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天
皇
・
東
宮
の
入
内
要
請

─
平
安
朝
の
史
実
と
物
語
の
乖
離
─

栗
本
賀
世
子

一
、
は
じ
め
に

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
女
性
登
場
人
物
が
天
皇
・
東
宮
の
意
志
に
よ
っ
て
後
宮
入
り
を
求
め
ら
れ
る
場
面
が
散
見
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
は
た
し

て
︑
こ
の
天
皇
・
東
宮
側
か
ら
入
内
を
要
請
さ
れ
る
と
い
う
設
定
は
︑
ど
の
程
度
の
真
実
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
平
安
朝
の
実
態
と

し
て
も
︑
天
皇
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
り
入
内
が
実
現
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
入
内
事
例
に
つ
い
て
は
︑
臣
下
側

︵
入
内
す
る
側
︶
と
天
皇
・
東
宮
側
︵
入
内
さ
れ
る
側
︶︑
ど
ち
ら
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
か
と
い
う
点
に
特
に
着
目
し
て
分
析
さ
れ
る
こ
と

は
︑
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
史
上
の
入
内
要
請
に
つ
い
て
検
討
し
︑
物
語
の
設
定
理
解
の
手
が
か
り
と
し
た
い
︒

二
、
史
実
に
お
け
る
天
皇
・
東
宮
の
求
婚

　

入
内
の
契
機
に
つ
い
て
は
︑
大
別
し
て
⑴
臣
下
側
︵
入
内
す
る
側
︶
か
ら
の
申
し
出
⑵
天
皇
・
東
宮
側
︵
入
内
さ
れ
る
側
︶
か
ら
の
求
婚
の
二

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
挙
げ
ら
れ
る1
︒
平
安
時
代
︵﹃
源
氏
物
語
﹄
成
立
以
前
︶
の
史
上
の
入
内
事
情
に
つ
い
て
︑
資
料
か
ら
分
か
る
範
囲
で
見
て
い
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き
た
い2
︒

　

史
上
の
醍
醐
朝
か
ら
白
河
朝
ま
で
の
后
妃
の
記
事
を
有
す
る
﹃
栄
花
物
語3
﹄
に
は
︑
⑴
の
場
合
が
よ
く
見
ら
れ
︑
例
え
ば
︑﹁︵
藤
原
伊
尹
ハ
︶

大
姫
君
︵
=
懷
子
︶
内
に
参
ら
せ
た
ま
は
ん
と
て
︑
急
が
せ
た
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
あ
り
﹂︵
①
月
の
宴
・
六
三
頁
︶︑﹁︵
藤
原
頼
忠
ハ
︶
大
姫
君

︵
=
遵
子
︶
を
い
か
で
内
に
参
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
す
﹂︵
①
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
・
九
八
頁
︶︑﹁︵
藤
原
道
隆
ガ
娘
ヲ
︶
内
︑
東
宮
に
と

思
し
こ
こ
ろ
ざ
し
た
り
﹂︵
①
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
・
一
五
三
頁
︶︑﹁
三
位
︵
=
藤
三
位
︶
思
ひ
た
ち
て
︵
娘
尊
子
ヲ
︶
内
に
参
ら
せ
た
て
ま

つ
り
た
ま
ふ
﹂︵
①
み
は
て
ぬ
ゆ
め
・
二
三
二
頁
︶
な
ど
と
記
さ
れ
︑
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒
古
記
録
類
か
ら
は
︑
藤
原
時
平
が
妹
穏
子
を
宇
多
法

皇
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
醍
醐
天
皇
に
入
内
さ
せ
た
例
が
確
認
で
き
る4
︒

　

対
し
て
︑
⑵
に
つ
い
て
は
︑
天
皇
・
東
宮
本
人
の
意
向
に
よ
っ
て
入
内
が
要
請
さ
れ
た
も
の
と
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
事
例
を
拾
う
こ
と
が
で

き
た5
︒

Ⅰ
村
上
天
皇
↓
徽
子
女
王
︵
重
明
親
王
女
︶

　
　
　
　

し
げ
あ
き
ら
の
み
こ
の
女
御
の
ま
だ
ま
ゐ
ら
ざ
り
け
る
に
︑
さ
く
ら
に
つ
け
て

ふ
く
風
の
お
と
に
き
き
つ
つ
さ
く
ら
ば
な
め
に
は
み
え
で
も
ち
ら
す
春
か
な 

︵﹃
村
上
天
皇
御
集6
﹄︶

Ⅱ
花
山
天
皇
↓
婉
子
女
王
︵
為
平
親
王
女
︶

今
の
帝
︵
=
花
山
天
皇
︶
の
御
年
な
ど
も
お
と
な
び
さ
せ
た
ま
ひ
︑
御
心
掟
も
い
み
じ
う
色
に
お
は
し
ま
し
て
︑
い
つ
し
か
と
さ
べ
き
人
々

の
御
女
ど
も
を
気
色
だ
ち
の
た
ま
は
す
︒
︙
︙
か
か
る
ほ
ど
に
︑
式
部
卿
宮
の
姫
君
︵
=
婉
子
女
王
︶︑
い
み
じ
う
う
つ
く
し
う
お
は
し
ま

す
と
い
ふ
こ
と
を
聞
し
め
し
て
︑
日
々
に
御
文
あ
れ
ば
︑
か
ば
か
り
の
人
を
引
き
こ
め
て
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
と
思
し
て
︑
い
そ
ぎ
た
ち
参

ら
せ
た
ま
ふ
︒ 
︵﹃
栄
花
物
語
﹄
①
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
・
一
一
九
~
一
二
〇
頁
︶

Ⅲ
花
山
天
皇
↓
藤
原
姫
子
︵
藤
原
朝
光
女
︶

︙
︙
ま
た
︑︵
花
山
天
皇
ガ
︶﹁
朝
光
の
大
将
の
姫
君
︵
=
姫
子
︶
参
ら
せ
た
ま
へ
﹂
と
︑
急
に
の
た
ま
は
す
れ
ば
︑
い
か
が
せ
ま
し
と
思
し

や
す
ら
ふ
に
︑
東
宮
︵
=
懷
仁
親
王
︶
は
児
に
お
は
し
ま
す
︑
か
や
う
の
方
に
も
と
思
は
ん
に
は
参
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
み
こ
そ
は
よ
か
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ら
め
︑
ま
た
こ
の
姫
君
を
誰
か
お
ろ
か
に
は
思
さ
ん
な
ど
思
ほ
し
た
ち
て
︑
参
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒ 

︵
同
・
一
二
〇
頁
︶

Ⅳ
花
山
天
皇
↓
藤
原
娍
子
︵
藤
原
済
時
女
︶

か
く
て
ま
た
小
一
条
の
大
将
︵
=
済
時
︶
の
御
女
︵
=
娍
子
︶︑
一
条
の
大
納
言
︵
=
為
光
︶
の
御
女
︵
忯
子
︶
な
ど
に
︑
夜
昼
わ
か
ぬ
御

文
も
て
参
れ
ど
︑
小
一
条
の
大
将
は
︑
閑
院
の
大
将
の
女
御
︵
=
姫
子
︶
の
︑
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ぬ
ほ
ど
の
御
仲
ら
ひ
に
て
︑
あ
さ
ま
し
く

心
憂
し
と
思
し
絶
え
た
れ
ば
︑
言
ひ
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ひ
ぬ
︒
村
上
な
ど
は
︑
十
︑
二
十
人
の
女
御
︑
御
息
所
お
は
せ
し
か
ど
︑
時
あ
る
も

時
な
き
も
︑
な
の
め
に
情
あ
り
て
︑
け
ざ
や
か
な
ら
ず
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
こ
そ
あ
り
し
か
︑
こ
れ
︵
=
花
山
天
皇
︶
は
い
と
こ
と

の
ほ
か
な
る
御
有
様
な
れ
ば
︑
思
し
絶
え
ぬ
る
な
る
べ
し
︒ 

︵
同
・
一
二
四
~
一
二
五
頁
︶

Ⅴ
花
山
天
皇
↓
藤
原
忯
子
︵
藤
原
為
光
女
︶

一
条
の
大
納
言
︵
=
為
光
︶
は
︑
母
も
お
は
せ
ぬ
姫
君
︵
=
忯
子
︶
を
︑
わ
が
御
懐
に
て
お
ほ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
︑
よ
ろ
づ
い
と

つ
つ
ま
し
き
世
の
御
心
用
ゐ
な
れ
ば
︑
つ
つ
ま
し
う
思
し
な
が
ら
︑
今
の
帝
の
御
叔
父
義
懐
の
中
納
言
は
︑
か
の
一
条
の
大
納
言
の
大
君
の

御
夫を

と
こに

て
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
︑
そ
れ
を
た
よ
り
に
て
︑︵
花
山
天
皇
ハ
︶
つ
ね
に
中
納
言
を
せ
め
さ
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
︒
さ
て
や
う

や
う
︵
為
光
ハ
忯
子
ノ
入
内
ヲ
︶
思
ほ
し
た
つ
べ
し
︒ 

︵
同
・
一
二
五
~
一
二
六
頁
︶

Ⅵ
居
貞
親
王
︵
三
条
天
皇
︶
↓
藤
原
娍
子
︵
藤
原
済
時
女
︶

①
東
宮
︵
=
居
貞
親
王
︶
の
十
五
六
ば
か
り
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
︑
あ
る
僧
の
経
尊
く
読
み
け
れ
ば
︑
つ
ね
に
夜
居
せ
さ
せ
て
世
の
物
語
申

し
け
る
つ
い
で
に
︑
小
一
条
殿
の
姫
君
︵
=
娍
子
︶
の
御
事
を
語
り
き
こ
え
さ
せ
け
る
に
︑
宮
︑
御
耳
と
ど
ま
り
て
思
し
め
し
て
︑
こ
の
僧

を
夜
ご
と
に
召
し
つ
つ
経
を
読
ま
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
た
だ
夜
の
御
物
語
に
は
︑
こ
の
小
一
条
の
わ
た
り
の
御
事
を
言こ

と

種ぐ
さ

に
仰
せ
ら
れ
て
︑

﹁
こ
の
こ
と
か
な
ら
ず
言
ひ
な
し
た
ら
ば
﹂
な
ど
︑
い
み
じ
う
真
心
に
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
︑
大
将
︵
=
済
時
︶
に
聞
え
け
れ
ば
︑
か
く
て
の

み
や
は
過
ぐ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
︑
花
山
院
の
御
時
も
か
し
こ
う
の
が
れ
ま
し
し
か
︑
帝
︵
=
一
条
天
皇
︶
の
い
と
若
う
お
は
し
ま
す
に
あ
は

せ
て
︑
内
裏
に
も
中
宮
︵
=
定
子
︶
さ
へ
お
は
し
ま
せ
ば
︑
い
と
わ
づ
ら
は
し
︑
こ
れ
︵
=
居
貞
親
王
︶
は
麗
景
殿
︵
=
尚
侍
藤
原
綏
子
︶

さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
め
れ
ど
︑
そ
れ
は
あ
へ
な
ん
な
ど
思
し
て
い
そ
ぎ
た
ま
ふ
︒ 
︵﹃
栄
花
物
語
﹄
①
み
は
て
ぬ
ゆ
め
・
一
八
四
頁
︶
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②
今
夜
左
大
将
︵
=
済
時
︶
女
二
人
着
裳
︙
︙
青
宮
使
右
近
少
将
宣
方
被
給
御
書
︑
於
四

(
マ
マ
)簾

前
被
物
︙
︙ 

 

︵﹃
小
右
記
﹄
正
暦
元
年
十
二
月
二
十
六
日
条
︶

　

Ⅰ
は
︑
徽
子
女
王
が
村
上
天
皇
に
入
内
す
る
以
前
に
︑
恋
歌
を
贈
ら
れ
て
い
た
例
で
あ
る
︒﹁
を
と
に
き
き
つ
つ
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
徽
子
の

評
判
を
聞
い
て
村
上
が
求
婚
し
た
こ
と
が
分
か
る7
︒
西
丸
妙
子
氏
は
︑
和
歌
と
琴
に
お
い
て
徽
子
が
優
れ
た
素
養
を
備
え
て
い
た
こ
と
︑
皇
族
の

実
力
者
で
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
重
明
親
王
︵
徽
子
の
父
︶
に
対
し
村
上
が
信
頼
と
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
︑
の
二
点
が
徽
子
へ
の
入
内

要
請
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る8
︒

　

Ⅱ
~
Ⅴ
は
﹁
い
み
じ
う
色
に
お
は
し
ま
し
て
﹂︵
Ⅱ
波
線
部
︶
と
評
さ
れ
る
花
山
天
皇
が
各
所
に
入
内
を
要
請
し
た
と
い
う
﹃
栄
花
物
語
﹄
の

記
事
で
あ
る
︒
花
山
天
皇
に
は
ま
ず
関
白
藤
原
頼
忠
の
意
向
で
そ
の
娘
の
諟
子
が
最
初
に
入
内
し
た
が
︑
そ
の
後
は
︑
花
山
か
ら
婉
子
︵
Ⅱ
︶︑

姫
子
︵
Ⅲ
︶︑
娍
子
︵
Ⅳ
︶・
忯
子
︵
Ⅴ
︶
へ
︑
こ
の
順
に
求
婚
の
文
が
送
ら
れ
︑
娍
子
以
外
の
三
人
が
入
内
を
果
た
し
た
︒
飽
き
や
す
い
花
山
は

婉
子
・
姫
子
へ
の
関
心
を
す
ぐ
に
失
う
が
︑
最
後
に
入
内
し
た
忯
子
が
そ
の
心
を
捉
え
︑
寵
愛
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
忯
子
が
妊

娠
中
に
亡
く
な
り
︑
こ
れ
を
嘆
い
た
花
山
が
出
家
願
望
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
︑
と
﹃
栄
花
物
語
﹄
は
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　

た
だ
し
︑
こ
の
辺
り
の
記
事
に
つ
い
て
は
︑
史
実
と
異
な
る
と
の
指
摘
が
あ
る
︒﹃
栄
花
物
語
﹄
は
諟
子
・
婉
子
・
姫
子
・
忯
子
の
順
に
入
内

記
事
を
載
せ
る
が
︑
史
実
は
忯
子
・
姫
子
・
諟
子
・
婉
子
の
順
で
あ
り
︑
忯
子
の
死
後
に
消
沈
し
て
い
た
と
さ
れ
る
花
山
に
婉
子
が
入
内
し
て
い

る
点
な
ど
か
ら
も
︑
花
山
が
各
家
に
入
内
の
催
促
を
し
た
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
慎
重
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ
ろ
う9
︒
今
井
源
衛
氏
は
︑
こ
れ

ら
の
箇
所
に
つ
い
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
桐
壺
更
衣
の
死
の
場
面
か
ら
の
影
響
に
触
れ
つ
つ
︑﹁
い
わ
ば
作
り
物
語
的
感
傷
的
発
想
法
が
あ
っ
て
︑
そ

う
し
た
感
傷
的
局
面
の
設
定
の
た
め
に
は
︑
史
実
性
を
も
顧
み
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
せ
る
﹂
と
説
き
︑
花
山
の
出
家
の
原
因
を

も
っ
ぱ
ら
忯
子
の
死
と
関
連
付
け
て
描
こ
う
と
す
る
﹃
栄
花
物
語
﹄
の
虚
構
と
見
な
す10
︒
氏
は
︑
実
際
に
は
︑
姫
子
と
婉
子
の
入
内
は
︑
諟
子
の

場
合
と
同
じ
く
︑
花
山
天
皇
側
で
は
な
く
入
内
す
る
側
︵
姫
子
父
朝
光
・
婉
子
父
為
平
親
王
︶
の
野
心
に
よ
り
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
一
方

で
︑
藤
原
義
懐
︵
花
山
の
叔
父
︶
の
姻
戚
で
あ
っ
た
藤
原
為
光
の
娘
・
忯
子
に
関
し
て
は
︑
義
懐
が
︵
東
宮
懐
仁
親
王
の
祖
父
で
花
山
か
ら
距
離

が
あ
る
︶
藤
原
兼
家
に
対
抗
す
る
た
め
︑
兼
家
弟
の
為
光
を
味
方
に
つ
け
﹁
敵
陣
営
の
切
り
崩
し
﹂
を
狙
う
政
治
的
意
図
か
ら
︑
為
光
に
入
内
を
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勧
め
た
と
論
じ
る11

　

花
山
の
皇
妃
の
中
で
忯
子
を
中
心
に
描
こ
う
と
す
る
故
に
﹃
栄
花
物
語
﹄
が
入
内
の
順
番
を
入
れ
替
え
た
と
す
る
今
井
氏
の
見
解
は
︑
大
い
に

首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
花
山
が
入
内
要
請
を
し
た
こ
と
ま
で
虚
構
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
花
山
の
色

好
み
性
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
﹃
小
右
記
﹄
永
観
二
年
︵
九
八
四
︶
十
二
月
の
記
事12

─
花
山
は
清
涼
殿
夜
大
殿
で
諟
子
と
休
む
一
方
で
︑
忯

子
・
姫
子
も
次
い
で
召
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
︑
二
人
を
そ
れ
ぞ
れ
清
涼
殿
の
二
間
・
大
盤
所
に
伺
候
さ
せ
て
い
る
─
や
︑
譲
位
・
出
家
後
の

こ
と
で
は
あ
る
が
︑
身
近
に
仕
え
て
い
た
中
務
・
平
平
子
の
母
娘
二
人
を
同
時
に
身
ご
も
ら
せ
る
と
い
う
常
軌
を
逸
し
た
話
か
ら
も
窺
え
る
︒
他

方
で
︑
花
山
が
忯
子
の
み
な
ら
ず
一
時
期
姫
子
を
寵
愛
し
て
い
た
こ
と
が
﹃
大
鏡
﹄︵
兼
通
伝
︶
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
し
︑
入
内
前
か
ら
こ
の

二
人
に
花
山
が
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
︒
即
位
し
て
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
ほ
ど
の
間
に
忯
子
・
姫
子
及
び
諟
子
の
三
人
が

慌
た
だ
し
く
入
内
し
て
い
る
の
も
異
例
で
あ
る13
︒
さ
ら
に
︑
忯
子
死
後
に
入
内
し
た
婉
子
に
つ
い
て
も
︑
忯
子
の
死
の
悲
し
み
を
ま
ぎ
ら
わ
す
た

め
に
花
山
が
後
宮
入
り
を
望
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か14
︒
忯
子
・
姫
子
・
婉
子
の
入
内
に
つ
い
て
︑
全
く
花
山
の
あ

ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
は
花
山
本
人
の
強
い
意
向
も
働
い
て
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い15
︒
な
お
︑
Ⅳ
の

娍
子
へ
の
求
婚
に
つ
い
て
は
︑
今
井
氏
が
︑﹁
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
︑
他
に
旁
証
も
な
く
︑
何
等
の
論
も
試
み
得
な
い
﹂
と
言
及
す
る
通
り
︑

不
確
実
で
は
あ
る
が
︑
史
上
に
お
い
て
入
内
拒
否
が
為
さ
れ
た
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
の
で
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ

る16
︒

　

Ⅵ
で
は
︑
一
条
朝
に
お
い
て
︑
東
宮
居
貞
親
王
︵
三
条
天
皇
︶
が
娍
子
に
求
婚
し
て
い
る
︒
ま
ず
①
の
﹃
栄
花
物
語
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
︑
夜

居
の
僧
か
ら
娍
子
の
優
れ
た
評
判
を
聞
い
た
居
貞
が
︑
僧
を
通
じ
て
小
一
条
家
に
入
内
を
求
め
た
と
い
う
︒
夜
居
の
僧
が
漏
ら
し
た
話
が
東
宮
の

結
婚
と
い
う
重
大
な
出
来
事
を
導
く
と
い
う
展
開
は
︑
ど
こ
か
﹃
源
氏
物
語
﹄
薄
雲
巻
の
夜
居
の
僧
に
よ
る
秘
事
漏
洩
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒
あ
る

い
は
︑
こ
の
記
事
は
︑
娍
子
の
幸
運
な
身
の
上
─
後
に
三
条
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
︑
立
后
と
所
生
子
敦
明
親
王
の
立
太
子
を
果
た
す
こ
と
に
な
る

─
を
物
語
的
に
描
く
た
め
に
︑
花
山
天
皇
に
求
婚
さ
れ
た
と
す
る
Ⅳ
の
記
事
と
も
ど
も
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
が
作
り
出
し
た
虚
構
な
の
で
は
な
い

か
と
︑
疑
い
た
く
も
な
る
︒
し
か
し
︑
夜
居
の
僧
云
々
に
つ
い
て
は
傍
証
す
る
す
べ
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
居
貞
か
ら
の
入
内
要
請
自
体
は
真
実
だ
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っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
②
﹃
小
右
記
﹄
に
よ
る
と
︑
入
内
前
年
の
正
暦
元
年
︵
九
九
〇
︶︑
娍
子
の
裳
着
が
行
わ
れ
た
際
︑
東
宮
か
ら
懸
想
文
が
送

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る17
︒
当
時
︑
権
力
の
中
枢
か
ら
隔
た
っ
て
い
た
藤
原
済
時
に
接
近
し
て
も
︑
居
貞
に
は
何
の
政
治
的
な
メ
リ
ッ
ト
も
な
い
は

ず
で
あ
る
︒
娍
子
の
伯
母
芳
子
は
か
つ
て
村
上
天
皇
の
寵
妃
と
し
て
名
が
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
の
血
を
引
く
美
貌
の
娍
子
の
噂
を

聞
い
て
求
婚
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る18
︒

三
、
物
語
に
お
け
る
天
皇
・
東
宮
の
求
婚

　

見
て
き
た
よ
う
に
︑
史
上
に
天
皇
・
東
宮
側
︵
入
内
さ
れ
る
側
︶
か
ら
の
求
婚
の
事
例
は
存
在
し
︑
政
治
的
意
図
か
ら
︑
も
し
く
は
私
的
な
懸

想
心
か
ら
女
性
の
入
内
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
調
査
の
限
り
︑
確
認
で
き
た
の
は
六
例
と
い
う
こ
と
で
︑
資
料
の
残
存
状
況

と
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が19
︑
臣
下
側
︵
入
内
す
る
側
︶
か
ら
の
申
し
出
に
比
較
す
る
と
わ
ず
か
で
あ
る
︒
摂
関
政
治
の
進
展
と
共
に
母
后
・

外
戚
の
介
入
が
顕
著
に
な
り
︑
天
皇
・
東
宮
が
自
分
の
意
志
だ
け
で
皇
妃
を
決
定
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る20
︒

　

翻
っ
て
︑
平
安
朝
物
語
の
世
界
に
お
い
て
は
︑
史
上
の
場
合
と
は
異
な
り
︑
天
皇
・
東
宮
の
た
っ
て
の
希
望
に
よ
っ
て
入
内
が
望
ま
れ
る
例
が

よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
特
に
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
か
ぐ
や
姫
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
清
原
俊
蔭
女
︑
あ
て
宮
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
藤
壺

の
宮
な
ど
︑
物
語
の
主
要
な
女
君
に
こ
の
設
定
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い21
︒
こ
こ
で
は
俊
蔭
女
と
藤
壺
の
宮
を
挙
げ
て
お
く
︒

︵
俊
蔭
女
ガ
︶
十
二
︑
三
に
な
る
年
︑
か
た
ち
︑
さ
ら
に
言
ふ
限
り
な
し
︒
あ
た
り
光
り
輝
き
て
︑
見
る
人
ま
ば
ゆ
き
ま
で
見
ゆ
︒
心
の
ら

う
ら
う
じ
き
こ
と
︑
世
に
聞
こ
え
高
く
て
︑
帝
・
春
宮
︑
父
に
召
す
︒ 

︵
俊
蔭
・
二
二
頁
︶

︙
︙
先せ

ん
だ
い帝

の
四
の
宮
︵
=
藤
壺
ノ
宮
︶
の
︑
御
容
貌
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
聞
こ
え
高
く
お
は
し
ま
す
︑
母
后
世
に
な
く
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま

ふ
を
︑
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
典
侍
は
︑
先
帝
の
御
時
の
人
に
て
︑
か
の
宮
に
も
親
し
う
参
り
馴
れ
た
り
け
れ
ば
︑
い
は
け
な
く
お
ま
し
ま
し
し
時

よ
り
見
た
て
ま
つ
り
︑
今
も
ほ
の
見
た
て
ま
つ
り
て
︑﹁
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
御
息
所
︵
=
桐
壺
更
衣
︶
の
御
容
貌
に
似
た
ま
へ
る
人
を
︑
三

代
の
宮
仕
に
伝
は
り
ぬ
る
に
︑
え
見
た
て
ま
つ
り
つ
け
ぬ
を
︑
后
の
宮
の
姫
宮
こ
そ
い
と
よ
う
お
ぼ
え
て
生
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
へ
り
け
れ
︒
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あ
り
が
た
き
御
容か

た
ち
び
と

貌
人
に
な
ん
﹂
と
奏
し
け
る
に
︑︵
桐
壺
帝
ハ
︶
ま
こ
と
に
や
と
御
心
と
ま
り
て
︑
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け

り
︒ 

　
︵
①
桐
壺
・
四
二
頁
︶

　

前
者
で
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
主
人
公
藤
原
仲
忠
の
母
で
あ
り
︑
首
巻
俊
蔭
巻
で
展
開
さ
れ
る
若
小
君
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
清
原
俊
蔭
女
に

つ
い
て
︑
輝
く
ば
か
り
の
美
貌
と
優
れ
た
人
柄
で
噂
に
な
り
︑
帝
・
東
宮
に
所
望
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る22
︒
後
者
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
主

人
公
光
源
氏
の
理
想
の
女
性
で
︑
彼
の
人
生
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
─
そ
の
意
味
で
こ
の
物
語
の
準
ヒ
ロ
イ
ン
と
言
っ
て
も
良

い
─
藤
壺
の
宮
に
つ
い
て
︑
物
語
で
初
め
て
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
亡
き
桐
壺
更
衣
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
桐
壺
帝
は
︑
典
侍
か
ら
先
帝

の
后
腹
の
四
の
宮
︵
藤
壺
の
宮
︶
の
評
判
を
聞
く
︒
桐
壺
更
衣
に
瓜
二
つ
の
美
貌
︑﹁
御
容
貌
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
﹂﹁
あ
り
が
た
き
御
容
貌
人
﹂
と

さ
れ
る
宮
に
関
心
を
抱
い
た
帝
は
﹁
わ
が
女
御
子
た
ち
の
同
じ
列つ

ら
に
思
ひ
き
こ
え
む
﹂︵
①
桐
壺
・
四
二
頁
︶
と
ま
で
熱
心
に
求
婚
し
︑
入
内
が

為
さ
れ
た
後
は
︑
こ
の
人
の
み
を
寵
愛
し
た23
︒
こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
史
上
で
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
天
皇
・
東
宮
の
求
婚
の
申
し
込

み
︵
傍
線
部
︶
は
︑
物
語
の
世
界
に
お
い
て
︑
基
本
的
に
女
君
の
並
外
れ
た
美
貌
・
人
柄
の
記
述
︵
太
線
部
︶
と
セ
ッ
ト
で
記
さ
れ
︑
ヒ
ロ
イ

ン
・
準
ヒ
ロ
イ
ン
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
設
定
で
あ
る
︒
至
尊
の
地
位
に
あ
る
天
皇
︵
東
宮
︶
す
ら
惹
き
つ
け
る
と
い
う
設
定
は
︑
彼
女
た
ち
の

理
想
的
美
質
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
常
套
的
手
法
だ
っ
た
の
で
あ
る24
︒

　

な
お
︑
物
語
の
入
内
設
定
の
史
実
と
の
違
い
と
し
て
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
入
内
拒
否
の
事
例
の
多
さ
で
あ
る
︒
史
上
に
お
い

て
は
︑
入
内
要
請
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
ほ
ぼ
全
て
が
入
内
を
果
た
し
て
い
た
が
︑
物
語
世
界
で
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
の
か
ぐ
や
姫
︑﹃
う
つ
ほ
物

語
﹄
の
俊
蔭
女
︑
在
原
忠
保
女
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
葵
上
や
玉
鬘
大
君
な
ど
が
入
内
要
請
を
拒
ん
で
い
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
紙
幅
の
都

合
に
よ
り
別
稿
で
扱
う
予
定
で
あ
る25
︒

※
引
用
本
文
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
　
改
訂
版
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
）、『
小
右
記
』
は
『
大
日
本

古
記
録
』（
岩
波
書
店
）、
和
歌
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
学
芸
出
版
）、
そ
の
他
の
文
学
作
品
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学

館
）
に
よ
る
。
私
に
傍
線
や
注
記
を
施
し
た
。
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注1	
た
だ
し
︑
⑴
⑵
と
も
判
断
し
が
た
い
も
の
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
入
内
す
る
側
と
さ
れ
る
側
が
協
力
し
て
入
内
を
実
現
す
る
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
よ

う
︒

2	

平
安
朝
に
お
い
て
︑
新
皇
統
の
天
皇
・
東
宮
が
前
皇
統
の
血
筋
を
取
り
込
む
た
め
に
そ
の
皇
統
の
皇
女
と
の
結
婚
を
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
︵
例
え
ば

桓
武
・
平
城
朝
に
お
い
て
前
皇
統
聖
武
の
血
筋
の
皇
女
た
ち
が
入
内
し
て
い
る
例
な
ど
︑
河
内
祥
輔
﹃
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
﹄︹
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
一
四
年
︺︑
山
本
一
也
﹁
日
本
古
代
の
近
親
婚
と
皇
位
継
承
︵
上
︶︵
下
︶﹂︹﹃
古
代
文
化
﹄
二
〇
〇
一
年
八
・
九
月
︺
参
照
︶
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
平
安
初
期
の
桓
武
・
嵯
峨
天
皇
ら
は
︑
所
生
子
の
多
さ
か
ら
色
好
み
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
︑
各
家
の
女
性
に
入
内
要
請

し
た
可
能
性
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
入
内
事
情
を
明
記
す
る
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
︒

3	

﹃
栄
花
物
語
﹄
は
正
編
・
続
編
合
わ
せ
て
宇
多
~
堀
河
朝
の
出
来
事
を
語
る
が
︑
天
皇
の
后
妃
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
の
は
︑
醍
醐
朝
か
ら
白
河
朝

ま
で
で
あ
る
︒
周
知
の
と
お
り
︑
こ
の
作
品
に
は
虚
構
も
多
く
︑
全
て
を
史
実
と
し
て
扱
う
の
は
危
険
で
あ
る
が
︑
古
記
録
や
史
書
の
類
か
ら
個
別
の

入
内
事
情
を
知
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
︑
本
稿
で
は
史
実
に
迫
る
た
め
の
一
資
料
と
し
て
こ
れ
を
用
い
る
︒
大
ま
か
の
入
内
の
傾
向
を
つ
か
む

と
い
う
意
味
で
は
有
効
か
と
思
わ
れ
る
︒

 

　

な
お
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
は
九
条
流
藤
原
氏
を
賞
賛
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
︑
に
も
関
わ
ら
ず
︑
藤
原
道
長
女
を
は
じ
め
と
し
た
こ
の
一
族

出
身
の
后
妃
た
ち
に
つ
い
て
も
︑
優
れ
た
美
し
さ
や
教
養
に
よ
っ
て
天
皇
・
東
宮
か
ら
乞
わ
れ
て
入
内
し
た
︑
と
は
せ
ず
︑
親
兄
弟
に
よ
っ
て
入
内
さ

せ
ら
れ
て
い
る
︑
と
記
し
て
い
る
あ
た
り
︑
そ
れ
な
り
の
信
憑
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
︒

4	

﹃
御
産
部
類
記
﹄
所
引
﹃
九
条
殿
記
﹄
天
暦
四
年
︵
九
五
〇
︶
六
月
十
五
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑
醍
醐
天
皇
元
服
の
折
︑
添
臥
候
補
と
し
て
為
子
内
親

王
︵
宇
多
妹
で
醍
醐
叔
母
︶
と
藤
原
時
平
妹
穏
子
が
お
り
︑
宇
多
は
︑
穏
子
の
入
内
を
阻
止
し
為
子
を
添
臥
と
し
た
が
︑
や
が
て
為
子
の
死
後
に
穏
子

は
時
平
の
謀
略
に
よ
っ
て
入
内
を
遂
げ
た
と
い
う
︒
こ
の
他
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
成
立
以
後
の
例
も
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
︑
長
暦
三
年
︵
一
〇
三
九
︶
の

藤
原
教
通
女
・
生
子
の
後
朱
雀
天
皇
へ
の
入
内
に
つ
い
て
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
が
﹁
年
ご
ろ
い
つ
し
か
と
思
し
め
し
け
る
御
事
に
て
︑
殿
︵
=
藤
原
教
通
︶︑

御
心
を
尽
さ
せ
た
ま
へ
り
﹂︵
③
暮
ま
つ
ほ
し
・
三
〇
五
頁
︶
と
記
し
て
い
る
︒﹃
小
右
記
﹄
万
寿
四
年
︵
一
〇
二
七
︶
三
月
六
日
条
に
よ
れ
ば
︑
藤
原

道
長
に
よ
り
︑
禎
子
内
親
王
︵
道
長
孫
娘
︶
を
東
宮
敦
良
親
王
︵
後
朱
雀
天
皇
︶
に
入
内
さ
せ
る
と
い
う
一
族
の
方
針
が
決
定
さ
れ
た
際
︑
生
子
の

﹁
入
宮
事
﹂
を
志
し
て
い
た
教
通
が
﹁
歎
息
﹂
し
て
お
り
︑
早
い
段
階
か
ら
教
通
が
生
子
を
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
︒
ま

た
︑
藤
原
能
信
が
養
女
茂
子
を
東
宮
尊
仁
親
王
︵
後
三
条
天
皇
︶
の
添
臥
と
す
る
こ
と
を
希
望
し
︑
尊
仁
の
祖
母
后
︵
女
院
彰
子
︶
と
執
政
︵
藤
原
頼
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通
︶
に
働
き
か
け
︑
そ
の
内
諾
を
得
た
例
︵﹃
春
記
﹄
永
承
元
年
十
一
月
二
十
二
日
条
︶︑
藤
原
頼
長
が
養
女
多
子
を
近
衛
天
皇
に
入
内
さ
せ
る
べ
く
︑

事
前
に
鳥
羽
上
皇
・
摂
政
藤
原
忠
通
の
承
諾
を
得
た
例
︵﹃
台
記
﹄
康
治
元
年
八
月
九
日
条
・
久
安
四
年
六
月
二
十
八
日
条
︶
も
あ
る
︒

5	
﹃
源
氏
物
語
﹄
成
立
後
で
は
︑
白
河
朝
に
お
い
て
︑
東
宮
実
仁
親
王
の
元
服
前
に
︑
東
宮
側
か
ら
関
白
藤
原
師
実
に
娘
の
︵
添
臥
と
し
て
の
︶
入
内
を

打
診
し
て
い
る
︵﹃
帥
記
﹄
永
保
元
年
六
月
十
一
日
条
︶︒
し
か
し
︑
実
仁
が
妃
を
迎
え
た
形
跡
は
な
く
︑
結
局
師
実
は
応
じ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑
服
藤
早
苗
﹁
副
臥
考　

平
安
王
朝
社
会
の
婚
姻
儀
礼
﹂︵
倉
田
実
編
﹃
王
朝
人
の
婚
姻
と
信
仰
﹄︑
森
話
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶

と
青
島
麻
子
﹁﹁
添
臥
﹂
葵
の
上
─
初
妻
重
視
の
思
考
を
め
ぐ
っ
て
ー
﹂︵﹃
源
氏
物
語　

虚
構
の
婚
姻
﹄︑
武
蔵
野
書
院
︑
二
〇
一
四
年
︑
初
出
は
﹃
国

語
と
国
文
学
﹄
二
〇
一
〇
年
六
月
︶
参
照
︒
青
島
氏
は
﹁
関
白
師
実
養
女
賢
子
が
既
に
時
の
天
皇
白
河
と
の
間
に
皇
子
ら
を
儲
け
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑

皇
太
弟
実
仁
に
つ
い
て
の
人
々
の
関
心
は
薄
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
院
政
期
で
は
︑
二
条
天
皇
が
先
帝
近
衛
天
皇
の
后

で
あ
っ
た
藤
原
多
子
を
所
望
し
強
引
に
入
内
さ
せ
た
こ
と
が
︑﹃
今
鏡
﹄︵
藤
波
の
下
・
宮
城
野
︶
や
﹃
平
家
物
語
﹄︵﹁
二
代
の
后
﹂︶
な
ど
に
記
さ
れ

る
︒

6	

Ⅰ
の
歌
は
﹃
村
上
天
皇
御
集
﹄
の
他
︑﹃
万
代
和
歌
集
﹄︵
五
句
﹁
す
ぐ
る
春
か
な
﹂︶﹃
玉
葉
和
歌
集
﹄︵
四
句
﹁
め
に
は
み
え
ず
も
﹂
五
句
﹁
す
ぐ
る

春
か
な
﹂︶
に
見
え
る
︒﹃
村
上
天
皇
御
集
﹄
で
は
︑
こ
の
直
後
の
歌
の
詞
書
が
﹁
徽
子
女
御
ま
ゐ
り
は
じ
め
て
︑
あ
し
た
に
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
ま

だ
ま
ゐ
ら
ざ
り
け
る
に
﹂
が
入
内
前
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
︒

7	

服
藤
早
苗
﹁
書
使
と
後
朝
使
の
成
立
と
展
開
─
平
安
王
朝
貴
族
の
婚
姻
儀
礼
﹂︵
小
嶋
菜
温
子
編
﹃
王
朝
文
学
と
通
過
儀
礼
﹄︑
竹
林
舎
︑
二
〇
〇
七
年
︶

は
︑
婚
姻
儀
礼
の
一
要
素
と
し
て
書
使
・
後
朝
使
の
儀
︵
結
婚
直
前
・
直
後
に
新
郎
か
ら
新
婦
に
消
息
文
が
遣
わ
さ
れ
る
儀
式
︶
を
検
討
し
︑
Ⅰ
に
つ

い
て
︑
一
応
は
村
上
天
皇
の
入
内
を
促
す
懸
想
文
と
解
し
つ
つ
︑︵
入
内
決
定
後
に
形
式
的
に
行
わ
れ
る
︶
書
使
儀
の
消
息
文
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指

摘
す
る
︒
し
か
し
︑
書
使
は
主
に
入
内
直
前
︵
入
内
十
数
日
前
~
入
内
当
日
︶
に
送
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
村
上
天
皇
の
徽
子
へ
の
贈
歌
は
内
容
か
ら

春
︵
天
暦
二
年
春
か
︶
の
こ
と
︑
そ
の
一
方
で
徽
子
の
入
内
は
天
暦
二
年
︵
九
四
八
︶
十
二
月
三
十
日
︵﹃
源
語
秘
訣
﹄
所
引
﹃
李
部
王
記
﹄︶
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑
書
使
儀
と
し
て
は
時
期
に
疑
問
が
残
る
︒
や
は
り
懸
想
文
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

 

　

な
お
︑
服
藤
氏
は
︑
以
下
の
歌
に
つ
い
て
も
︑
入
内
以
前
の
村
上
天
皇
か
ら
の
贈
歌
と
し
て
掲
げ
る
︒

 

　
　
　
　

女
御
徽
子
女
王
︑
ま
ゐ
ら
ん
と
て
さ
も
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば　
　
　

天
暦
御
歌

 

　
　

あ
ふ
こ
と
は
い
つ
に
か
あ
ら
ん
あ
す
か
が
は
さ
だ
め
な
き
よ
ぞ
お
も
ひ
わ
び
ぬ
る 

︵﹃
続
古
今
和
歌
集
﹄・
恋
歌
二
︶

 

　

し
か
し
︑﹁
あ
ふ
こ
と
は
﹂
の
贈
歌
に
つ
い
て
は
︑
入
内
後
︑
徽
子
が
一
時
期
里
住
み
を
し
て
い
た
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒﹃
続
古
今
和
歌
集
﹄
の
配
列
を
見
て
も
︑
前
後
の
歌
に
逢
瀬
を
持
っ
た
後
と
思
し
き
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
歌
も
︑
結
婚
後
の
歌
と
解
し
た
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い
︒

8	
西
丸
妙
子
﹁
斎
宮
女
御
徽
子
の
入
内
後
の
後
宮
の
状
況
﹂︵﹃
斎
宮
女
御
集
と
源
氏
物
語
﹄︑
青
月簡
社
︑
二
〇
一
五
年
︶

9	
忯
子
・
姫
子
・
諟
子
・
婉
子
が
入
内
し
た
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
永
観
二
年
︵
九
八
四
︶
十
月
二
十
八
日
︵﹃
小
右
記
﹄
同
二
十
九
日
条
︶︑
同
十
二
月
五
日

︵﹃
小
右
記
﹄︶︑
同
十
二
月
十
五
日
︵﹃
小
右
記
﹄︶︑
寛
和
元
年
︵
九
八
五
︶
十
二
月
五
日
︵﹃
日
本
紀
略
﹄︶︒
な
お
︑
忯
子
の
死
は
寛
和
元
年
七
月
十
八

日
︵﹃
小
右
記
﹄︶
で
あ
る
︒

10	

今
井
源
衛 ﹃
花
山
院
の
生
涯
﹄︵
桜
楓
社
︑
一
九
六
八
年
︶︒
こ
の
箇
所
の
虚
構
に
つ
い
て
は
︑
杉
崎
重
遠
﹁
婉
子
女
王
﹂︵﹃
王
朝
歌
人
伝
の
研
究
﹄︑
新

典
社
︑
一
九
八
六
年
︶
に
も
指
摘
が
あ
る
︒

11	

為
光
の
妻
の
一
人
が
義
懐
の
姉
妹
で
あ
り
︑
ま
た
為
光
女
が
義
懐
妻
で
あ
っ
た
た
め
︑
為
光
・
義
懐
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
︒
忯
子
が
義
懐
に
支
持

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
真
っ
先
に
花
山
後
宮
入
り
し
た
こ
と
︑
後
宮
殿
舎
で
最
も
格
上
の
弘
徽
殿
を
居
所
と
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
窺
え
る
︒
こ
れ
ら
の

こ
と
に
つ
い
て
は
︑
島
田
と
よ
子
﹁
諟
子
入
内
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
谷
女
子
大
国
文
﹄
一
九
八
八
年
三
月
︶・﹁
藤
原
伊
尹
の
娘
達
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
谷
女

子
大
国
文
﹄
一
九
八
九
年
三
月
︶︑
増
田
繁
夫
﹁
源
氏
物
語
の
後
宮
─
桐
壺
・
藤
壺
・
弘
徽
殿
─
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
１　

桐
壺
﹄︑
至

文
堂
︑
一
九
九
八
年
︶︑
拙
稿
﹁
宇
津
保
・
源
氏
の
承
香
殿
﹂︵﹃
平
安
朝
物
語
の
後
宮
空
間
─
宇
津
保
物
語
か
ら
源
氏
物
語
へ
─
﹄︑
武
蔵
野
書
院
︑
二

〇
一
四
年
︶
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

12	

　
　

今
夜
承
香
殿
︵
=
諟
子
︶
被
候
夜
大
殿
︑
弘
徽
殿
女
御
︵
=
忯
子
︶
被
候
二
間
︑
麗
景
殿
︵
=
姫
子
︶
被
候
大
盤
所
︙
︙

 

︵﹃
小
右
記
﹄
永
観
二
年
十
二
月
十
九
日
条
︶

13	

皇
妃
の
入
内
は
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
為
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
一
定
期
間
が
過
ぎ
て
か
ら
次
の
皇
妃
が
入
内
す
る
の
が
慣
例
だ
っ
た
よ
う
で
︑
円
融
朝

︵
藤
原
遵
子
が
天
元
四
年
四
月
︑
藤
原
詮
子
が
同
八
月
に
入
内
︶
と
一
条
朝
︵
藤
原
義
子
が
長
徳
四
年
七
月
︑
藤
原
元
子
が
同
十
一
月
に
入
内
︶
の
四

ヶ
月
が
比
較
的
間
隔
の
短
い
例
で
あ
る
︒
花
山
朝
の
入
内
間
隔
の
短
さ
は
︑
あ
る
い
は
︑
皇
位
に
つ
い
て
か
ら
し
き
り
に
花
山
天
皇
が
各
家
に
入
内
を

催
促
し
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

14	

今
井
注
10
書
は
︑
婉
子
の
入
内
を
そ
の
父
為
平
親
王
の
権
勢
欲
に
よ
る
も
の
と
解
し
つ
つ
︑﹁︵
引
用
者
注:

花
山
が
婉
子
を
︶
い
わ
ば
︑
忯
子
の
形
代

と
し
て
で
も
迎
え
よ
う
か
と
い
う
気
に
は
な
つ
た
で
あ
ろ
う
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒﹃
栄
花
物
語
﹄
は
︑
花
山
が
忯
子
死
後
に
寝
所
に
婉
子
を
召
し
た

こ
と
を
語
る
が
︑
こ
れ
も
い
く
ば
く
か
の
真
実
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

15	

稿
者
は
︑
忯
子
に
つ
い
て
は
︑
注
11
で
述
べ
た
よ
う
な
事
情
か
ら
︑
藤
原
義
懐
が
そ
の
入
内
に
関
与
し
た
と
す
る
今
井
注
10
書
の
見
解
に
賛
同
し
て
い

る
が
︑
義
懐
だ
け
で
は
な
く
花
山
本
人
も
入
内
を
望
ん
で
い
た
と
考
え
て
い
る
︒
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16	

﹁
入
内
拒
否
を
め
ぐ
る
天
皇
・
東
宮
側
の
反
応
─
竹
取
・
う
つ
ほ
か
ら
源
氏
物
語
へ
─
﹂︵
佐
々
木
孝
浩
・
佐
藤
道
生
・
高
田
信
敬
・
中
川
博
夫
編
﹃
古

典
文
学
研
究
の
方
法
と
対
象
﹄︵
仮
題
︶︑
花
鳥
社
︑
二
〇
二
三
年
刊
行
予
定
︶︒

17	
娍
子
の
入
内
は
正
暦
二
年
︵
九
九
一
︶
十
一
月
某
日
︵﹃
日
本
紀
略
﹄︶︒﹃
栄
花
物
語
﹄︵
み
は
て
ぬ
ゆ
め
巻
︶
は
十
二
月
の
こ
と
と
す
る
︒
こ
の
事
例

も
︑
Ⅰ
と
同
様
︑
文
が
送
ら
れ
た
の
は
入
内
よ
り
一
年
前
の
こ
と
な
の
で
︑
書
使
儀
で
送
ら
れ
た
形
式
的
な
文
で
は
な
く
求
婚
の
懸
想
文
と
考
え
ら
れ

る
︒

18	

倉
本
一
宏
﹃
三
条
天
皇
﹄︵
ミ
ネ
ル
バ
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︶︒

19	

注
2
参
照
︒
平
安
前
期
の
資
料
は
あ
ま
り
残
っ
て
お
ら
ず
︑
現
存
す
る
も
の
の
多
く
は
平
安
中
期
以
降
の
も
の
で
あ
る
︒

20	

伴
瀬
明
美
﹁
院
政
期
に
お
け
る
後
宮
の
変
化
と
そ
の
意
義
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
一
九
九
六
年
二
月
︶︑
服
藤
早
苗
﹁
王
権
と
国
母
─
王
朝
国
家
の
政
治

と
性
﹂︵﹃
平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
─
家
・
王
権
・
性
愛
﹄︑
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

 

　

花
山
朝
の
忯
子
の
場
合
は
︑
天
皇
本
人
の
意
志
だ
け
で
な
く
︑
外
戚
の
思
惑
も
あ
り
︑
入
内
の
話
が
起
こ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

21	

後
期
物
語
で
は
︑﹃
夜
の
寝
覚
﹄
の
寝
覚
の
君
︑﹃
狭
衣
物
語
﹄
の
源
氏
の
宮
︑
式
部
卿
宮
の
姫
君
な
ど
︑
や
は
り
ヒ
ロ
イ
ン
・
準
ヒ
ロ
イ
ン
が
天
皇
・

東
宮
か
ら
入
内
を
望
ま
れ
て
い
た
︒

 

　

な
お
︑
ヒ
ロ
イ
ン
と
ま
で
は
言
い
難
い
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
他
に
葵
上
・
玉
鬘
大
君
・
紅
梅
大
納
言
の
大
君
な
ど
が
入
内
を
要
請
さ
れ
て
い
る
︒

22	

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
こ
の
箇
所
が
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
注
16
論
文
参
照
︒

23	

藤
壺
の
宮
へ
の
入
内
要
請
に
つ
い
て
は
︑
桐
壺
帝
の
先
帝
の
血
筋
を
取
り
込
も
う
と
す
る
政
治
的
意
図
に
も
と
づ
く
も
の
︑
と
見
な
す
論
も
あ
る
︵
高

橋
麻
織
﹁
藤
壺
の
宮
の
立
后
─
藤
原
遵
子
と
の
比
較
か
ら
─
﹂︹﹃
源
氏
物
語
の
政
治
学
﹄︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
六
年
︑
初
出
は
明
治
大
学
大
学
院
﹃
文

学
研
究
論
集
﹄
二
〇
〇
六
年
二
月
︺︑
福
長
進
﹁﹃
栄
花
物
語
﹄
か
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
む
﹂︹﹃
歴
史
物
語
の
創
造
﹄︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︑

初
出
は
日
向
一
雅
編
﹃
源
氏
物
語　

重
層
す
る
歴
史
の
諸
相
﹄︑
竹
林
舎
︑
二
〇
〇
六
年
︺︑
湯
淺
幸
代
﹁
藤
壺
宮
入
内
の
論
理
─
﹁
先
帝
﹂
の
語
義
検

証
と
先
帝
皇
女
の
入
内
に
つ
い
て
─
﹂︹﹃
源
氏
物
語
の
史
的
意
識
と
方
法
﹄︑
新
典
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
初
出
は
日
向
一
雅
・
仁
平
道
明
編
﹃
源
氏
物

語
の
始
発
─
桐
壺
巻
論
集
﹄︑
竹
林
舎
︑
二
〇
〇
六
年
︺︑
浅
尾
広
良
﹁
桐
壺
皇
統
の
始
ま
り
─
后
腹
内
親
王
の
入
内
と
降
嫁
─
﹂︹﹃
源
氏
物
語
の
皇
統

と
論
理
﹄︑
翰
林
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︑
初
出
は
﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
二
〇
〇
八
年
十
月
︺
な
ど
︶︒
た
だ
し
︑
物
語
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は

あ
く
ま
で
も
桐
壺
更
衣
と
生
き
写
し
の
美
貌
へ
の
帝
の
関
心
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

24	

本
稿
で
は
平
安
朝
の
史
実
と
物
語
を
対
象
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
が
︑
前
代
の
記
紀
に
お
い
て
は
︑
天
皇
が
女
性
に
求
婚
し
た
事
例
が
多
く
記
さ
れ

る
︒
内
田
順
子
﹁﹃
竹
取
物
語
﹄
と
六
国
史
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
二
〇
一
一
年
一
月
︶︑
伊
勢
光
﹁﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
け
る
帝
─
物
語
文
学
史
に
お
け
る
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帝
の
始
発
─
﹂︵﹃
福
井
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
﹄
二
〇
二
一
年
一
月
︶
お
よ
び
大
井
田
晴
彦
﹁
天
と
地
と
─
帝
と
か
ぐ
や

姫
─
﹂︵﹃
王
朝
物
語
の
世
界
﹄︑
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
二
二
年
︶
は
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
の
帝
に
︑
色
好
み
性
を
有
し
自
ら
女
性
を
探
し
求
め
た
允
恭
・
雄

略
天
皇
ら
古
代
の
天
皇
の
面
影
を
見
る
︒
か
つ
て
の
行
動
力
を
有
す
る
理
想
的
帝
王
の
像
を
物
語
の
帝
か
ら
読
み
取
る
こ
う
し
た
視
座
も
︑
有
効
で
あ

ろ
う
︒

25	

拙
稿
注
16
論
文
︒

※
本
稿
は
︑JSPS
科
研
費18K

12279

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒


