人
に

同
時
に
文
を
贈
る
次
の
よ
う
な
場
面
も
あ
る
。

ま
た
、
か
の
音
羽
山
お
と
に
の
み
あ
ら
ぬ
心
の
中
、
い
か
に
く
ま
な

う
、
世
つ
か
ず
聞
き
た
ま
ふ
ら
ん
と
、
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
は
、
ま
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た
さ
す
が
に
け
ち
か
き
御
な
か
は
か
こ
ち
所
あ
る
心
地
し
て
、

　
　
「
別
れ
か
ね
草
の
ゆ
か
り
を
た
つ
ね
つ
つ
浅
き
露
に
も
濡
る
る

　
　
袖
か
な

一
も
と
ゆ
へ
と
ば
か
り
思
ひ
侍
る
も
あ
は
れ
な
ら
ず
や
。
」
な
ど
、

こ
ま
や
か
な
る
に
、
こ
と
の
に
は
、

　
　
「
さ
ま
ざ
ま
に
わ
け
け
る
草
の
ゆ
か
り
に
も
う
き
に
か
こ
と
の

　
　
露
を
散
ら
す
な

と
こ
山
な
り
。
」
と
、
く
ち
か
た
め
た
ま
へ
る
も
に
く
か
ら
ず
、
を

か
し
と
見
た
ま
ふ
。
（
巻
四
　
五
二
五
～
五
二
六
頁
）

こ
れ
は
前
斎
院
と
も
関
係
が
生
じ
た
こ
と
を
中
の
君
が
知
っ
た
後
の
、
い

は
で
し
の
ぶ
の
中
将
の
対
応
で
あ
る
。
前
斎
院
と
中
の
君
を
「
草
の
ゆ
か

り
」
と
捉
え
、
中
の
君
に
は
言
い
分
け
を
、
前
斎
院
に
は
口
止
め
を
す
る
。

こ
の
よ
う
な
態
度
こ
そ
、
今
後
の
姫
君
た
ち
に
対
す
る
態
度
を
象
徴
的
に

表
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
中
の
君
は
伏
見
で
男
子
を
出
産
し
、
若
君
と
も

ど
も
京
に
迎
え
ら
れ
対
の
上
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
き
、
一
方
前
斎
院
は
、

中
の
君
出
京
後
も
伏
見
に
残
り
、
中
の
君
と
同
じ
よ
う
に
男
子
を
出
産
す

る
も
、
浮
名
が
立
つ
の
を
恐
れ
そ
の
子
を
手
放
し
死
去
す
る
。
一
方
は
妻

の
一
人
と
し
て
待
遇
さ
れ
、
一
方
は
ひ
た
す
ら
隠
し
置
か
れ
る
存
在
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
物
語
は
前
斎
院
と
伏
見
中
の
君
を
対
照
的
に
描
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
後

半
部
に
お
い
て
も
再
生
産
す
る
。
そ
れ
は
前
斎
院
腹
の
若
君
と
、
伏
見
中

の
君
腹
の
若
君
の
問
題
で
あ
る
。
前
斎
院
腹
の
若
君
は
、
生
誕
時
か
ら

「
対
に
物
し
た
ま
ふ
よ
り
も
、
我
御
鏡
の
影
も
お
ぼ
え
た
る
心
地
し
て
」

（
巻
四
　
五
三
九
頁
）
と
、
伏
見
中
の
君
腹
の
若
君
よ
り
も
愛
情
が
優
っ

て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、
前
斎
院
の
死
後
、
明
確
に

表
現
さ
れ
る
。

入
道
の
宮
の
御
か
た
に
て
、
わ
か
君
見
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
何
の
憂

き
身
や
ら
ん
、
と
も
し
ら
ず
心
地
よ
げ
に
う
ち
笑
ひ
て
、
日
頃
に
こ

と
の
ほ
か
に
お
よ
ず
け
に
な
る
顔
つ
き
の
ら
う
た
さ
、
か
の
千
代
の

は
つ
花
と
て
泣
き
た
ま
へ
り
し
面
影
な
ど
、
い
ま
さ
ら
だ
に
え
が
た

き
ま
で
思
し
い
で
ら
る
る
に
、
（
中
略
）
げ
に
か
の
対
の
君
の
御
腹

の
よ
り
も
気
高
く
今
よ
り
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
し
た
ま
ひ
て
、
生
ひ

出
で
た
ま
ふ
ま
ま
に
い
と
う
つ
く
し
う
御
本
性
な
ど
も
し
め
や
か
に

思
い
入
れ
高
き
さ
ま
に
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
お
と
ど
も
す
ぐ
れ
て
あ

は
れ
に
見
た
ま
ふ
に
、
涙
ぐ
ま
し
う
そ
思
ひ
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
冷

泉
家
本
　
四
オ
～
五
オ
）

中
の
君
腹
の
若
君
よ
り
も
、
前
斎
院
腹
の
若
君
の
方
が
は
る
か
に
優
れ
た

資
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
、
わ
ず
か
生
後
数
ヶ
月
の
幼
児
に
対
し
て
述

べ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
年
に
成
長
し
た
後
も
変
わ
ら
ず
、
白
河
院
の

六
十
賀
の
場
面
で
も
同
じ
で
あ
る
。

中
に
も
か
の
忘
れ
形
見
の
君
は
な
ま
め
か
し
う
ら
う
た
げ
に
て
、
し

た
ま
ふ
技
な
ど
も
今
少
し
心
有
る
様
に
見
え
た
ま
ふ
を
、
涙
ぐ
ま
し

う
あ
は
れ
に
ぞ
見
き
こ
え
た
ま
ふ
。
（
冷
泉
家
本
　
二
ニ
ウ
）
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兄
弟
二
人
で
舞
っ
た
舞
を
見
た
、
父
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
の
感
慨
で

あ
る
。
こ
の
後
、
二
人
揃
っ
て
元
服
す
る
が
、
伏
見
中
の
君
腹
の
若
君
の

方
が
数
ヶ
月
先
に
生
ま
れ
て
い
る
た
め
兄
の
扱
い
で
中
将
に
、
前
斎
院
腹

の
若
君
は
少
将
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
は
「
父

大
臣
は
あ
か
ず
お
ぼ
さ
れ
け
り
」
（
巻
四
　
頁
五
六
八
）
と
、
や
は
り
、

前
斎
院
腹
の
若
君
に
よ
り
愛
情
が
優
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が

や
が
て
、
前
斎
院
腹
の
若
君
が
主
人
公
格
に
な
る
こ
と
の
所
以
で
あ
り
、

ま
た
母
で
あ
る
前
斎
院
の
死
後
、
一
品
宮
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
と
い
う

付
加
価
値
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
「
ゆ
か
り
」
と
し
て
の
存
在

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
前
斎
院
は
伏
見
中
の
君
と
「
草
の
ゆ
か
り
」
と
さ

れ
る
。
二
人
の
間
に
は
れ
っ
き
と
し
た
位
相
差
が
認
め
ら
れ
る
の
に
、

「
ゆ
か
り
」
と
さ
れ
る
そ
の
理
由
は
何
な
の
だ
ろ
ザ
つ
か
。
伏
見
大
君
は
、

一
品
宮
の
「
ゆ
か
り
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
語
で
は
一
品
宮
と
い
う
女
性

の
存
在
価
値
は
大
き
く
、
そ
の
一
品
宮
の
「
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
が
一

条
院
内
大
臣
や
嵯
峨
帝
の
心
を
動
か
し
た
原
因
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
論
理
は
当
然
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
も
束
縛
す
る
。
本
文
中
に
描
写

は
な
い
が
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
が
伏
見
中
の
君
、
前
斎
院
と
関
係
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
「
ゆ
か
り
」
が
問
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
伏
見
大
君
－
伏
見
中
の
君
ー
前
斎
院
と
、
「
ゆ

か
り
」
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
は

い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
が
恋
焦
が
れ
る
一
品
宮
と
一
条
院
内
大
臣
の
姿
が

見
え
る
。

　
一
条
院
内
大
臣
に
と
っ
て
は
、
伏
見
大
君
は
確
か
に
一
品
宮
の
ゆ
か
り

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
品
宮
を
失
っ
て
か
ら
は
、
ひ
た
す
ら
一
品
宮
思
慕

に
明
け
暮
れ
る
。
物
語
が
、
伏
見
大
君
の
問
題
を
横
に
置
い
た
ま
ま
、
悲

嘆
に
暮
れ
る
一
条
院
内
大
臣
を
丹
念
に
描
き
出
し
て
い
く
の
は
、
彼
に
と

っ
て
は
一
品
宮
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
　
一
品
宮
を
失
っ
て

は
「
ゆ
か
り
」
は
何
の
意
味
も
持
た
な
く
な
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

だ
が
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
に
と
っ
て
み
る
と
、
最
初
か
ら
手
に
入
ら

な
い
一
品
宮
を
思
い
つ
づ
け
る
か
ら
こ
そ
、
「
ゆ
か
り
」
が
必
要
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
手
に
入
ら
な
い
女
性
の
代
わ
り
と
し
て
、
彼
は
そ
の

「
ゆ
か
り
」
を
求
め
て
い
く
。
伏
見
大
君
・
伏
見
中
の
君
・
前
斎
院
と
、

彼
が
遍
歴
を
続
け
る
の
は
、
ひ
た
す
ら
一
品
宮
の
「
ゆ
か
り
」
を
た
ど
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
彼
は
、
念
願
の
一
品
宮
と
違
う

と
こ
ろ
の
無
い
二
品
宮
（
一
品
宮
と
一
条
院
内
大
臣
の
娘
）
を
手
に
入
れ

る
こ
と
で
充
足
し
、
そ
の
遍
歴
を
止
め
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
、

「
ゆ
か
り
」
と
い
う
存
在
の
意
味
が
現
前
化
し
よ
う
。

　
一
品
宮
と
二
品
宮
は
決
し
て
「
ゆ
か
り
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
二
品
宮
は
一
品
宮
の
ク
ロ
ー
ン
的
存
在
で
あ
り
、
い
は
で
し
の
ぶ

の
中
将
に
と
っ
て
は
一
品
宮
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
二
品
宮
を
得

る
こ
と
で
充
足
し
た
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
に
と
っ
て
、
「
ゆ
か
り
」
は

「
ゆ
か
り
」
以
上
の
も
の
に
な
ら
ず
、
「
ゆ
か
り
」
の
女
性
た
ち
で
は
意
味

が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
「
ゆ
か
り
」
と

は
、
所
詮
偽
者
な
の
で
あ
っ
て
、
「
ゆ
か
り
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
、

本
物
よ
り
も
格
下
で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
結
果
的
に
偽
者
以
外
の
何
も
の
で
な
か
っ
た
存
在
で
も
、
伏
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見
大
君
・
伏
見
中
の
君
・
前
斎
院
の
三
人
の
女
性
の
関
わ
り
は
大
き
い
。

い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
が
、
三
者
三
様
の
扱
い
を
し
て
い
な
が
ら
も
「
草

の
ゆ
か
り
」
と
ま
と
め
て
し
ま
う
の
は
、
「
ゆ
か
り
」
の
姫
君
た
ち
の
関

係
の
近
さ
に
よ
る
。
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
藤
壺
の
宮
と
紫
の
上
は

叔
母
と
姪
で
あ
り
、
さ
ら
に
共
に
住
む
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
前

斎
院
と
伏
見
姉
妹
は
叔
母
と
姪
の
関
係
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
よ
り
母
親

的
な
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
母
－
姉
妹
と
い
う
関
係
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ

れ
が
「
ゆ
か
り
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
巻
四
の
和
歌
の
贈
答
が
示

す
よ
う
に
、
「
ゆ
か
り
」
こ
そ
お
互
い
の
関
係
の
始
ま
り
で
あ
り
、
「
ゆ
か

り
」
だ
か
ら
こ
そ
、
秘
密
の
関
係
を
強
い
る
の
で
あ
る
。
大
君
と
中
将
の

関
係
を
中
の
君
や
前
斎
院
が
知
っ
て
い
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
中
の
君
と
前
斎
院
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
知
っ
て
い
た
。
擬
似
的

な
母
－
娘
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
一
人
の
男
を
争
う
ラ
イ
バ
ル
同
士
に
も

あ
る
二
人
を
描
く
こ
と
で
、
秘
匿
さ
れ
た
関
係
に
あ
る
前
斎
院
の
姿
が
浮

き
彫
り
に
も
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
完
全
に
密
通
と
な
る
大
君
、
始
ま
り
は
密
通
で
も
京
に
迎
え
ら

れ
対
の
君
と
し
て
待
遇
さ
れ
る
中
の
君
、
全
て
が
秘
密
裏
の
う
ち
に
行
わ

れ
る
前
斎
院
、
こ
の
対
応
の
ず
れ
の
中
で
「
前
斎
院
」
と
い
う
位
置
が
何

を
意
味
す
る
の
か
、
「
斎
院
」
と
い
う
存
在
が
物
語
に
登
場
し
た
意
味
を

含
め
、
次
節
で
考
察
す
る
。

四
、
「
前
斎
院
」
の
持
つ
意
味

　
な
ぜ
物
語
は
「
斎
院
」
を
物
語
に
登
場
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
成
立
期
に
は
す
で
に
斎
院
制
度
は
無
く
、
斎
宮
制

度
が
か
ろ
う
じ
て
存
在
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
的
な
影
響
を
見
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
斎
宮
の
登
場
こ
そ
物
語
に
は
自
然
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
物
語
は
斎
宮
で
は
な
く
斎
院
を
選
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
斎
院
の
持

つ
物
語
史
的
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
斎
院
に
比
べ
斎
宮
は
密
通
や
恋
の
対
象
と
な
り
や
す
く
、
ス
キ
ャ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
6

ダ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を
多
く
持
つ
。
物
語
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
斎
宮
よ
り
も
、
む
し
ろ
逆
に
不
婚
を
通
す
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
斎
院
を

選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
前
斎
院
が
中
の
君
と
対
比
し
て
隠
さ
れ
る
存
在
と
な

る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。
「
草
の
ゆ
か
り
」
と
述
べ
た
い
は
で
し
の
ぶ
の

中
将
は
、
常
に
あ
ち
ら
を
思
え
ば
こ
ち
ら
を
思
い
出
す
と
い
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
愛
情
は
不
安
定
な
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
身
分
や
年
齢
、
中
の
君

と
の
関
係
な
ど
様
々
な
障
害
が
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
、
そ
こ
に
は
前

斎
院
の
持
つ
「
斎
院
」
で
あ
っ
た
過
去
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
物
語
史
に
お
け
る
「
斎
院
」
は
長
く
未
婚
で
あ

っ
た
り
、
結
婚
を
拒
否
し
出
家
を
望
む
姿
が
多
く
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の

物
語
の
前
斎
院
も
退
下
後
も
未
婚
を
通
し
出
家
の
望
み
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
前
斎
院
自
身
が
、
自
身
の
浮
名
が
立
つ
こ
と
を

極
端
に
恐
れ
て
い
る
こ
と
が
秘
密
の
恋
に
終
わ
る
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
「
い
と
ど
流
れ
出
ん
末
の
名
の
憂
さ
と
い
ひ
」
（
巻
四
・
五
三
六

頁
）
、
「
入
道
宮
（
一
品
宮
）
へ
も
、
さ
ら
ば
と
う
渡
し
た
ま
へ
か
し
。
浮

き
名
の
か
く
れ
な
さ
こ
そ
さ
り
と
も
、
御
心
ば
か
り
を
だ
に
、
と
こ
の
山

な
る
と
お
ぼ
さ
れ
ば
、
う
れ
し
う
な
ん
侍
べ
き
。
」
（
巻
四
・
五
四
〇
頁
）

と
、
一
貫
し
て
浮
名
が
流
れ
る
こ
と
を
憂
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
若
君
も
手
放
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『いはでしのぶ』の前斎院考

す
覚
悟
を
決
め
て
い
る
こ
と
か
ら
容
易
に
判
断
で
き
る
。
前
掲
引
用
部
の

い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
の
和
歌
と
、
若
君
を
一
品
宮
へ
預
け
て
欲
し
い
と

述
べ
る
前
斎
院
の
言
葉
に
共
通
す
る
「
と
こ
の
山
」
と
い
う
歌
語
が
示
す

　
注
1
7

よ
う
に
、
二
人
の
関
係
は
ひ
た
す
ら
秘
密
の
恋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
の
君
が
華
々
し
く
京
に
迎
え
ら
れ
、
対
の
上
と

待
遇
さ
れ
て
い
る
の
と
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
前
斎
院
」

1
皇
女
と
の
密
通
と
い
う
概
念
が
見
え
隠
れ
し
て
お
り
、
伏
見
中
の
君
と

対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
差
異
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

　
「
前
斎
院
」
と
い
う
存
在
を
考
え
た
と
き
、
第
一
節
で
も
考
察
し
た
よ

う
に
、
『
狭
衣
物
語
』
の
影
響
は
大
き
い
。
そ
の
中
で
も
特
に
一
条
院
一

品
宮
と
い
う
前
斎
院
の
影
響
が
強
い
。
斎
院
が
多
く
登
場
す
る
『
狭
衣
物

語
』
に
は
、
物
語
固
有
の
「
斎
院
」
に
対
す
る
論
理
が
あ
る
が
、
後
代
の

物
語
に
は
、
「
斎
院
」
造
型
の
一
パ
タ
ー
ン
と
し
て
影
響
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
『
い
は
で
し
の
ぶ
」
の
前
斎
院
は
、
こ
の
『
狭
衣
物
語
』
を

反
転
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
「
な
か
っ
た
密
通
」
か
ら
浮
名
が
立
ち

狭
衣
と
不
幸
な
結
婚
を
す
る
一
条
院
一
品
宮
、
「
事
実
と
し
て
の
密
通
」

か
ら
浮
名
が
立
つ
こ
と
を
ひ
た
す
ら
に
厭
い
、
隠
し
通
し
た
前
斎
院
。
同

じ
よ
う
な
境
遇
と
し
て
設
定
さ
れ
な
が
ら
（
特
に
三
十
歳
と
い
う
年
齢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
8

持
つ
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
）
、
前
斎
院
を
「
あ
え
か
に
な
ま
め
か
し

い
」
姫
宮
と
す
る
こ
と
で
、
物
語
は
斎
院
の
イ
メ
ー
ジ
を
塗
り
か
え
る
。

そ
し
て
、
大
君
や
中
の
君
と
い
っ
た
若
い
姫
君
た
ち
と
同
等
に
位
置
づ
け

ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
優
位
性
を
保
つ
こ
と
は
「
斎
院
」
と
い
う
付
加
価

値
の
ゆ
え
ん
か
も
し
れ
な
い
。

　
密
通
、
出
産
、
そ
し
て
死
。
本
来
な
ら
ば
不
婚
を
通
す
べ
き
姫
宮
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
悲
劇
性
は
必
然
と
高
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
の
悲
劇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
9

の
皇
女
の
死
は
、
奇
し
く
も
中
将
が
嘆
い
た
よ
う
に
一
条
院
皇
統
と
い
う

悲
劇
の
皇
統
の
短
命
さ
の
証
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注123456

拙
稿
「
物
語
史
に
お
け
る
斎
宮
・
斎
院
の
変
貌
」
（
『
古
代
中
世
文

学
論
考
』
第
十
三
集
、
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
）

物
語
史
の
中
で
斎
院
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
か
を
ま
と
め
て
お

り
、
前
掲
注
一
の
拙
稿
が
述
べ
て
い
る
部
分
と
重
複
す
る
箇
所
も

あ
る
。
た
だ
し
、
注
一
の
拙
稿
で
は
個
々
の
物
語
の
引
用
を
省
き

総
論
的
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
も
う
少
し
丁
寧
に
各
物

語
を
見
た
。

『
平
安
時
代
史
事
典
』
（
角
川
書
店
）
「
斎
院
」
の
項
目
よ
り
抜
粋
。

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
よ
り
、
一
部
表
記
を
私
に
改
め
、
巻
名
と
巻
数
及
び
頁
数
を
併

記
し
た
。

筆
跡
に
関
し
て
は
、
そ
の
す
ぐ
後
に
「
女
の
は
、
ま
ほ
に
も
取
り

出
で
た
ま
は
ず
。
斎
院
の
な
ど
は
、
ま
し
て
取
う
出
た
ま
は
ざ
り

け
り
」
（
「
梅
枝
」
巻
③
四
二
〇
頁
）
9
と
あ
り
、
特
に
斎
院
の
筆
跡

を
蛍
兵
部
卿
宮
で
あ
っ
て
も
公
開
し
な
い
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
狭
衣
物
語
』
の
作
者
は
、
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
家
に
仕
え
て

21



7891011121314

い
た
宣
旨
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

『
海
人
の
刈
藻
』
の
引
用
は
、
笠
間
書
院
・
中
世
王
朝
物
語
全
集

『
海
人
の
刈
藻
』
（
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

『
栄
華
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
よ
る
。

『
堤
中
納
言
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
『
落
窪
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』
に
よ
る
。

神
野
藤
昭
夫
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
」
（
若
草
書
房
、

一
九
九
八
年
）

嵯
峨
帝
代
に
母
后
の
死
去
に
よ
り
退
下
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
白

河
帝
代
に
斎
院
に
ト
定
さ
れ
た
可
能
性
も
有
り
、
二
代
に
仕
え
た

斎
院
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
引
用
は
、
小
木
喬
『
い
は
で
し
の
ぶ
物
語

本
文
と
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
り
、
一
部
表

記
を
私
に
改
め
た
。

い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
は
、
当
時
大
将
で
あ
っ
た
が
、
呼
称
に
よ

る
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
中
将
で
統
一
す
る
。

前
斎
院
と
中
の
君
に
関
わ
る
部
分
は
、
抄
出
資
料
で
あ
る
三
条
西

家
本
と
冷
泉
家
本
（
一
部
）
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
や
や
不

分
明
な
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
表
現
レ
ベ
ル
で
も
十
分
に
二
人
が

対
比
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
前

斎
院
が
「
お
か
し
げ
」
「
あ
へ
か
に
」
「
心
苦
し
げ
」
「
な
つ
か
し
」

と
形
容
さ
れ
る
の
に
対
し
、
伏
見
中
の
君
は
、
「
愛
敬
付
き
」
「
ふ

く
ら
ふ
く
ら
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
中
で
、
女
君

15161718

た
ち
は
非
常
に
多
数
の
表
現
を
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
愛
敬
付
き
」

と
い
う
言
葉
の
使
用
に
は
問
題
が
あ
る
。
物
語
の
女
主
人
公
で
あ

る
一
品
宮
が
一
貫
し
て
「
愛
敬
付
き
」
と
は
表
現
さ
れ
ず
、
伏
見

姉
妹
や
宮
の
君
（
故
帥
の
宮
の
姫
君
）
に
対
し
て
は
使
用
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
「
愛
敬
付
き
」
と
い
う
言
葉
は
、

一
段
低
い
形
容
詞
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
言
葉
の
問

題
か
ら
考
え
る
と
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
は
、
伏
見
姉
妹
や
宮

の
君
と
い
う
親
王
の
女
・
女
王
と
一
品
宮
や
前
斎
院
と
い
う
内
親

王
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
辺
り
の
冷
泉
家
本
を
ふ
ま
え
た
物
語
の
復
元
に
つ
い
て
は
、

横
溝
博
「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
「
い
は
で
し
の
ぶ
」
に
つ
い
て

1
主
と
し
て
断
簡
五
紙
の
整
序
に
関
す
る
考
察
ー
」
（
「
中
古
文

学
」
六
十
二
号
、
平
成
十
年
十
一
月
）
に
拠
っ
た
。

斎
宮
と
斎
院
の
イ
メ
ー
ジ
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
一
の
拙

稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
三
墨
滅
歌
・
＝
〇
八
「
犬
上
の
と
こ
の

山
な
る
な
と
り
河
い
さ
と
答
へ
よ
わ
が
名
も
ら
す
な
」
に
よ
る
。

田
中
貴
子
『
聖
な
る
女
』
（
人
文
書
院
、
一
九
九
六
年
）
所
収
、

第
三
章
「
結
婚
し
な
い
女
た
ち
ー
鎌
倉
物
語
の
皇
女
」
（
初
出
は

『
年
刊
　
日
本
の
文
学
』
第
三
集
、
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
）
に

は
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
前
斎
院
に
つ
い
て
、
コ
ニ
十
歳
に
な
る

と
い
う
年
齢
や
、
さ
ほ
ど
美
し
い
と
は
い
え
な
い
容
貌
な
ど
は
、

『
狭
衣
』
の
一
品
宮
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
同
じ
皇
女
と
は

い
え
、
中
将
が
そ
の
光
輝
く
ほ
ど
の
美
し
さ
に
憧
れ
る
『
い
は
で
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し
の
ぶ
』
の
一
品
宮
と
は
た
い
そ
う
な
違
い
だ
。
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
は
、
前
斎
院
が
三
十
歳
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
三
十
歳
は
原
則
と
し
て
女
性
が
性
的
関
係
を
退
く
年

齢
で
あ
り
、
皇
女
不
婚
の
原
則
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
前
斎
院
は

い
ま
ま
で
理
想
的
な
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
こ
こ
に
き
て
中
将
に

契
る
と
い
う
ル
ー
ル
破
り
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

入
道
の
宮
の
も
と
を
訪
れ
た
中
将
は
前
斎
院
の
死
を
一
条
院
内
大

臣
を
引
き
合
い
に
出
し
て
嘆
く
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

　
お
ほ
か
た
世
の
中
に
も
い
か
な
れ
ば
一
条
院
の
御
末
、
か
く
の

み
お
は
し
ま
す
ら
ん
。
故
内
大
臣
殿
、
こ
の
斎
院
は
ち
こ
ぞ
残
ら

せ
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
う
ち
続
き
い
と
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
な

ど
、
や
す
か
ら
ず
言
ひ
け
り
。
（
冷
泉
家
本
　
四
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
か
つ
ま
た
・
し
お
り
　
博
士
後
期
課
程
）

『いはでしのぶ』の前斎院考
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