
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
一
品
宮

l
I
占
王
女
か
ら
女
院
へ
ー

勝

亦

志

織

は
じ
め
に

　
中
世
王
朝
物
語
の
一
作
品
で
あ
る
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
は
、
「
｝
品
」

の
地
位
に
あ
る
皇
女
の
降
嫁
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
諸
相
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
注
1

前
稿
で
考
察
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
一
品
宮
が
な
ぜ
皇
女
か
ら
降
嫁
を
経

て
女
院
の
地
位
に
つ
く
の
か
、
女
院
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
で
明

ら
か
に
し
た
い
。

　
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
品
宮
は
「
白
河
院
の
一
品
宮
」
と
い
う
胎

持
を
持
ち
続
け
た
。
一
条
院
内
大
臣
に
降
嫁
し
た
後
も
、
飽
か
ず
宮
中
を

恋
い
慕
う
一
品
宮
の
姿
は
、
何
度
と
な
く
物
語
に
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ

は
同
時
に
、
自
身
に
対
す
る
嘆
き
に
他
な
ら
な
い
。
「
白
河
院
の
］
品
宮
」

の
位
置
か
ら
転
が
り
落
ち
た
こ
と
で
、
彼
女
は
尚
更
自
身
の
在
り
所
を

「
白
河
院
」
に
求
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
物
語
は
一
品
宮
を
「
降
嫁
し
た
皇
女
」
の
ま
ま
と
は
せ
ず

「
女
院
」
と
い
う
位
置
に
押
し
上
げ
る
。
そ
れ
は
、
一
品
宮
の
若
君
の
即

位
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
と
い
う
時
代
を
考
え
た
と
き
「
女
院
」

と
い
う
位
置
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
浮
上
し
て
く
る
。
一
品
宮

が
「
女
院
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
く
こ
と
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
。
ま

ず
は
、
「
女
院
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
確
認
す
る
こ
と
か
ら

始
め
た
い
。

一、

u
女
院
」
の
論
理
－
母
后
優
待
と
不
婚
内
親
王
ー

　
女
院
号
の
始
め
は
、
一
条
天
皇
生
母
藤
原
詮
子
、
東
三
条
院
で
あ
る
。

正
暦
二
年
（
九
九
一
）
九
月
十
六
日
、
女
院
号
を
宣
下
さ
れ
た
。
女
院
号

の
宣
下
は
詮
子
の
出
家
に
よ
る
も
の
で
、
出
家
後
の
処
遇
を
如
何
に
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

き
か
が
問
題
と
な
り
、
結
果
「
依
院
例
、
判
官
代
・
主
典
代
可
宜
芙
」
と

の
勅
定
が
下
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
落
飾
が
后
位
を
退
く
理
由
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
以
後
に
落
飾
し
た
后
妃
が
、
后
位
に
何
の
影
響
を
与
え
て

い
な
い
場
合
も
多
く
あ
り
、
こ
こ
で
は
詮
子
を
母
后
と
し
て
優
遇
す
る
た

め
の
新
例
を
開
く
名
分
と
し
て
、
落
飾
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
た
の
で
あ

注
3

ろ
う
。
女
院
号
の
設
立
は
母
后
優
待
を
目
的
と
し
て
成
さ
れ
た
の
で

注
4

あ
る
。
そ
の
後
、
上
東
門
院
へ
の
女
院
号
宣
下
に
よ
り
女
院
号
が
確
立
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し
、
三
人
目
の
陽
明
門
院
以
下
、
様
々
に
拡
大
し
な
が
ら
江
戸
時
代
、
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

明
天
皇
の
生
母
新
待
賢
門
院
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
く
。
で
は
、
ど
の
よ

う
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
女
院
の
要
件
と
し
て
①
天
皇
の
生
母
す
な
わ
ち
国
母
で
あ
る
こ
と
、
②

后
位
に
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
基
本
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
四

人
目
の
二
条
院
（
後
一
条
天
皇
皇
女
章
子
内
親
王
・
後
冷
泉
天
皇
太
皇
太

后
）
に
対
し
て
は
、
白
河
天
皇
女
御
藤
原
賢
子
の
立
后
の
た
め
に
、
后
位

に
空
席
を
設
け
る
た
め
太
皇
太
后
で
あ
っ
た
章
子
内
親
王
が
后
位
を
退
き

二
条
院
と
さ
れ
、
后
位
が
順
送
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
「
女
院
」

を
後
宮
に
お
け
る
后
位
以
外
の
も
う
一
つ
の
尊
貴
な
地
位
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
次
に
、
白
河
天
皇
皇
女
提
子
内
親
王
で
あ
る
が
、
彼
女
は
未
婚
の
ま
ま

堀
河
天
皇
の
准
母
と
し
て
立
后
し
女
院
と
な
っ
た
。
非
妻
后
の
皇
后
で
不

婚
の
皇
女
が
女
院
と
な
っ
た
初
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
鳥
羽
天
皇
皇
女
瞳
子

内
親
王
は
、
二
条
天
皇
の
准
母
と
し
て
准
三
宮
の
宣
旨
を
受
け
、
女
院
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
母
で
も
、
后
位
で
も
な
い
皇
女
が
女
院
と
な

っ
た
初
例
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
橋
本
義
彦
氏
の
類
別
に
よ
る
と
、
①
国
母
后
宮

②
非
国
母
后
宮
③
准
母
内
親
王
（
②
中
の
未
婚
内
親
王
の
皇
后
の
院
号
宣

下
を
媒
介
に
し
て
）
④
国
母
准
后
（
特
に
身
分
の
低
い
国
母
に
対
す
る
も

の
）
、
こ
れ
ら
の
待
遇
で
女
院
の
院
号
宣
下
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
女
院
号
宣
下
は
国
母
に
対
す
る
も
の
（
上

流
公
家
出
身
・
中
流
以
下
の
公
家
出
身
を
区
別
せ
ず
〉
と
、
未
婚
の
内
親

王
へ
対
す
る
も
の
が
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
替
え
て
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
ゆ
つ
ま
り
、
「
女
院
」
は
後
宮
制
度
の
歪
み
を
打
開
す
る

方
法
で
も
あ
り
、
様
々
な
后
妃
・
国
母
・
内
親
王
を
包
括
し
゜
て
い
る
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
特
に
未
婚
の
女
院
皇

女
が
莫
大
な
財
産
と
権
力
を
持
っ
て
い
く
構
図
が
す
で
に
多
数
指
摘
さ
れ

　
注
6

て
い
る
。
院
政
期
以
降
、
外
戚
が
政
治
を
掌
握
し
て
い
た
摂
関
時
代
と
は

異
な
り
、
天
白
干
法
皇
が
政
治
を
掌
’
0
莫
大
な
皇
室
領
を
形
成
し
て
い
っ

た
。
そ
れ
ら
を
分
散
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
不
婚
の
皇
女
に
伝
領
さ
せ
、

さ
ら
に
次
の
不
婚
の
皇
女
へ
、
ま
た
は
甥
な
ど
に
当
た
る
天
皇
へ
伝
領
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
不
婚
の
皇
女
た
ち
は
、
天
皇
の
准
母
な
ど
に
置

か
れ
「
女
院
」
と
い
う
位
置
を
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
皇
女
の
重
要
性
が

高
ま
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ま
で
天
皇
の
后
た
ち
が
最
も
不
可
侵
な
存
在
で
あ

っ
た
も
の
が
、
皇
女
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
不
可
侵
な
存
在
と
し
て
の

注
7

皇
女
。
そ
れ
は
皇
女
の
地
位
が
高
ま
り
、
新
た
に
「
女
院
」
と
し
て
遇
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
時
代
背
景
が
物
語
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
史
実

に
お
い
て
不
婚
の
皇
女
の
問
題
が
女
院
べ
と
続
く
以
上
、
こ
の
物
語
に
お

い
て
皇
女
か
ら
女
院
と
な
っ
た
一
品
宮
へ
当
時
の
女
院
の
影
響
が
な
い
と

は
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
、
皇
女
の
中
で
も
特
に
神
聖
不
可
侵
の
皇
女
で

あ
っ
た
＝
品
宮
」
の
存
在
を
考
え
た
時
、
そ
の
「
一
品
宮
」
か
ら
女
院

に
な
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一一

A
　
一
品
宮
の
女
院
宣
下

　
で
は
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、

の
一
品
宮
は
、
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
注
8

本
文
を
確
認
し
た
い
。

「
女
院
」
と
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御
夢
な
ど
に
も
御
覧
じ
た
り
け
る
こ
と
や
あ
り
け
ん
、
か
の
若
君
を

御
子
に
な
ず
ら
え
て
、
坊
に
す
へ
き
こ
え
む
と
、
院
に
申
さ
せ
給
へ

る
に
、
さ
ら
な
る
こ
と
な
り
や
、
お
ろ
か
に
お
ぼ
さ
ん
や
、
誠
に
誰

か
次
立
・
ぬ
と
な
ら
ば
、
こ
の
御
は
か
ら
ひ
こ
と
に
い
み
じ
う
侍
り

さ
れ
。
ま
た
い
で
き
給
た
ぐ
ひ
あ
ら
ば
、
そ
は
聞
こ
ゆ
る
に
お
よ
ば

ず
と
、
な
の
め
な
ら
ず
喜
び
申
し
給
ひ
て
、
や
が
て
、
そ
の
如
月
の

う
ち
に
御
子
に
な
し
聞
こ
え
入
ら
せ
給
程
の
儀
式
、
思
ひ
や
る
べ

し
。
（
中
略
）
母
宮
な
ど
の
御
心
の
中
、
思
ひ
や
る
べ
し
。
宮
司
定

ま
り
、
何
か
喜
び
の
繁
き
こ
ろ
に
て
、
入
道
の
宮
も
太
上
天
皇
に
な

ず
ら
え
て
女
院
と
そ
き
こ
ゆ
。
変
わ
ら
ぬ
御
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
い

ま
一
際
の
き
ざ
み
に
上
な
き
位
に
と
て
定
ま
ら
せ
給
は
ま
し
と
、
い

ま
さ
ら
、
あ
か
ず
言
ひ
思
ふ
人
の
あ
れ
ど
（
巻
四
相
当
・
冷
泉
家
本

六
オ
～
七
ウ
）

　
物
語
の
中
間
、
一
品
宮
の
兄
で
あ
る
嵯
峨
院
に
皇
子
が
い
な
い
た
め
、

一
品
宮
の
若
君
が
「
（
嵯
峨
院
の
）
御
子
に
な
ず
ら
え
て
、
坊
に
す
へ
き

こ
え
む
」
と
立
太
子
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
一
品
宮
も
「
入
道

の
宮
も
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
え
て
女
院
と
そ
き
こ
ゆ
。
」
と
な
る
。
こ
の

「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
え
て
」
と
い
う
表
現
を
こ
こ
で
は
重
視
し
た
い
。

こ
の
「
太
上
天
皇
」
に
「
な
ず
ら
え
」
る
こ
と
は
、
史
実
で
は
東
三
条
院

や
上
東
門
院
な
ど
を
想
起
さ
せ
、
物
語
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
藤
壷
の
宮

を
想
起
さ
せ
る
。

　
東
三
条
院
の
女
院
号
宣
下
に
は
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
「
お
り
ゐ

の
み
か
ど
に
な
ぞ
ら
え
て
、
女
院
と
き
こ
え
さ
す
」
（
巻
第
四
「
み
は
て

　
　
　
　
　
　
　
注
9

ぬ
ゆ
め
」
①
一
九
六
頁
）
と
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
東
門
院
に
対

し
て
は
『
大
鏡
』
が
「
世
の
人
の
申
す
や
う
、
「
太
宮
の
入
道
せ
し
め
給

ひ
て
、
太
上
天
皇
の
御
位
に
な
ら
せ
給
ひ
て
、
女
院
と
な
ん
申
べ
き
。
こ

の
御
寺
に
戒
壇
た
て
ら
れ
て
、
御
受
戒
あ
る
べ
か
な
れ
ば
、
よ
の
中
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

ま
ど
も
、
ま
い
り
て
う
く
べ
か
ん
な
り
」
」
　
（
二
四
七
頁
）
、
『
栄
花
物
語
』

が
「
お
り
ゐ
の
帝
と
ひ
と
し
き
御
位
に
て
、
女
院
と
聞
え
さ
す
べ
き
宣
旨

も
て
ま
ゐ
り
た
り
」
（
巻
第
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
③
六
二
頁
）
と

描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
は
前
述
の
「
依
院
例
…
」
や
「
年
官
年
爵
封
戸
、
如

太
上
天
皇
」
（
『
女
院
小
伝
』
）
と
の
東
三
条
院
の
定
め
を
解
釈
、
認
識
し

た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
と
同
時
代
に
作
ら
れ
た
．
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
藤
壷
の
宮
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

て
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。

入
道
后
の
宮
、
御
位
を
ま
た
改
め
た
ま
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
太
上
天

皇
に
な
ず
ら
え
て
御
封
賜
わ
ち
せ
た
ま
ふ
。
院
司
ど
も
な
り
て
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2

ま
こ
と
に
い
つ
く
し
。
（
『
源
氏
物
語
』
「
濡
標
」
巻
②
三
〇
〇
頁
）

こ
れ
は
、
藤
壷
の
宮
所
生
の
皇
子
冷
泉
帝
の
即
位
に
よ
り
、
藤
壷
も
ま
た

母
后
と
し
て
待
遇
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
藤
壷
の
宮
が
物
語
中
、
h
女
院
」

と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
「
薄
雲
女
院
」
な
る
呼
称
が
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

系
図
や
古
注
釈
に
も
見
ら
れ
、
．
藤
壷
の
宮
が
女
院
に
な
っ
た
と
い
う
認
識

が
あ
っ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
入
道
（
出
家
し
て
い

る
）
・
自
分
の
子
供
の
即
位
、
そ
れ
ゆ
え
の
女
院
号
と
、
藤
壷
の
宮
と
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『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
一
品
宮
の
共
通
項
が
見
え
る
。

　
し
か
し
、
最
も
大
き
な
差
異
は
藤
壷
の
宮
が
桐
壷
帝
の
中
宮
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
一
品
宮
は
帝
の
后
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
立
后
も
し
て
お
ら

ず
、
若
君
も
ま
た
兄
嵯
峨
院
の
養
子
と
い
う
形
で
の
即
位
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
点
を
提
示
し
、
次
に
他
の
物
語
に
お
け
る
女
院
に
つ
い
て
見
て

い
き
た
い
。
他
の
物
語
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
で
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の

「
女
院
」
の
特
質
を
見
た
い
か
ら
で
あ
る
。

三
、
物
語
史
の
中
の
女
院

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
以
外
の
物
語
の
中
で
「
女
院
」
が
登
場
す
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4

す
で
に
野
村
倫
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
狭
衣
物
語
』
・
『
夜
の
寝

覚
』
・
『
有
明
の
別
れ
』
・
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
・
『
堤
中
納
言
物
語
』
、
『
浅

茅
が
露
』
・
『
石
清
水
物
語
』
・
『
風
に
つ
れ
な
き
』
・
『
風
に
紅
葉
』
・
『
苔
の

衣
』
・
『
木
幡
の
時
雨
』
・
『
雫
に
に
ご
る
』
・
『
し
の
び
ね
』
・
『
松
陰
中
納
言

物
語
』
・
『
む
ぐ
ら
』
・
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

の
中
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
ま
で
が
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
先
行
す
る
物

語
で
あ
り
、
『
浅
茅
が
露
』
以
降
が
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
と
同
時
代
あ
る

い
は
そ
れ
以
降
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、

『
夜
の
寝
覚
』
は
末
尾
欠
巻
部
で
中
宮
が
女
院
と
な
っ
た
こ
と
が
『
物
語

二
百
番
歌
合
』
か
ら
わ
か
り
、
『
風
に
つ
れ
な
き
』
も
該
当
部
を
欠
巻
し

て
い
る
が
『
風
葉
和
歌
集
』
に
「
風
に
つ
れ
な
き
の
女
院
」
と
あ
り
、
関

白
左
大
臣
の
中
君
が
女
院
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
品
の
女
院
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
摂
関
家
の

娘
で
あ
り
、
中
宮
か
ら
女
院
へ
な
る
パ
タ
ー
ン
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
契

機
は
、
例
え
ば
『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
「
后
の
宮
（
一
条
院
皇
后
〉
と
聞

こ
え
さ
せ
し
も
、
尼
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
今
は
女
院
と
こ
そ
聞
こ
え
さ
す

　
　
　
　
　
　
　
注
1
5

れ
。
」
（
巻
三
②
三
四
頁
）
と
出
家
の
際
に
女
院
と
な
る
か
、
『
有
明
の
別

れ
』
で
は
「
帝
、
お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
（
中
略
）
中
宮
も
、
内
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
6

春
宮
の
御
母
に
て
、
女
院
と
申
す
。
」
（
二
二
四
頁
）
と
、
帝
の
退
位
に
よ

っ
て
女
院
と
な
る
か
、
女
院
と
な
る
契
機
は
出
家
か
夫
で
あ
る
帝
の
退
位

な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
重
要
で
あ
る
の
が
自
分
の
生
ん
だ
皇
子
が
即
位
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
母
と
な
り
、
女
院
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
院
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
7

「
女
の
栄
華
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
女
の
栄

華
」
1
1
「
女
院
」
と
い
う
意
識
は
、
奇
し
く
も
『
木
幡
の
時
雨
』
の
女
院

が
「
上
東
門
院
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
母
后
優
待
が
女
院
号

で
あ
っ
た
平
安
時
代
の
踏
襲
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
入
内
し
立
后
、
女

院
号
を
賜
る
と
い
う
過
程
は
、
す
な
わ
ち
、
摂
関
家
出
身
の
女
性
の
栄
達

の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
で
あ

る
。　

膨
大
な
人
物
が
登
場
す
る
物
語
の
中
で
、
女
院
も
三
人
（
水
尾
女
院
・

嵯
峨
女
院
・
我
身
女
院
）
登
場
し
、
ど
れ
も
中
宮
、
皇
后
、
皇
太
后
、
太

皇
太
后
、
そ
し
て
女
院
と
順
に
そ
の
地
位
が
上
が
っ
て
い
く
。
中
世
王
朝

物
語
の
ほ
と
ん
ど
が
摂
関
家
の
物
語
で
あ
る
以
上
、
女
院
が
女
性
の
最
高

位
で
あ
る
と
の
認
識
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と

「
国
母
后
宮
」
が
「
女
院
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
世
の
軍
記
物
語

で
も
変
わ
ら
な
い
。
典
型
例
と
思
わ
れ
る
『
平
家
物
語
』
の
建
礼
門
院
に

つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
る
。
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ニ
ニ
ハ
内
大
臣
重
盛
公
ノ
御
子
ト
ス
。
即
后
二
立
給
ヘ
リ
。
皇
子
御

誕
生
ア
リ
シ
カ
バ
、
皇
太
子
二
立
給
。
万
乗
ノ
位
二
備
給
テ
後
ハ
、

院
号
有
テ
建
礼
門
院
ト
申
。
太
政
入
道
娘
、
天
下
国
母
ニ
テ
御
座
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
8

上
ハ
、
ト
カ
ク
申
ニ
オ
ヨ
バ
ズ
。

　
　
　
　
　
　
　
注
1
9

こ
れ
ら
は
、
他
の
諸
本
で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
、
白
王
子

の
即
位
に
よ
り
女
院
号
を
賜
っ
た
と
物
語
は
語
る
。
軍
記
物
語
で
は
史
実

が
基
で
は
あ
る
が
、
表
現
（
語
り
方
）
は
ほ
ぼ
他
の
王
朝
物
語
と
変
わ
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
注
目
に
値
す
る
の
が
、
『
風
に
つ
れ
な
き
』
と
『
木

幡
の
時
雨
』
で
あ
る
。
『
風
に
つ
れ
な
き
』
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
物
語

の
肝
心
な
部
分
が
欠
落
し
、
『
風
葉
和
歌
集
』
な
ど
か
ら
の
推
測
で
あ
る

が
、
関
白
左
大
臣
の
中
君
が
女
院
と
な
り
「
風
に
つ
れ
な
き
の
女
院
」
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
君
は
、
姉
弘
徽
殿
中
宮
が
遺
し
た
若
宮
（
後
の
堀

河
院
）
を
未
婚
の
ま
ま
養
育
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
摂
関
家
の

姫
君
が
な
ぜ
「
女
院
」
と
な
っ
た
の
か
。
姉
中
宮
の
死
後
、
帝
（
後
の
吉

野
院
）
の
入
内
要
請
も
あ
っ
た
が
断
っ
た
様
子
が
現
存
本
文
に
描
か
れ
て

お
り
、
そ
の
後
、
欠
落
部
分
に
入
内
し
立
后
し
た
可
能
性
も
な
い
と
は
言

い
切
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
『
風
葉
和
歌

集
』
で
の
呼
称
が
「
風
に
つ
れ
な
き
の
吉
野
の
院
の
女
院
」
と
さ
れ
て
な

い
こ
と
か
ら
、
彼
女
が
帝
（
吉
野
院
）
の
も
と
に
入
内
し
、
女
院
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
0

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
姉
の
遺
児
堀
河
院
の
養
母
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
1

し
て
准
母
の
扱
い
に
よ
り
女
院
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
史
実
に
は
摂
関
家
の
姫
君
が
后
位
を
経
ず
女
院
と
な
っ
た
例

は
な
く
、
む
し
ろ
こ
こ
に
は
未
婚
の
内
親
王
の
例
が
影
響
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
史
実
の
未
婚
内
親
王
は
、
准
母
の
待
遇
で
「
女
院
」

と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
物
語
が
新
し
い
「
女
院
」
の
形
を
生
み
出

し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
皇
位
継
承
者
の
養
育
者
」
1
1
「
女
院
」
、

な
の
で
あ
る
。
「
国
母
后
宮
」
が
多
く
の
中
世
王
朝
物
語
の
「
女
院
」
の

要
件
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
物
語
で
は
、
例
え
代
わ
り
で

も
「
母
」
で
あ
る
こ
と
が
「
女
院
」
の
最
大
の
要
件
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　
ま
た
、
『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
次
の
引
用
部
分
．
に
あ
る
よ
う
に
、
帝
の

本
当
の
母
で
あ
る
関
白
北
の
方
が
、
一
位
の
宣
旨
を
受
け
て
い
る
。

春
宮
十
七
に
て
、
御
位
を
譲
り
奉
り
給
ひ
て
、
内
は
堀
河
の
院
に
降

り
居
さ
せ
給
へ
ば
、
や
が
て
二
の
宮
、
春
宮
に
居
給
ふ
。
后
、
院
号

賜
り
給
ひ
て
、
上
東
門
院
と
聞
こ
ゆ
。
そ
の
時
、
女
院
、
内
に
申
さ

せ
給
ふ
や
う
、
「
知
ら
せ
給
は
ぬ
御
こ
と
な
れ
ば
、
苦
し
か
ら
ね
ど

後
ろ
め
た
く
や
と
奏
し
侍
る
。
君
は
関
白
の
上
の
御
腹
に
宿
ら
せ
給

ひ
ぬ
る
を
、
あ
る
や
う
あ
り
て
、
こ
こ
に
も
の
さ
せ
給
へ
る
。
院
号

な
ど
も
、
か
の
上
こ
そ
賜
り
給
ふ
べ
け
れ
ど
も
、
人
知
れ
ぬ
御
こ
と

は
力
及
ば
ず
」
と
申
さ
せ
給
へ
ば
、
「
ま
た
知
る
人
は
な
き
か
」
と

仰
せ
ら
れ
て
、
め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
と
聞
か
せ
給
ひ
て
、
関
白
の

上
、
御
母
代
に
参
り
給
ふ
べ
き
よ
し
宣
旨
な
り
け
，
れ
ば
、
つ
つ
ま
し

さ
も
忘
れ
て
、
御
恋
し
さ
も
か
た
じ
け
な
く
て
参
り
給
ふ
。
・
（
中
略
）

帝
・
春
宮
あ
は
れ
に
め
づ
ら
し
く
御
覧
ゼ
よ
ろ
こ
ば
せ
給
ひ
て
、
こ
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ま
や
か
に
宣
旨
下
り
て
一
位
に
な
り
給
ひ
ぬ
。

　
　
　
　
　
注
2
2

（
頁
七
一
～
七
二
）

物
語
は
表
向
き
の
親
子
関
係
と
実
際
の
親
子
関
係
が
相
違
し
て
お
り
、
帝

と
上
東
門
院
の
子
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
帝
と
関
白
北
の
方
の
子
で

あ
り
、
関
白
と
北
の
方
の
子
と
さ
れ
て
い
る
の
が
関
白
と
上
東
門
院
の
子

な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
春
宮
が
即
位
し
た
と
き
、
上
東
門
院
は
真
実

を
伝
え
「
院
号
な
ど
も
、
か
の
上
こ
そ
賜
り
給
ふ
べ
け
れ
ど
も
」
と
し
、

結
果
、
帝
の
実
母
で
あ
る
関
白
の
北
の
方
に
は
母
代
と
し
て
参
内
さ
せ
一

位
の
宣
旨
が
下
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
、
国
母
優
待
の
論
理
で
あ

る
。
紆
余
曲
折
の
は
て
、
一
人
は
関
白
北
の
方
、
一
人
は
女
院
と
、
共
に

女
の
栄
華
を
極
め
て
い
る
二
人
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
や
は
り

帝
の
実
母
を
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
ず
、
母
代
と
し
て
一
位
と
い
う
位
を

贈
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
脈
は
帝
の
実
母
1
1
国
母
が
物
語
の
中
で
重
要

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
端
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
’
の
女
院
が
他
と
違
う

様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
皇
女
で
あ
り
、
降
嫁
の
後
に
、
’
若

君
の
即
位
に
よ
り
女
院
と
さ
れ
た
一
品
宮
は
か
な
り
異
質
な
存
在
で
あ

る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
皇
族
出
身
の
女
院
は
二
例
し
か

注
2
3

な
い
。
し
か
し
、
物
語
群
を
見
通
し
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
「
皇
位

継
承
者
の
母
」
・
で
あ
る
こ
と
が
「
女
院
」
に
必
要
不
可
欠
の
要
因
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
他
と
違
う
様
相
を
示
す
本
物
語
で
も
「
母
」
で
あ
る
こ
と

が
「
女
院
」
の
大
き
な
要
件
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
『
風
に
つ

れ
な
き
』
で
は
養
母
が
女
院
で
あ
っ
た
が
、
本
物
語
で
は
実
母
が
女
院
と

な
る
の
で
あ
り
「
国
母
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
再
度
問
題
と
し
た
い
の
は
、
「
太
上
天
皇
に
な
ず

ら
え
て
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く

同
じ
表
現
は
早
く
一
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の

か
、
次
節
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。

四
、
　
一
品
宮
か
ら
女
院
へ
ー
「
女
院
」
が
示
す
問
題

　
『
源
氏
物
語
』
と
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
共
通
す
る
「
太
上
天
皇
に
な

ず
ら
え
て
」
と
い
う
表
現
。
他
に
同
じ
よ
う
な
表
現
と
捉
え
得
る
の
は

『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
も
っ
と
明
確
に
「
太
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
4

天
皇
の
位
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫

君
』
の
場
合
、
史
実
の
二
条
院
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
加
え
て
、

物
語
の
成
立
が
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
と
の
前
後
が
不
明
の
た
め
影
響
関
係

を
考
え
る
こ
と
そ
の
も
の
は
控
え
て
お
き
た
い
。
そ
う
考
え
る
と
「
太
上

天
皇
に
な
ず
ら
え
て
」
は
『
源
氏
物
語
』
と
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
み
に

共
通
す
る
文
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
表
現
が
他
の
中
世
王
朝
物
語
で

ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
そ
れ
故
に
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
が
「
女
院
」
を
造
形
す
る

た
め
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
藤
壷
の
宮
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
浮

き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
物
語
が
志
向
し
た
先
、
そ
れ
は
王
朝
文
化
華
や

か
な
り
し
平
安
時
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
も
う
少
し
踏
み

込
ん
で
言
え
ば
、
皇
女
が
女
院
と
な
る
先
例
を
『
源
氏
物
語
』
に
求
め
て

い
る
と
も
い
え
よ
う
。
母
后
優
待
の
論
理
の
枠
組
み
の
中
で
、
多
く
の
物

語
の
女
院
は
摂
関
家
出
身
の
姫
君
で
あ
っ
「
た
。
そ
の
一
方
で
藤
壷
の
宮
と

一
品
宮
は
、
皇
女
・
帝
の
母
・
入
道
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
だ
が
、
す
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で
に
皇
女
の
結
婚
と
い
う
形
で
も
藤
壷
の
宮
と
一
品
宮
は
共
通
性
を
持
っ

て
い
た
。

　
藤
壷
の
宮
は
、
桐
壷
帝
と
は
皇
統
を
異
に
す
る
先
帝
の
皇
女
で
あ
っ

た
。
桐
壷
帝
に
よ
る
入
内
要
請
に
、
先
帝
の
后
で
あ
っ
た
宮
の
母
は
す
ぐ

に
は
承
知
せ
ず
、
結
局
、
母
后
の
死
に
よ
り
入
内
が
成
さ
れ
て
い
る
。
藤

壷
の
宮
は
先
帝
に
と
っ
て
后
腹
の
姫
宮
で
あ
っ
た
。
皇
女
の
母
が
后
か
そ

う
で
な
い
か
の
重
要
性
は
、
例
え
ば
柏
木
が
落
葉
の
宮
を
「
下
鵬
の
更
衣

腹
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
軽
視
し
た
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

后
腹
の
藤
壷
の
宮
は
先
帝
に
と
っ
て
重
要
な
姫
君
で
あ
っ
た
。
そ
の
后
腹

の
藤
壷
の
宮
が
桐
壷
帝
に
入
内
し
た
意
義
は
大
き
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
5

皇
女
の
聖
性
に
よ
る
「
血
の
保
証
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
・
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
一
品
宮
は
、
白
河
院
鍾
愛
の
姫
宮
と
し

て
一
品
の
位
を
授
け
ら
れ
た
姫
宮
で
あ
り
、
そ
の
尊
貴
性
は
こ
の
上
も
な

い
。
そ
の
よ
う
な
姫
宮
が
、
密
通
の
結
果
と
は
い
え
断
絶
し
た
皇
統
で
あ

る
一
条
院
の
血
を
引
く
一
条
院
内
大
臣
の
も
と
に
降
嫁
す
る
こ
と
で
物
語

は
始
発
す
る
。
皇
女
の
結
婚
が
皇
統
断
絶
の
補
償
ど
な
っ
て
い
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
注
2
6

す
で
に
指
摘
が
あ
る
が
、
二
品
宮
は
断
絶
し
た
皇
統
の
姫
宮
で
は
な
い
も

の
の
、
「
血
の
保
証
」
を
逆
手
に
取
っ
た
一
条
院
内
大
臣
に
よ
り
降
嫁
と

な
る
。
つ
ま
り
、
藤
壷
の
宮
も
一
品
宮
も
と
も
に
、
皇
統
断
絶
の
境
に
置

か
れ
た
、
皇
統
に
と
っ
て
重
要
な
皇
女
の
結
婚
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

共
通
性
を
持
っ
゜
た
二
人
が
と
も
に
女
院
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
く
の
は
何
を

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
．
　
　
　
　
，
　
　
　
，

　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
藤
壷
の
宮
は
「
女
院
」
と
明
言
さ
れ
な
い
。

物
語
が
設
定
し
て
い
る
時
代
に
は
「
女
院
」
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
こ

と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
御
封
」
「
院

司
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
は
「
女
院
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

看
取
さ
れ
得
る
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
成
立
の
周
辺
は
、
ま
さ
に
母
后
－

女
院
の
周
辺
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
風
葉
和
歌
集
』
が
藤
壷
の
宮
を
「
薄

雲
の
女
院
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
成
立
あ
る

い
は
享
受
さ
れ
た
時
期
に
は
す
で
に
藤
壷
の
宮
1
1
女
院
と
い
う
意
識
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
7

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
女
院
と
な
っ
た
き
っ
か
け
を
考

え
れ
ば
、
藤
壷
の
宮
も
一
品
宮
も
自
身
の
息
子
の
即
位
（
あ
る
い
は
立
太

子
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
新
た
な
皇
統
の
開
始
で
も
あ
る
。
皇
統
の
断
絶

か
ら
、
国
母
で
あ
る
自
身
を
媒
介
に
し
て
新
皇
統
が
成
立
す
る
。
そ
う
し

た
中
で
「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
え
て
」
と
い
う
表
現
を
物
語
に
取
り
込
ん

だ
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
は
、
だ
か
ら
こ
そ
「
国
母
」
と
な
っ
た
一
品
宮
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
8

「
女
院
」
に
遇
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
が
、
後
文
の
「
変
わ
ら
ぬ
御
身
な
ら
ま
し
か

ば
、
い
ま
】
際
の
き
ざ
み
に
上
な
き
位
に
と
て
定
ま
ら
せ
た
ま
は
ま
し
」

（
冷
泉
家
本
七
オ
～
七
ウ
）
と
言
う
人
も
い
る
と
い
う
叙
述
で
あ
る
。
つ

ま
り
は
、
一
品
宮
が
出
家
し
て
い
な
け
れ
ば
、
「
上
な
き
位
」
に
も
な
れ

た
の
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
「
女
院
」
が
他

の
物
語
の
よ
う
に
、
女
性
の
最
高
の
地
位
と
は
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
女
の
栄
華
」
の
は
て
1
1
女
院
と
い
っ
た
物
語
の
多
い
中
、

こ
れ
は
異
質
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
出
家
し
た
も
の

に
も
与
え
ら
れ
る
の
が
「
女
院
」
と
い
う
地
位
な
の
で
あ
る
。
出
家
で
喚

起
さ
れ
る
も
の
は
、
や
は
り
東
三
条
院
や
上
東
門
院
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ

り
、
冷
泉
帝
の
即
位
時
に
は
す
で
に
出
家
し
て
い
た
藤
壷
の
宮
で
あ
る
。
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言
い
換
え
れ
ば
、
物
語
は
『
源
氏
物
語
』
を
通
し
て
東
三
条
院
や
上
東
門

院
の
例
を
想
定
し
て
い
る
、
と
も
で
き
る
。
同
時
代
的
な
女
院
は
出
家
と

院
号
の
因
果
関
係
は
な
い
。
そ
れ
が
、
唯
一
強
調
さ
れ
た
の
は
東
三
条
院

や
上
東
門
院
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』

の
女
院
・
一
品
宮
に
は
、
同
時
代
的
な
女
院
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
は
な

く
、
平
安
時
代
h
女
院
号
が
創
始
さ
れ
た
頃
の
イ
メ
！
ジ
が
付
与
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
同
時
代
的
な
女
院
は
、
「
国
母
后
｛
韻
か
で
あ
っ
た
大
宮
院
の
例
と
、
不

婚
内
親
王
で
あ
っ
た
皇
女
た
ち
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
皇
女
で
あ
り
つ

つ
、
「
国
母
」
と
な
っ
た
例
な
ど
見
出
せ
得
な
い
。
加
え
て
、
同
時
代
の

後
嵯
峨
院
政
期
の
後
、
両
統
迭
立
期
に
は
未
婚
内
親
王
の
准
母
立
后
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
0

る
女
院
は
歴
史
上
消
．
え
て
い
ぐ
。
一
品
宮
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
彼
女
が
「
一
品
宮
」
と
い
う
皇
女
で
あ
り
、
か
つ
女
院
と
な
っ
た
と

い
う
、
ま
さ
に
そ
の
間
に
位
置
す
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
女
院
」
と
し
て
の
一
品
宮
は
、
「
国
母
」
と

し
て
待
遇
し
た
い
所
を
、
す
で
に
出
家
し
て
い
る
た
め
「
女
院
」
と
し

た
、
－
と
い
・
7
「
国
母
優
待
」
、
の
論
理
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

・
し
か
し
、
で
は
「
上
な
き
位
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
．
の
だ
ろ

う
か
。
物
語
の
初
め
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
一
品
宮
は
「
さ
れ
ば
御
門
・
后

の
お
ぼ
し
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
さ
ま
な
の
め
な
ら
ず
、
ま
た
世
に
な
か
ら

む
例
を
も
取
り
出
で
て
、
い
か
に
も
て
な
し
聞
こ
え
ん
と
の
み
お
ぽ
さ
れ

し
に
」
（
巻
一
、
，
°
一
五
二
頁
）
と
「
世
に
な
か
ら
む
例
」
が
取
り
沙
汰
さ

れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
例
」
が
何
を
指
す
の
か
は
不
明
確
で
あ

る
が
、
「
い
ま
一
際
の
き
ざ
み
に
上
な
き
位
」
と
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
は

お
の
ず
か
ら
「
女
帝
」
の
地
位
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
す
で
に
、
「
世
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
1

か
ら
む
例
」
に
対
し
て
女
帝
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
れ
以
上
に
明
確
に
「
女
帝
」
へ
の
志
向
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
女
性
に
と
っ
て
の
「
上
な
き
位
」
は
皇
后
や
皇
太
后
な
ど
の

后
と
し
て
の
地
位
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
一
品
宮
の
「
一
品
宮
」

と
い
う
皇
女
と
し
て
の
過
去
を
か
ん
が
み
た
時
、
「
女
帝
」
こ
そ
一
品
宮

に
ふ
さ
わ
し
い
「
上
な
き
位
」
と
な
ろ
う
。

　
史
実
で
は
入
条
院
瞳
子
内
親
王
が
女
帝
の
可
能
性
が
あ
っ
た
皇
女
で
あ

注
3
2

っ
た
。
物
語
で
は
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
に
女
春
宮
が
描
か
れ
、
『
我
身

に
た
ど
る
姫
君
』
で
は
女
帝
が
登
場
し
理
想
の
治
世
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
興
味
深
い
こ
と
に
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
春
宮
は
そ
の
後
女
院
と

な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
・
『
雫
に
に
ご
る
』
の
一
品
宮
は
、
幼
い
異
母
弟

で
あ
る
帝
の
女
御
代
と
な
っ
て
政
治
を
掌
り
、
一
品
宮
の
母
は
女
院
と
な

り
幼
帝
を
養
育
す
る
。
こ
の
よ
う
に
中
世
の
物
語
（
あ
る
い
は
歴
史
で

も
）
に
は
、
女
帝
へ
の
志
向
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
女
院
」
の
地

位
と
関
わ
っ
て
、
い
る
の
で
あ
る
b

終
わ
り
に
ー
「
母
」
と
し
て
の
［
品
宮

　
で
は
、
「
女
院
」
と
し
て
待
遇
さ
れ
た
一
品
宮
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
答
え
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
養
育
者
1
1
母
」
と
い

う
役
割
で
あ
る
。
自
分
の
若
君
・
姫
君
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
は
で
し

の
ぶ
の
関
白
と
前
斎
院
と
の
子
供
で
あ
る
右
大
将
を
養
育
し
て
い
く
。
特

に
姫
君
（
二
品
宮
）
の
結
婚
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
嵯
峨
院
と
い
は
で
し
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の
ぶ
の
関
白
の
間
に
入
り
、
結
局
、
い
は
で
し
の
ぶ
の
関
白
と
の
結
婚
を

許
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
か
つ
て
、
一
条
院
内
大
臣
と
の
婚
姻
を
父
帝
、

母
后
に
よ
り
許
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
品
宮
の
結
婚
を
許
す
の
で
あ
る
。
二

品
宮
に
つ
い
て
は
、
「
女
院
の
姫
宮
も
二
品
内
親
王
の
宣
旨
被
ら
せ
た
ま

ふ
ま
ま
に
」
（
冷
泉
家
本
一
五
オ
）
と
、
兄
の
即
位
、
母
の
女
院
宣
下
に

よ
り
内
親
王
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
再
び
物
語
の
核
と
な
る
皇
女
が
誕
生

し
た
の
で
あ
る
。
「
女
院
の
姫
宮
」
と
い
う
表
記
か
ら
は
、
こ
の
内
親
王

宣
下
に
、
母
で
あ
る
一
品
宮
の
「
女
院
」
と
し
て
の
位
置
が
関
係
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
「
女
院
」
と
な
っ
た
一
品
宮
は
、
も
は
や
皇
女
と
し
て
の
⊃
品
宮
」

で
は
な
く
、
「
母
し
と
し
て
采
配
を
振
る
う
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
「
女
院
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
3

と
な
る
こ
と
で
、
皇
女
争
奪
ゲ
ー
ム
の
駒
か
ら
外
れ
る
。
恋
愛
の
対
象
か

ら
、
そ
れ
を
許
す
側
へ
の
転
換
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
「
母
」
と
し
て
の

「
女
院
」
一
．
品
宮
、
・
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
女
は
「
女
院
」
と
規
定
さ
れ
る

こ
と
で
「
母
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
君
の
即
位

に
よ
り
、
対
立
し
て
い
た
一
条
院
皇
統
と
白
河
院
皇
統
が
融
和
し
、
そ
の

融
和
し
た
皇
統
に
は
も
は
や
⊃
品
宮
」
と
い
う
聖
な
る
皇
女
1
1
不
婚
の

皇
女
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
白
河
院
の
一
品
宮
で
あ
り
な

が
ら
、
一
条
院
内
大
臣
の
妻
で
も
あ
っ
た
］
品
宮
は
、
「
女
院
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
「
新
た
な
皇
統
の
母
」
と
い
う
自
身
の
在
り

所
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

1 》王

拙
稿
「
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
一
品
宮
1
「
一
品
宮
」
の
降
嫁
1
」

23456

（『

w
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
五
年
三

月
）

『
院
号
部
類
記
』
所
収
「
後
小
記
」
正
暦
二
年
九
月
十
六
日
条

（『

蜩
坙
{
史
料
』
第
二
編
之
一
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一

九
二
八
年
）

橋
本
義
彦
「
女
院
の
意
義
と
沿
革
」
（
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
、
昭

和
六
十
一
年
）

大
和
典
子
「
女
院
の
成
立
と
摂
関
家
」
（
『
政
治
経
済
史
学
』
四
〇

〇
号
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
と
、
女
院
の
成
立
は
国
母
（
母

后
）
優
待
の
た
め
で
は
な
く
、
摂
関
家
の
成
立
と
安
定
の
為
に
創

設
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
国
母
は
摂
関
家
の
姫
君
で

あ
り
、
国
母
を
優
待
す
る
こ
と
は
結
果
的
に
摂
関
家
の
安
定
に
つ

な
が
る
以
上
、
国
母
優
待
の
論
理
は
女
院
に
と
っ
て
重
大
な
要
素

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

女
院
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
前
掲
注
三
橋
本
論
文
を
は
じ
め
、
野

村
育
代
「
女
院
論
」
（
『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
3
　
信
心
と
供

養
』
平
凡
社
、
平
成
元
年
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
。

網
野
善
彦
『
異
形
の
王
権
』
（
平
凡
社
、
昭
和
六
十
一
年
）
・
野
村

育
代
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
家
－
女
院
領
の
伝
領
と
養
子
」
（
『
家

族
と
女
性
の
歴
史
－
古
代
・
中
世
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
元

年
）
・
五
味
文
彦
「
聖
・
媒
・
縁
ー
女
の
力
」
（
『
日
本
女
性
生
活

史
2
　
中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
二
年
）
・
伴
瀬
明
美

「
院
政
期
～
鎌
倉
期
に
お
け
る
女
院
領
に
つ
い
て
1
中
世
前
期
の

王
家
の
在
り
方
と
そ
の
変
化
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
三
七
四
号
、
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平
成
五
年
十
月
）
、
「
院
政
期
に
お
け
る
後
宮
の
変
化
と
そ
の
意

義
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
四
〇
二
号
、
平
成
八
年
二
月
V
・
栗
山

圭
子
「
准
母
立
后
制
に
み
る
中
世
前
期
の
王
家
」
（
『
日
本
史
研

究
』
第
四
六
五
号
、
平
成
十
三
年
五
月
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。

三
田
村
雅
子
「
い
は
で
し
の
ぶ
物
語
」
（
三
谷
栄
一
『
体
系
物
語

文
学
史
』
第
四
巻
、
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
）

『
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
）
よ
り
、
適
宜
私
に

表
記
を
改
め
た
。
ま
た
、
新
出
資
料
で
あ
る
冷
泉
家
本
に
つ
い
て

は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
四
十
三
巻

『
源
家
長
日
記
・
い
は
で
し
の
ぶ
・
撰
集
抄
』
（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
七
年
）
よ
り
適
宜
翻
刻
し
た
。

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

よ
る
。

『
大
鏡
』
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
、
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

物
語
の
女
院
に
つ
い
て
は
、
野
村
倫
子
「
物
語
の
「
女
院
」
、
素

描
　
平
安
・
鎌
倉
期
に
見
え
る
「
女
院
」
の
系
譜
」
（
高
橋
亨
編

『
源
氏
物
語
と
帝
』
森
話
社
、
二
〇
〇
四
年
∀
に
概
要
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
藤
壷
の
宮
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ

て
い
る
が
、
「
女
院
」
と
明
記
さ
れ
た
人
物
が
活
躍
す
る
の
は

『
狭
衣
物
語
』
が
初
出
と
さ
れ
て
い
る
。

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

よ
る
。

薄
雲
女
院
に
つ
い
て
、
『
源
氏
物
語
古
系
図
』
で
は
九
条
家
本
・
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為
氏
本
・
正
嘉
本
な
ど
に
見
え
、
古
注
釈
で
は
『
紫
明
抄
』
・
『
河

海
抄
』
・
『
花
鳥
余
情
』
な
ど
に
見
え
る
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
歌

合
』
や
『
風
葉
和
歌
集
』
で
も
藤
壷
の
宮
を
「
薄
雲
の
女
院
」
と

記
し
て
い
る
。

物
語
の
女
院
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
十
一
野
村
論
文
に
お
い
て
、

平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
の
物
語
の
女
院
が
総
括
さ
れ
て
い
る
。

氏
の
論
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
物
語
史
に
お
い

て
「
女
院
」
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
見
る
こ
と
で

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
「
女
院
」
を
考
察
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し

て
い
る
。

『
狭
衣
物
語
』
の
引
用
は
小
学
館
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に

よ
る
。『

有
明
の
別
れ
』
の
引
用
は
、
大
槻
修
訳
・
注
『
有
明
の
別
れ
ー

あ
る
男
装
の
姫
君
の
物
語
ー
』
（
創
英
社
、
一
九
七
九
年
）
に
よ

る
。田

中
貴
子
「
中
世
の
皇
室
と
女
性
と
文
学
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
文

学
史
』
五
、
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
V
・
前
掲
注
十
一
野
村
論
文
。

『
平
家
物
語
』
の
引
用
は
勉
成
社
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
　
本
文

篇
』
上
に
よ
る
。

他
に
確
認
し
た
諸
本
は
、
覚
一
本
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
）
・
長

門
本
（
『
長
戸
本
平
家
物
語
の
総
合
研
究
』
勉
誠
社
、
平
成
十

年
）
・
四
部
合
戦
状
本
（
『
訓
読
　
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
有

精
堂
、
一
九
九
五
年
）
・
『
源
平
盛
衰
記
』
（
『
新
定
　
源
平
盛
衰

記
』
新
人
物
往
来
社
、
昭
和
六
十
三
年
）
。
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小
木
喬
『
鎌
倉
時
代
物
語
の
研
究
』
（
有
精
堂
、
昭
和
五
十
九
年
）

中
世
王
朝
物
語
全
集
『
木
幡
の
時
雨
・
風
に
つ
れ
な
き
』
（
笠
間

書
院
、
一
九
九
七
年
）
所
収
、
『
風
に
つ
れ
な
き
』
改
題
に
よ
る
。

『
木
幡
の
時
雨
』
の
引
用
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
『
木
幡
の
時

雨
・
風
に
つ
れ
な
き
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

前
掲
注
十
一
野
村
論
文
。
皇
族
出
身
の
女
院
は
、
『
今
と
り
か
へ

ば
や
』
の
女
春
宮
と
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
一
品
宮
だ
け
で
あ

る
。
な
お
、
野
村
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
作

品
は
皇
位
の
継
承
方
法
が
特
異
で
あ
る
。

こ
の
表
現
が
直
接
「
女
院
」
と
同
意
で
あ
る
か
問
題
は
あ
る
と
こ

ろ
だ
が
、
次
の
場
面
で
は
太
皇
太
后
宮
は
「
女
院
」
と
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
「
女
院
」
と
な
っ
た
表
現
の
一
つ
と
し
て

考
え
て
お
く
。

今
井
久
代
「
皇
女
の
結
婚
－
女
三
宮
降
嫁
の
呼
び
さ
ま
す
も
の

ー
」
（
『
む
ら
さ
き
』
第
二
六
輯
、
一
九
入
九
年
七
月
）

前
掲
注
二
十
五
今
井
論
文

前
掲
注
十
三
参
照
。

前
掲
注
十
一
野
村
論
文
に
お
い
て
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
女
院

に
藤
壷
の
宮
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿

と
は
視
点
を
異
に
す
る
。

後
嵯
峨
院
時
代
に
女
院
宣
下
さ
れ
た
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

宣
仁
門
院
（
四
条
天
皇
女
御
）
・
正
親
町
院
（
土
御
門
天
皇
皇

女
）
・
室
町
院
（
後
堀
河
天
皇
皇
女
）
以
上
、
後
嵯
峨
帝
に
よ
る

宣
下
。
大
宮
院
（
後
嵯
峨
天
皇
中
宮
）
・
仙
華
門
院
（
土
御
門
天
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白
舌
王
女
）
・
永
安
門
院
（
順
徳
天
白
舌
玉
女
）
・
神
仙
門
院
（
後
堀
河

天
白
舌
王
女
）
以
上
、
後
深
草
帝
に
よ
る
宣
下
。
東
二
条
院
（
後
深

草
天
皇
中
宮
）
・
和
徳
門
院
（
仲
恭
天
皇
皇
女
）
・
月
華
門
院
（
後

嵯
峨
天
皇
皇
女
）
・
今
出
河
院
（
亀
山
天
皇
中
宮
）
・
京
極
院
（
亀

山
天
白
舌
王
后
）
以
上
、
亀
山
帝
に
よ
る
宣
下
。
ま
た
、
後
嵯
峨
院

時
代
に
女
院
宣
下
が
多
く
行
わ
れ
る
の
は
、
皇
統
の
違
う
皇
女
た

ち
が
持
っ
て
い
た
所
領
を
、
後
嵯
峨
皇
統
に
集
め
る
た
め
だ
と
さ

れ
て
い
る
。

野
村
育
代
「
王
権
の
中
の
女
性
」
（
『
中
世
を
考
え
る
　
家
族
と
女

性
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
四
年
〉

辛
島
正
雄
『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
上
巻
（
笠
間
書
院
、
平
成
十

三
年
）

『
愚
管
抄
』
、
『
今
鏡
』
、
『
古
事
談
』
な
ど
に
、
八
条
院
が
女
帝
と

し
て
擁
立
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
荒
木
敏
夫

『
可
能
性
と
し
て
の
女
帝
』
（
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
）

足
立
繭
子
「
い
は
で
し
の
ぶ
」
（
神
田
龍
身
・
西
沢
正
史
編
『
中

世
王
朝
物
語
。
御
伽
草
子
事
典
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
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