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輔

契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ  

末
の
松
山
浪
越
さ
じ
と
は

  

古
今
集
の
東
歌
に「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
我
が
も
た
ば
末
の
松
山
浪
も
越
え
な
む
」と
い
ふ(

う
）歌
が
あ
り
ま
す
。末
の
松

山
が
ど
こ
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、今
で
は
宮
城
縣
多
賀
城
市
と
す
る
説
が
有
力
な
や（
よ
）う
で
す
。現
に
多
賀
城
市

に
は
末
松
山
寶
國
寺
と
云
ふ
（
う
）
寺
が
あ
り
、
江
戸
時
代
に
松
尾
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
の
途
次
こ
の
寺
を
訪
れ
て
居
て
、

今
こ
の
寺
の
境
内
に
は
清
原
元
輔
の
歌
を
刻
ん
だ
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
ゐ（
い
）ま
す
。歴
史
を
溯
る
と
清
原
元
輔
の
時
代
か
ら
百

年
前
、古
今
集
の
東
歌
が
収
録
さ
れ
る
三
四
十
年
前
の
貞
觀
十
一
年
に
、一
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
に
匹
敵
す
る
大
地
震
と
大
津
波

が
東
北
地
方
を
襲
ひ
（
い
）
ま
し
た
。
そ
の
時
多
賀
城
近
邊
の
人
た
ち
は
、
海
岸
に
近
い
け
れ
ど
も
小
高
い
丘
に
な
っ
て
ゐ
（
い
）

る「
末
の
松
山
」に
避
難
し
て
助
か
っ
た
ら
し
い
。そ
の
こ
と
が
こ
の
邊
り
の
人
々
に
強
い
印
象
を
與
へ
て
、古
今
集
の
歌
が
生
れ

た
と
思
は
（
わ
）
れ
ま
す
。
因
み
に
一
昨
年
の
大
津
波
も
「
末
の
松
山
」
ま
で
は
來
な
か
っ
た
や
（
よ
）
う
で
す
。

　
古
今
集
の
歌
は「
あ
な
た
と
堅
く
約
束
し
た
の
に
も
し
私
が
他
の
人
に
心
を
移
す
こ
と
が
あ
っ
た
ら
末
の
松
山
を
浪
が
越
え
る
で

せ
（
し
ょ
）
う
」、
つ
ま
り
「
末
の
松
山
を
浪
が
越
え
な
い
や
（
よ
）
う
に
私
は
あ
な
た
以
外
の
人
に
心
を
移
し
た
り
は
致
し
ま
せ

ん
」
と
の
誓
ひ
（
い
）
の
歌
で
す
。
誓
っ
て
ゐ
（
い
）
る
の
が
男
な
の
か
女
な
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
考
へ
（
え
）
ら
れ
ま
す
が
、
古

今
集
の
東
歌
は
民
謡
的
な
歌
を
収
録
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、女
が
相
手
の
男
に
對
し
て
心
變
り
は
し
ま
せ
ん
と
誓
っ
た
と
考
へ（
え
）

た
方
が
民
謡
ら
し
い
の
で
は
な
い
で
せ
（
し
ょ
）
う
か
。

　　
そ
れ
に
對
し
て
百
人
一
首
の
清
原
元
輔
の
歌
は「
心
變
り
侍
り
け
る
女
に
、人
に
代
り
て
」と
の
詞
書
が
あ
り
、女
に
裏
切
ら
れ

た
男
の
「
あ
の
時
一
緒
に
涙
ま
で
流
し
て
互
ひ
（
い
）
に
心
變
り
は
し
な
い
と
誓
っ
た
で
は
な
い
で
す
か
」
と
云
ふ
（
う
）
怨
み
の

歌
を
、清
原
元
輔
が
代
作
し
た
歌
で
す
。清
原
元
輔
は
學
問
の
家
で
あ
る
清
原
家
出
身
の
學
者
・
官
僚
で
、村
上
天
皇
の
御
代
に
生

き
た
人
で
し
た
。一
流
の
學
者
で
、宮
中
の
梨
壺
に
設
け
ら
れ
た
和
歌
所
の
寄
人
と
し
て「
古
今
集
」に
續
く
勅
撰
和
歌
集「
後
撰

集
」の
編
纂
や
當
時
も
う
難
解
に
な
っ
て
ゐ（
い
）た
萬
葉
集
の
解
讀
に
當
り
ま
し
た
。か
の
有
名
な
清
少
納
言
は
こ
の
人
の
晩
年

に
な
っ
て
か
ら
の
娘
で
父
か
ら
と
て
も
可
愛
が
ら
れ
、父
が
周
防
守
と
し
て
任
地
、つ
ま
り
今
の
山
口
県
に
赴
任
し
た
と
き
娘
も
一

緒
に
行
き
ま
し
た
。清
原
元
輔
は
學
者
ら
し
く
清
廉
な
人
で
一
生
貧
乏
で
し
た
か
ら
、七
十
九
才
に
な
っ
て
も
肥
後
守
と
し
て
今
の

熊
本
県
の
任
地
に
行
き
、
そ
こ
で
亡
く
な
り
ま
す
。
こ
の
時
清
少
納
言
は
結
婚
し
て
ゐ
（
い
）
た
の
で
父
に
同
行
し
ま
せ
ん
。

　
現
代
女
流
作
家
の
田
辺
聖
子
氏
は
、清
原
元
輔
と
清
少
納
言
父
娘
の
明
る
い
性
格
が
お
好
き
な
や（
よ
）う
で
す
。元
輔
の
歌
の
、

怨
み
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
さ
し
て
深
刻
で
は
な
く
、歌
全
体
と
し
て
は
軟
ら
か
な「
や
さ
し
い
愚
痴
」程
度
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
、

娘
の
清
少
納
言
と
も
共
通
す
る
性
格
の
明
る
さ
と
評
價
さ
れ
ま
す
。源
氏
物
語
の
宇
治
十
帖
に
同
じ「
末
の
松
山
」を
歌
っ
た「
波

こ
ゆ
る
こ
ろ
と
も
し
ら
ず
末
の
松
待
つ
ら
む
と
の
み
思
ひ
け
る
か
な
」と
云
ふ（
う
）歌
が
あ
り
ま
す
。愛
人
の
浮
舟
に
裏
切
ら
れ

た
薫
大
將
の
歌
で
す
。田
辺
氏
は
こ
の
歌
に
こ
も
る「
し
ん
ね
り
む
っ
つ
り
し
た
…
あ
て
こ
す
り
」を
清
原
元
輔
の
歌
と
比
較
し
て
、

清
原
元
輔
・
清
少
納
言
と
紫
式
部
と
の「
氣
質
の
違
い
」を
見
て
居
ら
れ
ま
す
。紫
式
部
に
は
辛
い
見
方
で
す
が
、面
白
い
見
方
で

は
あ
る
と
思
ひ
（
い
）
ま
す
。
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ゆ

か
は

き
よ

な
が

こ
ゝ
ろ

み
づ

か
よ

と
く
が
は
み
つ
く
に

行
く
河
の
清
き
流
れ
に
お
の
づ
か
ら
心
の
水
も
通
ひ
て
ぞ
す
む   

徳
川
光
圀

  

「
行
く
河
の
」
と
言
へ
ば
、
賀
茂
長
明
の
方
丈
記
冒
頭
の

   

ゆ
く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず

が
す
ぐ
に
思
ひ
出
さ
れ
ま
す
。
行
く
河
に
は
即
ち
水
が
絶
え
ず
流
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
水
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
の

で
す
。
こ
の
こ
と
を
踏
へ
な
が
ら
、
掲
出
の
歌
を
鑑
賞
し
て
み
ま
せ
う
。

一
刻
も
休
ま
ず
に
流
れ
て
く
る
川
の
水
が
清
く
澄
ん
で
ゐ
る
の
を
見
て
ゐ
る
と
、
自
然
と
心
の
水
も
澄
ん
で
く
る
。
考

へ
て
み
る
と
我
が
日
本
で
は
ど
の
川
の
水
も
澄
ん
で
ゐ
る
、
さ
う
し
て
日
本
人
も
こ
の
清
い
流
れ
に
皆
が
心
を
澄
ま
し

て
ゐ
る
の
だ
な
あ
。

 

こ
の
歌
の
中
心
は
「
通
ひ
て
ぞ
澄
む
」
の
結
句
に
あ
り
、
日
本
人
は
流
れ
の
水
と
同
じ
や
う
に
、
一
人
一
人
は
同
じ
で

は
な
い
が
、
日
本
の
川
が
澄
ん
で
ゐ
る
や
う
に
、
自
づ
か
ら
共
通
し
て
心
が
澄
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
を
表
し
て
ゐ
ま
す
。

つ
ま
り
「
通
ひ
て
」
に
は
清
い
流
れ
が
自
分
の
心
に
通
じ
て
來
る
の
と
、
こ
の
こ
と
は
日
本
人
全
體
に
共
通
し
て
ゐ
る
と

の
二
重
の
意
味
が
籠
め
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

 

光
圀
は
世
に
水
戸
黄
門
の
名
で
明
君
と
し
て
有
名
で
す
が
、一
方
亦
優
秀
な
學
徒
と
し
て
十
八
歳
の
時
既
に
修
史
の
志

を
立
て
、
明
暦
三
年
三
十
歳
で
大
日
本
史
の
編
纂
を
開
始
し
ま
す
。
以
來
元
祿
十
三
年
薨
ず
る
ま
で
編
纂
に
盡
力
し
、
就

中
三
大
特
筆
と
言
は
れ
る
、
一
、
神
功
皇
后
は
天
皇
と
せ
ず
、
二
、
大
友
皇
子
の
即
位
を
認
め
る
（
弘
文
天
皇
）、
三
、
南

朝
を
正
統
と
す
る
の
三
點
を
明
記
し
、
又
元
祿
五
年
に
は
楠
木
正
成
の
碑
を
湊
川
神
社
に
建
立
す
る
等
、
劃
期
的
な
歴
史

觀
を
示
し
ま
し
た
。

 

同
時
に
萬
葉
集
の
研
究
に
も
意
欲
を
示
し
、
契
沖
に
依
頼
し
た
注
釋
書
、
元
祿
元
年
成
立
の
萬
葉
代
匠
記
初
稿
本
に
對

し
て
も
光
圀
の
見
識
が
反
映
さ
れ
、
同
三
年
こ
れ
が
同
書
精
撰
本
と
な
つ
て
結
實
し
、
國
學
の
基
礎
と
な
つ
た
こ
と
も
よ

く
知
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

 

掲
出
の
歌
は
、光
圀
が
こ
の
や
う
な
生
涯
の
活
動
を
通
じ
て
、
日
本
の
國
や
文
化
に
對
す
る
愛
情
を
深
め
て
い
つ
た
こ

と
を
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。「
行
く
河
の
清
き
流
れ
」
は
長
い
日
本
の
歴
史
が
清
く
美
し
く
、
そ
の
歴
史
に

觸
れ
る
日
本
人
も
亦
皆
心
を
澄
ま
せ
て
き
た
こ
と
、
さ
う
し
て
そ
の
清
い
心
が
萬
葉
集
を
始
め
と
す
る
古
典
を
産
ん
で
き

た
を
こ
と
聯
想
さ
せ
ま
す
。
か
う
し
て
釀
成
さ
れ
ろ
愛
國
心
こ
そ
は
我
が
國
獨
特
の
も
の
で
あ
る
と
、
愛
國
百
人
一
首
の

撰
者
達
は
考
へ
て
こ
の
歌
を
選
ん
だ
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

 

な
ほ
、
大
日
本
史
は
二
百
四
十
九
年
後
の
明
治
三
十
九
年
に
完
成
し
ま
す
。
そ
の
編
纂
が
行
は
れ
た
史
局
は
、
最
初
江

し
や
うか
う
く
わ
ん

戸
神
田
の
別
邸
か
ら
、
十
五
年
後
の
寛
文
十
二
年
江
戸
小
石
川
の
本
邸
に
移
り
、
彰
考
館
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
水

戸
黄
門
漫
遊
記
は
明
治
初
期
の
講
談
の
作
品
で
す
。
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」
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」

「
南
朝
五
忠
臣
」

 

明
治
政
府
は
發
足
直
後
の
明
治
五
年
に
早
く
も
太
政
官
名
で
學
校
制
度
を
出
發
さ
せ
、下
等
小
學
教
育
に
十
四
教
科
を
當

て
ま
し
た
が
、
そ
の
一
つ
に
「
唱
歌
」
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
で
「
唱
歌
　
當
分
之
ヲ
闕
ク
」
と
除
外
さ
れ

た
の
は
、
五
線
の
樂
譜
は
な
い
、
伴
奏
樂
器
は
な
い
、
教
師
は
ゐ
な
い
と
な
い
な
い
盡
く
し
だ
つ
た
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ

ん
作
曲
者
ら
し
い
作
曲
者
も
ゐ
な
か
つ
た
の
に
、
明
治
十
一
年
に
は
早
く
も
日
本
最
初
の
音
樂
教
科
書
と
し
て
京
都
で
は

「
唱
歌
」
が
刊
行
さ
れ
、
筑
紫
箏
に
よ
る
伴
奏
を
前
提
と
し
て
ゐ
ま
し
た
。
東
京
で
も
「
保
育
唱
歌
」
が
作
ら
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
宮
内
廳
式
部
療
の
職
員
が
擔
當
し
た
こ
と
も
あ
つ
て
曲
は
雅
樂
が
中
心
と
な
り
、
有
名
で
あ
つ
た
「
越
天
樂
」
の

使
は
れ
る
こ
と
は
必
然
的
で
し
た
。

 

「
越
天
樂
」
は
、
本
來
の
器
樂
曲
に
聲
樂
が
つ
け
ら
れ
て
謠
曲
や
箏
曲
に
も
取
入
れ
ら
れ
、
筑
前
今
樣
と
し
て
九
州
福
岡

藩
で
歌
は
れ
た
も
の
が
廣
く
日
本
中
で
歌
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
が
「
黒
田
節
」
で
す
。
二
十
世
紀
に
入
る
と
管
絃
樂

曲
と
し
て
近
衞
秀
麿
や
松
平
頼
則
ら
が
編
曲
し
、
カ
ラ
ヤ
ン
が
指
揮
す
る
な
ど
、
な
ぜ
か
古
く
も
あ
り
新
し
く
も
あ
る
樂

曲
と
し
て
日
本
人
に
愛
さ
れ
つ
ゞ
け
て
き
て
ゐ
ま
す
。

 

明
治
も
十
年
代
に
な
る
と
、
歐
化
主
義
の
反
動
も
顯
れ
て
教
育
の
中
心
に
は
﹇
徳
育
﹈﹇
智
育
﹈﹇
體
育
﹈
が
据
ゑ
ら
れ
、

音
樂
は
和
洋
の
融
合
を
目
指
し
な
が
ら
も
儒
教
的
な
徳
性
を
高
め
る
た
め
に
妙
用
が
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
歌

詞
も
こ
の
歌
の
や
う
な
歴
史
教
育
に
も
な
り
忠
君
愛
國
も
稱
揚
で
き
る
や
う
な
方
向
も
出
て
き
ま
し
た
。

 

時
は
南
北
朝
、
天
皇
親
政
を
目
指
し
た
後
醍
醐
天
皇
は
北
條
氏
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
を
倒
す
畫
策
を
し
ま
す
が
、
そ
の
計
畫

が
事
前
に
洩
れ
た
た
め
、
天
皇
は
笠
置
山
に
逃
れ
て
倒
幕
の
兵
を
あ
げ
ま
す
。
そ
れ
を
知
つ
て
反
幕
に
動
い
た
武
士
の
一

人
が
楠
木
正
成
で
す
。
し
か
し
事
は
破
れ
て
帝
は
隱
岐
島
へ
流
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
途
中
で
帝
の
奪
囘
を
計
つ
て
失
敗
し
、

櫻
の
木
を
削
つ
て
「
天
莫
空
勾
践
、
時
非
無
范
蠡
」
と
記
し
、
志
を
示
し
た
の
が
武
將
児
島
高
徳
で
し
た
。
帝
は
一
年
も

し
な
い
う
ち
に
島
を
脱
出
、
伯
耆
の
豪
族
名
和
長
年
に
迎
へ
ら
れ
て
船
上
山
に
寄
り
、
全
國
に
呼
び
掛
け
て
反
撃
を
始
め

る
と
、
北
條
側
で
あ
つ
た
足
利
尊
氏
も
反
幕
府
に
轉
じ
て
京
洛
を
攻
め
落
し
、
後
醍
醐
天
皇
は
京
都
御
所
に
戻
つ
て
こ
こ

に
建
武
新
政
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
公
家
が
優
遇
さ
れ
す
ぎ
て
武
士
の

不
滿
は
解
消
で
き
ず
、
尊
氏
が
叛
旗
を
翻
し
て
最
終
的
に
は
都
を
目
指
し
ま
す
。
數
萬
の
尊
氏
勢
に
數
百
で
立
向
は
う
と

し
た
正
成
は
、
同
行
を
願
ふ
長
男
の
正
行
（
ま
さ
つ
ら
）
を
櫻
井
の
驛
で
歸
ら
せ
、
自
分
は
神
戸
湊
川
で
尊
氏
と
戰
ひ
最

後
に
は
自
刃
し
ま
す
。
湊
川
で
鬼
切
鬼
丸
二
ふ
り
の
名
刀
を
振
つ
て
尊
氏
に
立
向
つ
た
の
は
新
田
義
貞
で
し
た
。
楠
木
正

行
は
成
年
に
な
つ
て
か
ら
尊
氏
の
弟
高
師
直
（
か
う
の
も
ろ
な
ほ
）
と
戰
ひ
、
つ
ひ
に
四
條
畷
で
破
れ
ま
す
。

一
　
笠
置
の
山
を
出
で
し
よ
り
／
さ
し
て
行
方
は
定
め
な
き
、

　
　
　
　
君
を
や
す
む
る
い
さ
を
し
は
／
湊
河
原
に
殘
り
け
り
。

二
　
國
の
た
め
と
て
益
荒
男
が
／
四
條
畷
（
し
で
う
な
は
て
）
に
散
る
花
は
、

　
　
　
　
櫻
井
驛
の
い
ま
し
め
を
／
守
り
て
か
ぐ
は
し
菊
の
花
。

三
　
春
の
彌
生
に
夜
を
こ
め
て
／
君
に
告
げ
ん
と
益
荒
男
（
ま
す
ら
を
）
が
、　
　

　
　
　
　
大
和
心
を
櫻
木
に
／
殘
せ
し
あ
と
こ
そ
匂
ひ
け
り
。

四
　
寄
る
邊
も
な
み
の
荒
磯
を
／
船
上
山
に
と
ど
め
て
し

　
　
　
　
君
が
心
に
忘
ら
れ
ぬ
／
忠
義
は
山
よ
り
な
ほ
高
し
。

五
　
雨
や
あ
ら
れ
と
亂
れ
散
る
／
矢
面
に
立
ち
て
た
だ
ひ
と
り
、

　
　
　
　
稻
妻
あ
や
な
す
二
ふ
り
の
／
つ
る
ぎ
に
輝
く
忠
と
勇
。

谷
田
貝
常
夫
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舊
皇
室
典
範
の
言
葉
遣
ひ

舊
皇
室
典
範
の
言
葉
遣
ひ

舊
皇
室
典
範
の
言
葉
遣
ひ

舊
皇
室
典
範
の
言
葉
遣
ひ

舊
皇
室
典
範
の
言
葉
遣
ひ

（
１
）舊

皇
室
典
範
の
第
五
章
「
攝
政
」（
第
十
九
條
か
ら
第
二
十
五
條
ま
で
）
に
、
面
白
い
規
定
が
あ
る
。
條
文
の
文
語
表
現

が
論
理
的
で
、
勉
強
に
な
り
さ
う
な
の
で
、
御
紹
介
し
よ
う
。

第
二
十
四
条
　

第
二
十
四
条
　

第
二
十
四
条
　

第
二
十
四
条
　

第
二
十
四
条
　

よ

こ
う
ら
い

最
近
親
の
皇
族
未
だ
成
年
に
達
せ
ざ
る
か
又
は
其
の
他
の
事
故
に
由
り
他
の
皇
族
攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は
後
來
最
近
親

最
近
親
の
皇
族
未
だ
成
年
に
達
せ
ざ
る
か
又
は
其
の
他
の
事
故
に
由
り
他
の
皇
族
攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は
後
來
最
近
親

最
近
親
の
皇
族
未
だ
成
年
に
達
せ
ざ
る
か
又
は
其
の
他
の
事
故
に
由
り
他
の
皇
族
攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は
後
來
最
近
親

最
近
親
の
皇
族
未
だ
成
年
に
達
せ
ざ
る
か
又
は
其
の
他
の
事
故
に
由
り
他
の
皇
族
攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は
後
來
最
近
親

最
近
親
の
皇
族
未
だ
成
年
に
達
せ
ざ
る
か
又
は
其
の
他
の
事
故
に
由
り
他
の
皇
族
攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は
後
來
最
近
親

い
へ
ど
も

ほ
か

の
皇
族
成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除
く
と
雖
皇
太
子
及
皇
太
孫
に
対
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

の
皇
族
成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除
く
と
雖
皇
太
子
及
皇
太
孫
に
対
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

の
皇
族
成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除
く
と
雖
皇
太
子
及
皇
太
孫
に
対
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

の
皇
族
成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除
く
と
雖
皇
太
子
及
皇
太
孫
に
対
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

の
皇
族
成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除
く
と
雖
皇
太
子
及
皇
太
孫
に
対
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

（
２
）

ひ
さ
し

わ
た

　
こ
の
前
に
あ
る
第
十
九
條
で
は
、
天
皇
が
未
成
年
で
あ
る
と
き
に
は
必
ず
攝
政
を
立
て
、
ま
た
、「
久
き
に
亙
る
故
障
に

み
づ
か

由
り
大
政
を
親
ら
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
き
」
に
は
、「
皇
室
會
議
」
と
「
樞
密
院
」
の
議
を
經
て
、
攝
政
を
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
規
定
し
て
ゐ
る
。（
未
成
年
者
は
攝
政
に
は
な
れ
な
い
）

　
攝
政
就
任
の
優
先
順
位
は
、
ま
づ
第
一
に
「
皇
太
子
又
は
皇
太
孫
」。
そ
の
次
が
「
親
王
及
王
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ

の
後
に
「
皇
后
・
皇
太
后
」
が
来
る
。
女
性
で
も
攝
政
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
十
四
條
の
規
定
は
、
次
の
や
う
な
場
合
を
想
定
す
る
と
解
り
や
す
い
。

　
天
皇
が
病
身
で
大
政
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
す
る
。
皇
子
は
ゐ
な
い
。「
最
近
親
の
皇
族
」
は
、
天
皇
の
弟

Ａ
で
、
年
齡
は
十
八
歳
。

し
か
し
、
Ａ
は
未
成
年
な
の
で
、
攝
政
に
就
任
す
る
資
格
が
な
い
。

そ
こ
で
、
代
つ
て
、
天
皇
の
父
方
の
叔
父
Ｂ
（
成
人
／
親
王
）
が
攝
政
に
な
つ
た
。

翌
々
年
（
條
文
の
「
後
來
」
と
は
、「
そ
の
後
に
な
つ
て
」
の
意
味
／
現
代
中
國
語
の
表
現
。
中
世
後
期
以
後
の
日
本
語

に
は
相
當
に
近
現
代
の
中
國
語
が
入
つ
て
ゐ
る
）、
Ａ
（
天
皇
の
弟
）
は
成
年
に
達
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
う
な
つ
て
も
、

「
成
年
に
達
し

成
年
に
達
し

成
年
に
達
し

成
年
に
達
し

成
年
に
達
し—

—
—

—
—

-
—

—
—

—
—

-
—

—
—

—
—

-
—

—
—

—
—

-
—

—
—

—
—

-

と
雖
と
雖
と
雖
と
雖
と
雖—

—
—

-
—

—
—

-
—

—
—

-
—

—
—

-
—

—
—

-

其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
の
で
、
Ｂ
は
攝
政
の
地
位
を
Ａ
に
讓

る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
も
攝
政
に
留
任
す
る
。

（
３
）右

の
事
例
の
Ａ
が
皇
弟
で
は
な
く
、
皇
太
子
だ
つ
た
と
假
定
し
て
み
よ
う
。
や
は
り
十
八
歳
。
こ
れ
を
Ｃ
と
す
る
。
そ

の
場
合
、
攝
政
は
や
は
り
叔
父
の
Ｂ
で
あ
る
。

翌
々
年
、
Ｃ
は
成
年
に
達
す
る
。（
天
皇
の
成
年
は
十
八
歳
だ
が
、
皇
太
子
や
皇
族
は
二
十
歳
）

さ
う
な
る
と
、
攝
政
だ
つ
た
天
皇
の
叔
父
Ｂ
は
、
攝
政
を
辭
任
し
、
Ｃ
が
攝
政
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

「
皇
太
子
及
皇
太
孫
に
對
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

皇
太
子
及
皇
太
孫
に
對
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

皇
太
子
及
皇
太
孫
に
對
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

皇
太
子
及
皇
太
孫
に
對
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し

皇
太
子
及
皇
太
孫
に
對
す
る
の
外
其
の
任
を
讓
る
こ
と
な
し
」
と
は
、「
成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除

成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除

成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除

成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除

成
年
に
達
し
又
は
其
の
事
故
既
に
除
」
い
た

「
最
近
親

最
近
親

最
近
親

最
近
親

最
近
親
」
の
皇
族
が
、
皇
太
子
ま
た
は
皇
太
孫
で
あ
る
場
合
だ
け
は
、
そ
れ
ま
で
攝
政
を
務
め
て
ゐ
た
皇
族
（
Ｂ
）
は
、

そ
の
人
に
、「
其
の
任
（
攝
政
の
地
位
）
を
讓
る
」
と
い
ふ
こ
と
。

（
４
）

「
攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は

攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は

攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は

攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は

攝
政
に
任
じ
た
る
と
き
は
」
と
い
ふ
表
現
か
ら
、「
任
ず
」
に
は
自
動
詞
が
あ
つ
て
、「
任
ぜ
ら
れ
る
」
の
意
味
に
な
る

こ
と
が
解
る
。
こ
れ
は
漢
文
訓
讀
に
由
来
す
る
。

み
ち
ざ
ね

だ
ざ
い
の
ご
ん
のそ
ち

　
漢
文
で
は
「
任
」
は
、「
帝
任
道
眞
大
宰
權
帥
」（
帝
、
道
眞
を
大
宰
權
帥
に
任
ず
）
と
い
ふ
や
う
に
他
動
詞
と
し
て
も

使
は
れ
る
が
（
英
語
の
第
五
文
型
と
同
じ
語
順
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）、
一
方
で
、「
道
眞
任
大
宰
權
帥
」（
道
眞
、
大
宰
權

帥
に
任
ぜ
ら
る
）
の
や
う
に
、
自
動
詞
に
も
な
る
。
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（
５
）

　「
道
眞
任
大
宰
權
帥
」
の
訓
讀
「
任
ぜ
ら
る
」
を
見
る
と
、
自
動
詞
で
は
な
く
、
受
身
の
や
う
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、

他
動
詞
と
自
動
詞
の
關
係
は
、
能
動
と
受
動
の
關
係
に
重
な
る
所
が
あ
る
。

　
英
語
で
も
、im

prove
な
ど
は
、T

h
e clim

ate im
proved h

is h
ealth

.

（
そ
の
氣
候
が
彼
の
健
康
を
改
善
し
た
）
と

他
動
詞
に
使
は
れ
る
の
が
普
通
だ
が
、H

is h
ealth

 im
proved.

（
彼
の
健
康
は
改
善
さ
れ
た
）
と
い
ふ
使
ひ
方
も
で
き

る
。（
後
者
のim

proved

はw
as im

proved

と
し
て
も
大
差
な
い
）

　「
改
善
す
る
」「
改
善
さ
れ
る
」
と
考
へ
る
と
、
能
動
と
受
動
の
や
う
で
あ
る
が
、
日
本
語
を
言
ひ
換
へ
れ
ば
、「
治
す
」

（
他
動
詞
）「
治
る
」（
自
動
詞
）
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

日
本
語
の
「
改
善
」
も
、「
彼
の
健
康
は
改
善
し
た
」
と
い
ふ
使
ひ
方
が
可
能
。
英
語
のH

is h
ealth

 im
proved.

と

同
じ
で
あ
る
。「
改
善
し
た
」「
改
善
さ
れ
た
」
が
同
じ
意
味
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　「
自
動
詞
（
任
）」
を
訓
讀
す
る
の
に
、「
受
身
（
任
ぜ
ら
る
）」
を
使
つ
て
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

「
帝
任
道
眞
大
宰
權
帥
」
の
「
任
」
はm

ake

ま
た
はappoin

t

、「
道
眞
任
大
宰
權
帥
」
の
「
任
」
は becom

e

（
＝be

m
ade

／be appoin
ted

）
だ
と
思
へ
ば
納
得
が
行
く
。

（
６
）

　
第
二
十
四
條
の
「
攝
政
に
任
じ
た
る

攝
政
に
任
じ
た
る

攝
政
に
任
じ
た
る

攝
政
に
任
じ
た
る

攝
政
に
任
じ
た
る
」
は
、
自
動
詞
と
し
て
讀
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
当
の
漢
文
だ
つ
た
ら
、

學
者
は
、「
攝
政
に
任
ぜ
ら
れ
た
る
」
と
讀
む
か
も
知
れ
な
い
が
、
漢
文
調
の
日
本
語
と
し
て
は
、「
任
じ
た
る
」
で
も
、
非

を
鳴
す
餘
地
は
な
い
。

　
ま
た
、
條
文
の
中
の
「
除
く
除
く
除
く
除
く
除
く
」
も
「
消
失
す
る
・
な
く
な
る
・
除
か
れ
る
」
の
意
味
の
自
動
詞
と
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る

こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

（
７
）

　
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）、
大
正
天
皇
の
病
状
惡
化
に
よ
り
、
皇
太
子
・
裕
仁
親
王
（
昭
和
天
皇
）
が
攝
政
に
就
任
し
た
。

せ
つ
し
や
う
の
み
や

以
後
、
攝
政
宮
と
呼
ば
れ
る
。（
歐
洲
旅
行
か
ら
帰
國
し
て
す
ぐ
）

　
昭
和
天
皇
は
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
御
出
生
。

　
こ
の
數
字
を
見
て
、「
二
十
歳
に
な
る
の
を
待
つ
て
攝
政
に
据
ゑ
た
ん
だ
な
」
と
思
つ
た
ら
早
合
點
。

　
戰
前
は
數
へ
年
だ
か
ら
、
二
十
一
歳
に
な
つ
て
ゐ
た
。
成
年
に
達
し
て
か
ら
、
一
年
の
餘
裕
が
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
年

末
に
就
任
し
た
か
ら
、
實
質
は
二
年
の
餘
裕
だ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
友
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豊
橋
は
愛
知
県
の
東
端
に
位
置
し
、
低
き
山
の
連
な
り
て
静
岡
県
と
の
境
を
な
す
平
野
の
只
中
に
あ
り
。
西
は
内
海
に
、

南
は
太
平
洋
に
面
し
、
北
は
信
州
へ
の
門
扉
と
な
る
山
々
の
ゆ
つ
た
り
と
構
へ
居
る
。
余
こ
こ
に
生
ま
れ
し
十
八
年
後
に

東
京
に
上
り
た
れ
ば
、
豊
橋
の
記
憶
は
、
は
や
半
世
紀
を
遡
る
。

実
家
の
傍
に
西
郷
石
油
な
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
あ
り
て
、
夏
に
は
店
の
を
ぢ
さ
ん
の
下
着
の
シ
ャ
ツ
一
枚
に
て
、
訪

れ
し
車
に
油
を
入
る
る
姿
今
も
忘
れ
ず
。
そ
の
を
ぢ
さ
ん
、
今
ひ
と
つ
の
仕
事
も
つ
と
て
、
県
境
の
山
に
て
石
灰
岩
堀
り

て
は
セ
メ
ン
ト
会
社
に
売
り
た
り
。
標
高
の
東
京
タ
ワ
ー
の
半
ば
に
も
達
せ
ず
と
見
ゆ
る
山
並
み
の
い
づ
れ
も
石
灰
岩
よ

り
成
り
立
て
ば
、
樹
木
の
下
は
い
く
ら
も
せ
ず
に
岩
盤
に
当
た
り
、
場
所
に
よ
り
剥
き
出
し
の
岩
塊
す
ら
あ
り
。

　　
小
学
生
の
折
、
さ
な
る
岩
の
裂
け
目
よ
り
旧
石
器
人
類
の
上
腕
骨
出
づ
れ
ば
、
牛
川
原
人
と
ぞ
名
付
く
る
。
程
無
き
に
、

向
か
ひ
斜
面
よ
り
三
ケ
日
原
人
の
骨
見
つ
か
り
け
り
。
を
ぢ
さ
ん
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
立
た
ぬ
日
は
、
つ
る
は
し
を
持

ち
て
岩
を
砕
き
、
も
つ
こ
を
担
ぎ
て
山
を
下
る
は
小
学
生
の
思
ひ
出
な
る
に
、
そ
の
後
の
機
械
化
甚
だ
し
く
今
は
山
の
半

分
の
み
残
り
て
、
急
ぎ
通
り
過
ぎ
行
く
超
特
急
の
ぞ
み
よ
り
、
変
り
果
て
し
山
容
を
見
る
。
そ
の
麓
に
西
郷
小
学
校
あ
り
、

西
郷
氏
の
領
地
た
り
。

　　
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
公
の
生
母
は
、
家
康
公
の
側
室
に
あ
り
て
美
貌
を
謳
は
れ
し
西
郷
の
方
に
て
、
西
郷
氏
の
生
ま
れ

な
り
。
西
郷
氏
は
南
北
朝
の
折
肥
前
に
あ
り
て
三
河
守
護
代
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
が
本
流
肥
前
よ
り
三
河
に
移
動
す
。
肥
前

に
は
わ
づ
か
に
庶
流
残
り
き
。
未
だ
松
平
氏
勃
興
以
前
の
こ
と
に
て
、
か
の
岡
崎
城
を
築
き
た
る
は
こ
の
西
郷
氏
な
り
。
時

代
を
下
り
、
松
平
氏
の
勢
力
年
毎
に
拡
大
し
た
れ
ば
、
西
郷
氏
も
漸
次
三
河
中
を
東
へ
と
移
動
し
、
現
在
の
愛
知
静
岡
県

境
近
傍
に
領
地
を
定
め
た
り
。
片
や
肥
前
に
残
り
し
西
郷
氏
や
が
て
南
下
し
、
つ
ひ
に
は
薩
摩
に
至
り
、
島
津
氏
の
配
下

と
し
て
地
歩
を
得
た
り
。

　　
西
郷
の
方
秀
忠
公
を
生
み
て
、
三
河
西
郷
氏
大
名
に
取
り
立
て
り
。
子
孫
の
多
く
は
親
藩
、
譜
代
の
重
臣
と
な
り
一
族

の
命
脈
を
保
て
り
。
取
り
分
け
会
津
藩
に
て
は
筆
頭
家
老
の
地
位
、
代
々
三
河
西
郷
氏
の
裔
務
め
、
幕
末
戊
辰
戦
争
に
際

し
、
西
郷
頼
母
家
老
を
務
め
ゐ
た
り
。
片
や
官
軍
に
あ
り
て
は
薩
摩
西
郷
氏
の
裔
な
る
西
郷
隆
盛
あ
り
て
、
本
流
と
庶
流

の
思
ひ
も
掛
け
得
ぬ
遭
遇
実
現
す
。
こ
の
二
人
、
共
に
己
が
出
自
を
心
得
た
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
ゑ
の
書
簡
の
や
り
と
り
あ
り

て
、
明
治
の
御
世
に
な
り
て
な
ほ
続
け
り
。

　　
か
く
し
て
肥
前
佐
賀
に
ル
ー
ツ
を
も
ち
た
る
西
郷
氏
の
三
河
と
薩
摩
に
分
か
れ
、
更
に
全

国
に
散
り
し
こ
と
を
思
は
ば
、
三
河
と
肥
前
と
に
縁
の
あ
る
は
さ
ら
な
り
、
人
の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
つ
な
が
り
あ
る
を

思
ひ
た
り
。
か
く
の
如
き
話
を
余
曾
て
佐
賀
に
あ
り
て
人
を
前
に
紹
介
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
島
八
十
一



メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
一
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
一
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
一
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
一
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
一
号

朝
の
母
親
交
通
整
理

朝
の
母
親
交
通
整
理

朝
の
母
親
交
通
整
理

朝
の
母
親
交
通
整
理

朝
の
母
親
交
通
整
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
、
学
童
通
学
時
間
と
同
じ
頃
に
家
を
出
で
、
会
社
に
行
く
。
付
近
は
住
宅
地
な
れ
ど
も
こ
の
時
間
帯
、
車
の
往
来
頻

繁
な
り
。
通
学
路
の
要
所
要
所
に
婦
人
立
つ
。
旗
を
持
ち
て
時
に
自
動
車
を
止
め
、
子
ら
の
安
全
を
確
保
す
。

彼
ら
は
、
児
童
ら
の
母
親
に
し
て
、
日
日
当
番
を
定
め
交
代
に
立
つ
も
の
ら
し
。
過
日
の
如
く
朝
よ
り
雪
降
ら
ば
、
相

当
の
時
間
戸
外
に
立
つ
は
さ
ぞ
冷
た
か
ら
む
寒
か
ら
む
と
同
情
す
。

こ
の
立
ち
番
、
学
校
又
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
取
決
め
に
よ
る
も
の
と
想
ふ
。
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
に
朝
刊
を
差
し
ハ
イ
ヒ
ー
ル

履
く
は
、
働
く
母
親
な
る
べ
し
。
交
通
整
理
の
後
、
家
に
寄
ら
ず
そ
の
ま
ま
職
場
に
赴
く
出
で
立
ち
と
見
ゆ
。
彼
等
、
さ

無
き
だ
に
忙
し
き
朝
に
駆
出
さ
る
る
を
気
の
毒
に
思
ふ
。

我
、
こ
の
立
ち
番
に
就
き
て
気
掛
り
有
す
。
即
ち
、
か
の
母
親
達
全
て
が
使
命
感
持
ち
て
交
通
整
理
し
居
る
と
は
見
え

ず
。
手
に
持
つ
旗
に
て
自
動
車
停
止
さ
せ
つ
つ
通
り
掛
り
の
知
人
に
会
釈
す
る
は
ま
だ
し
も
、
親
し
き
顔
歩
行
者
中
に
見

つ
け
、
お
喋
り
に
興
ず
る
例
珍
し
か
ら
ず
。
話
、
興
に
入
ら
ば
、
彼
が
注
意
、
車
あ
る
い
は
学
童
よ
り
逸
る
る
こ
と
必
定
。

然
れ
ど
も
、
誰
か
そ
を
責
む
る
を
得
む
。
い
ち
い
ち
交
通
整
理
の
上
手
、
責
任
感
強
き
に
限
り
て
人
を
選
び
、
さ
す
る

に
あ
ら
ず
。
全
員
の
持
回
り
な
る
べ
し
。
し
か
も
無
報
酬
。
受
持
の
時
間
中
た
だ
立
つ
こ
と
の
み
を
役
目
と
解
す
る
人
、
不

承
不
承
の
人
、
多
多
混
る
。
更
に
、
彼
ら
、
自
ら
の
指
示
を
自
動
車
運
転
す
る
人
に
強
制
す
る
権
限
無
か
る
べ
し
。
権
限

な
き
者
、
責
任
と
責
任
感
有
せ
ざ
る
も
仕
方
な
し
‐
そ
の
昔
、「
み
ど
り
の
を
ば
さ
ん
」
朝
夕
に
学
区
の
交
通
整
理
す
。
こ

れ
有
給
の
公
務
員
な
り
し
か
ば
、
相
応
の
使
命
感
を
期
待
さ
る
る
の
理
由
あ
り
、
且
つ
事
故
あ
る
時
は
責
任
の
追
求
も
可

な
り
。

他
方
、
自
分
を
守
る
べ
き
大
人
近
く
に
居
ら
ば
、
た
と
ひ
彼
が
お
喋
り
に
忙
し
く
車
の
動
き
に
無
頓
着
な
る
時
も
、
子

ら
は
大
人
に
頼
り
て
自
ら
自
動
車
を
見
る
に
欠
く
る
こ
と
多
か
る
べ
し
。
更
に
、
通
行
の
自
動
車
は
近
く
に
大
人
居
ら
ば

子
ら
の
不
意
の
駆
出
し
抑
制
さ
る
る
を
想
定
し
、
子
の
動
き
に
充
分
な
る
注
意
せ
ざ
る
も
あ
り
得
む
。

つ
ま
り
こ
の
母
親
交
通
整
理
、
時
に
は
交
通
事
故
防
ぐ
よ
り
も
逆
に
そ
が
発
生
の
誘
引
と
な
る
こ
と
あ
り
得
べ
し
。
ま

か
り
間
違
は
ば
重
大
な
る
結
果
を
招
き
か
ね
ざ
る
役
目
、
家
庭
の
母
親
に
負
は
せ
、
し
か
も
事
故
招
く
危
険
あ
る
こ
の
慣

行
、
年
年
続
く
は
如
何
か
。

人
を
選
び
て
訓
練
し
、
通
行
規
制
の
権
限
を
付
与
し
て
責
任
を
負
は
せ
、
報
酬
は
こ
れ
払
ふ
を
案
と
し
て
再
検
討
す
べ

し
。
財
政
苦
し
き
環
境
は
承
知
の
上
。
安
全
は
コ
ス
ト
か
け
て
こ
そ
得
ら
る
れ
。

　
　
　
　
　
　
兒
玉
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