
一
　
は
じ
め
に
―
人
物
概
観
と
考
察
の
観
点

　『
う
つ
ほ
物
語
』
は
十
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
長
編
物
語
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
作
者
は
、
古
来
、
源
順
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
確
証
が
な
な
く
現
段

階
で
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
お
そ
ら
く
は
源
順
と
同
様
の
男
性

官
人
の
手
に
な
る
こ
と
で
大
方
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の

中
に
登
場
す
る
「
后
の
宮
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
描
か
れ
方
の
分
析
を
通
し
て
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
表
現
、
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
后
の
宮
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』「
祭
の
使
」「
あ
て
宮
」「
内
侍
の
か
み
」「
蔵
開

上
・
中
・
下
」「
国
譲
上
・
中
・
下
」
に
登
場
す
る
。
朱
雀
院
の
后
（
中
宮
）
で

あ
り
、
藤
原
忠
雅
・
兼
雅
ら
の
妹
、
ま
た
仲
忠
の
叔
母
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る

（
資
料
１
「
関
係
系
図
」、
参
照
）。
さ
ら
に
現
東
宮
（
後
の
今
上
帝
）
の
母
で
あ
る
后

の
宮
は
、
朱
雀
帝
が
譲
位
し
た
後
は
、
先
帝
の
中
宮
と
し
て
、
さ
ら
に
国
母
と

し
て
、
そ
の
確
固
た
る
立
場
を
築
く
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
女
が
物
語
の
展
開
を
担
う
中
心
人
物
と
な
る
の
は
「
国
譲
」
の
巻
々
で
あ

る
（
資
料
２
「『
宇
津
保
物
語
』
后
の
宮
話
題
の
概
要
」
参
照
）。
と
く
に
「
国
譲
下
」

巻
で
は
、
朱
雀
帝
の
譲
位
に
際
し
、
藤
壺
（
正
頼
の
娘
）
の
生
ん
だ
皇
子
（
源
氏
）

と
、
梨
壺
（
兼
雅
の
娘
）
の
生
ん
だ
皇
子
（
藤
氏
）
と
の
立
坊
争
い
が
主
な
テ
ー

マ
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
立
太
子
問
題
を
話
題
と
す
る
場
面
で
前
面
に
せ
り

出
し
て
く
る
の
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
后
の
宮
な
の
だ
が
、
ま
ず
は
そ
の
情
況

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

二
　『
う
つ
ほ
物
語
』
に
描
か
れ
る
「
立
坊
」
と
「
国
母
」

　
后
の
宮
が
立
坊
問
題
に
具
体
的
に
関
わ
る
場
面
は
「
国
譲
下
」
巻
の
冒
頭
に

描
か
れ
る
。
次
に
示
す
の
は
、
后
の
宮
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
出
身
家
門
で
あ
る

藤
氏
の
、
太
政
大
臣
忠
雅
、
大
納
言
忠
俊
、
宰
相
直
正
、
右
大
臣
兼
雅
、
右
大

将
仲
忠
と
い
っ
た
人
物
が
呼
び
出
さ
れ
、
藤
氏
一
門
が
一
堂
に
会
し
密
談
が
始

ま
る
場
面
で
あ
る
。
后
の
宮
は
ま
ず
リ
ー
ダ
ー
格
の
忠
雅
に
提
案
す 

后
の
宮
、
御
前
の
人
み
な
立
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
請
じ
入
れ
た
て
ま
つ
り

た
ま
ひ
て
、
太
政
大
臣
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。「
消
息
に
聞
こ
え
し
や
う

は
、
む
か
し
よ
り
、
こ
の
筋
に
か
く
し
来
る
こ
と
の
、
今
違
ひ
て
、
行
く

（
注
１
）

る
。

　

『
う
つ
ほ
物
語
』
后
の
宮
考
　―
―
国
母
と
摂
関
家
―
―

上
　
杉
　
香
　
菜
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末
ま
で
絶
え
ぬ
べ
き
こ
と
聞
こ
え
む
と
て
な
む
。
御
国
譲
り
の
こ
と
、
こ

の
月
に
な
り
ぬ
る
を
、
の
た
ま
ふ
や
う
は
、『
同
じ
日
、
東
宮
も
定
め
さ
せ

む
』
と
な
む
あ
め
る
。
そ
れ
を
、
お
の
ら
も
あ
る
に
、
一
の
上
に
て
は
、

そ
こ
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
へ
。
ま
た
次
々
か
く
や
う
ご
と
な
く
も
の
し
た

ま
ふ
を
、
か
の
筋
は
大
臣
の
み
こ
そ
は
。
太
政
大
臣
の
も
の
し
た
ま
は
ず

な
り
ぬ
。
さ
て
は
み
な
下
﨟
に
て
の
み
こ
そ
は
。
こ
の
筋
に
し
つ
る
こ
と

を
、
一
世
の
源
氏
の
娘
、
后
に
な
り
、
子
坊
に
据
ゑ
た
る
こ
と
は
な
か
な

る
を
、
な
ど
か
こ
れ
し
も
さ
る
べ
き
。
宮
に
娘
を
こ
れ
か
れ
奉
り
た
ま
ひ

し
時
は
、
こ
の
中
に
さ
り
と
も
と
こ
そ
思
ひ
し
か
。
足
り
た
ま
ふ
年
の
覚

ゆ
る
ま
で
、
さ
る
こ
と
の
な
き
を
思
ひ
嘆
き
し
ほ
ど
に
、
す
ず
ろ
な
る
人

出
で
来
て
、
二
つ
な
く
時
め
き
て
、
子
を
た
だ
生
み
に
生
め
ば
、
こ
れ
に

こ
そ
あ
め
れ
。
こ
の
筋
の
絶
え
ぬ
べ
き
こ
と
と
、
口
惜
し
く
思
ひ
つ
る
を
、

こ
の
梨
壺
の
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
夢
の
ご
と
し
た
う
べ
る
に
、
か
か
る
折

に
、
こ
れ
を
坊
に
は
据
ゑ
む
と
な
む
思
ふ
。
女
は
世
に
な
き
も
の
に
も
あ

ら
ず
。
こ
の
御
身
の
筋
を
思
ほ
し
捨
て
で
、
来
し
方
行
く
先
、
ま
た
こ
の

筋
の
恥
と
あ
る
大
い
な
る
こ
と
を
と
ど
め
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

太
政
大
臣
、
と
み
に
も
の
も
の
た
ま
は
ず
。 　
　
　
　
　
　
　 （「
国
譲
下
」）

后
の
宮
は
、
藤
氏
側
の
出
自
の
優
位
性
や
、
一
世
の
源
氏
の
家
か
ら
の
立
太
子

が
な
い
と
い
う
先
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、
梨
壺
腹
の
皇
子
の
立
坊
を
実
現
し

て
藤
氏
一
族
の
安
泰
へ
と
政
情
を
導
く
よ
う
、
忠
雅
に
訴
え
る
。
し
か
し
、
藤

氏
一
族
の
長
た
る
忠
雅
は
「
と
み
に
も
の
も
の
た
ま
は
ず
」、
し
か
も
「
し
ば
し

思
ほ
し
た
め
ら
ひ
て
」
と
閉
口
し
、
考
え
た
末
に
次
の
よ
う
に
返
事
を
す
る
。

「
忠
雅
ら
は
、
と
も
か
く
も
い
か
で
か
。
臣
下
と
い
ふ
も
の
は
、
君
の
若
く

お
は
し
ま
す
、
御
心
の
疎
か
に
お
は
し
ま
す
時
こ
そ
侍
れ
、
か
く
明
王
の

ご
と
お
は
し
ま
す
世
に
は
、
何
ご
と
を
か
は
定
め
ま
う
す
。
た
だ
御
子
の

よ
し
み
に
、『
か
く
な
む
と
思
す
。
い
か
が
』
と
聞
こ
え
た
ま
は
む
に
、
御

心
に
定
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
れ
を
と
思
さ
ば
、
何
の
疑
ひ
か
侍
ら
む
。」

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（「
国
譲
下
」）

忠
雅
は
、
臣
下
は
君
子
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う
「
臣
下
の
道
」
論
を
展
開
し
、

后
の
宮
の
訴
え
を
遠
回
し
に
退
け
る
。
こ
の
忠
雅
の
発
言
に
は
官
人
と
し
て
儒

教
的
な
政
治
観
念
が
見
ら
れ
る
。
藤
氏
一
族
の
将
来
を
考
え
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、「
東
宮
立
坊
の
延
長
線
上
に
あ
る
一
族
安
泰
」
と
い
っ
た
政
略
に
対

す
る
関
心
は
薄
い
。

　
こ
う
し
た
忠
雅
の
「
君
臣
の
道
」
論
に
対
し
、
后
の
宮
は
、
情
況
論
を
持
ち

出
し
て
反
論
す
る
。

「
そ
れ
は
、
さ
ば
か
り
、
こ
の
頃
里
な
り
と
て
だ
に
、
恋
ひ
悲
し
び
、
も
の

も
参
ら
ず
、
影
の
ご
と
な
り
た
ま
は
む
人
は
、
ま
い
て
か
け
て
も
聞
き
た

ま
ひ
な
ば
、
い
た
づ
ら
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
む
も
の
を
。
た
だ
、
人
の
国

に
も
、
大
臣
、
公
卿
定
め
て
こ
そ
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
も
し
け
れ
。
こ

れ
か
れ
心
を
一
つ
に
て
、
こ
の
こ
と
を
、
か
く
な
む
あ
る
べ
き
。
こ
の
筋

の
む
げ
に
な
く
は
こ
そ
、
異
筋
の
交
じ
ら
め
。
か
く
さ
る
べ
き
人
を
お
き

て
は
い
か
で
か
と
、
お
の
ら
も
そ
こ
に
も
申
さ
ば
こ
そ
は
、
さ
す
が
に
道

理
失
ひ
た
ま
は
ず
、
賢
し
く
お
は
す
る
人
な
れ
ば
、
心
に
は
飽
か
ず
悲
し

と
思
す
と
も
、
世
を
保
た
む
と
思
ほ
す
御
心
あ
ら
ば
、
許
し
た
ま
ふ
や
う

あ
ら
め
。
お
の
れ
一
人
、
か
う
な
む
思
ふ
と
は
申
さ
じ
。」 　 
（「
国
譲
下
」）

東
宮
を
「
明
王
」
と
喩
え
た
忠
雅
に
対
し
て
、
后
の
宮
は
東
宮
が
あ
て
宮
を
溺

愛
す
る
あ
ま
り
正
常
な
判
断
も
つ
か
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
、
現
状
を
述

べ
る
。
君
子
が
愛
欲
に
溺
れ
て
判
断
が
鈍
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
諫
め
、
政
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道
を
正
し
て
い
く
の
が
真
の
臣
下
の
あ
り
方
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
后
の
宮
の
立
坊
問
題
へ
の
強
引
な
介
入
に
対
し
、
藤
氏
首

脳
陣
は
こ
の
問
題
を
回
避
し
た
い
と
も
取
れ
る
態
度
に
終
始
す
る
。
そ
う
し
た

男
君
た
ち
の
不
甲
斐
な
い
態
度
へ
の
苛
立
ち
と
、
こ
の
立
坊
に
懸
け
る
情
熱
か

ら
か
、
后
の
宮
の
発
言
は
次
第
に
過
激
に
な
る
。

「
あ
な
放
俗
な
。
ふ
ぐ
り
つ
き
て
、
男
の
端
と
な
り
て
、
か
う
も
の
を
い
は

む
よ
な
。
一
人
し
て
だ
に
、
か
し
こ
き
者
は
。
た
だ
女
の
子
ど
も
の
や
う

に
て
」
と
、
腹
立
ち
た
ま
ひ
て
、「
そ
の
あ
し
た
に
も
、
宮
と
て
も
、
め
ま

き
狂
ひ
を
こ
そ
し
た
ま
へ
、
い
と
憎
げ
に
は
思
は
せ
ず
。
お
ほ
か
た
あ
ま

が
つ
女
な
れ
ば
、
面
わ
わ
け
た
る
に
、
さ
ぞ
現
さ
ざ
ら
む
。
げ
に
気
色
の

恐
ろ
し
げ
に
、
人
を
殺
す
べ
か
ら
む
は
何
ぞ
。」 　
　
　
　
　 
（「
国
譲
下
」）

彼
女
は
男
君
た
ち
を
罵
倒
し
、
さ
ら
に
、
忠
雅
た
ち
が
贔
屓
に
す
る
人
を
も
批

判
し
て
い
く
こ
と
で
、
彼
ら
を
奮
い
立
た
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
粗
野

な
言
葉
遣
い
や
根
拠
の
な
い
中
傷
は
、
下
品
で
我
の
強
い
女
性
像
を
想
起
さ
せ

る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
后
の
宮
に
対
し
、
藤
氏
首
脳
陣
は
あ
く
ま
で
も
立

坊
争
い
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
場
面
の
終
盤
で
は
、
一
族
の
な
か
で
彼

女
は
完
全
に
孤
立
し
て
い
く
が
、
后
の
宮
は
、
立
坊
画
策
を
諦
め
る
ど
こ
ろ
か
、

男
君
た
ち
で
は
も
は
や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
、
東
宮
、
帝
に
直
訴
す
る
。
し

か
し
、
東
宮
か
ら
も
帝
か
ら
も
肯
定
的
な
返
事
は
も
ら
え
ず
、
立
坊
画
策
の
た

め
に
奔
走
し
た
后
の
宮
は
、
最
後
に
は
哀
れ
さ
ま
で
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
立
坊
へ
の
伏
線
と
し
て
重
要
だ
っ
た
「
女
御
宣
下
」
で
も
、
后
の

宮
の
要
求
（
梨
壺
へ
の
宣
下
）
は
棄
却
さ
れ
る
。
朱
雀
帝
が
譲
位
す
る
と
、
新
帝

の
皇
妃
た
ち
へ
の
女
御
宣
下
が
行
わ
れ
る
。
立
坊
争
い
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る

「
国
譲
」
に
あ
っ
て
、
こ
の
女
御
宣
下
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
立
坊
争
い
に

は
母
親
の
身
分
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
、
新
帝
の
皇
妃
た
ち
の

序
列
を
決
め
る
女
御
宣
下
は
、
立
坊
争
い
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
后
の
宮
の
画
策
は
功
を
奏
さ
ず
、
ま
た
も
や

敗
北
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
立
坊
話
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

　
・
中
宮
で
あ
り
国
母
で
あ
る
自
ら
の
立
場
を
最
大
限
に
活
用
し
て
、
梨
壺
腹

皇
子
の
立
坊
を
画
策
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
出
自
で
あ
る
藤
原

氏
の
政
治
的
優
位
性
を
図
ろ
う
と
す
る
后
の
宮
。

　
・
そ
う
し
た
后
の
宮
の
働
き
か
け
に
同
調
せ
ず
、
立
坊
争
い
問
題
を
回
避
し

よ
う
と
す
る
藤
氏
一
族
。

　
・
そ
の
結
果
、
敵
視
す
る
源
氏
ば
か
り
か
同
族
内
に
も
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、

孤
立
す
る
后
の
宮
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
話
題
は
、
男
た
ち
の
舞
台
で
あ
る
政
治
の
世

界
に
立
ち
入
り
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
奔
走
し
、
汚
い
侮
辱
の
言
葉
や
粗
野
な
言

葉
遣
い
に
よ
っ
て
批
判
を
浴
び
せ
、
東
宮
、
帝
に
も
疎
ま
れ
、
挙
げ
句
の
果
て

に
立
坊
争
い
に
敗
れ
、
同
族
の
者
す
ら
寄
り
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
后
の
宮
を
語
り
、
そ
の
滑
稽
を
読
者
と
と
も
に
笑
お
う
と
し
た
も
の
と
言
え

そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
立
坊
話
題
の
語
ら
れ
方
は
、

同
時
代
的
な
后
・
国
母
の
政
治
的
な
位
置
を
視
野
に
入
れ
る
と
き
、
別
の
意
味

を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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三
　
史
実
に
み
る
〈
政
治
〉
と
〈
女
性
〉

　
こ
こ
で
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
后
の
宮
の
女
性
像
を
、
史
実
に
照
ら
し
て
探
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
政
治
に
携
わ
る
女
性
と
し
て
主
に
「
女
帝
」「
皇
后
」「
国

母
」
を
中
心
に
取
り
あ
げ
る
。

○
八
世
紀
以
前

　
近
年
、
歴
史
研
究
の
分
野
で
は
、
義
江
明
子
「
古
代
女
帝
論
の
過
去
と
現
在
」

に
あ
る
よ
う
な
提
言
を
う
け
て
、
古
代
史
に
お
け
る
女
帝
の
研
究
が
盛
ん
と
な

り
、「
古
代
の
天
皇
は
男
女
と
問
わ
ず
、
能
力
の
あ
る
者
が
そ
れ
を
担
っ
て
い

た
」
こ
と
が
通
説
に
な
り
つ
つ
あ 

義
江
氏
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
孝
謙

天
皇
を
中
心
と
し
て
み
え
て
く
る
「
女
帝
」
像
は
、〈
妻
〉
と
し
て
の
皇
后
で
も
、

中
継
ぎ
で
も
な
く
、「
自
律
的
皇
位
継
承
の
実
現
」「
仏
教
に
よ
る
国
家
統
合
」

を
目
指
し
た
、「
天
皇
」
と
し
て
の
姿
で
あ
る
と
い 

ま
た
、
先
帝
皇
后
と
し

て
の
持
統
天
皇
が
持
っ
て
い
た
「
大
后
権
」
に
つ
い
て
も
、「
大
后
と
は
、
大
王

の
多
く
の
御
妻
（
妃
）
の
中
の
一
人
が
選
ば
れ
て
つ
く
国
政
共
治
者
の
地
位
」
で

あ
っ
て
、「
社
会
的
な
婚
姻
秩
序
に
も
と
づ
く
正
妻
と
い
う
家
族
内
の
地
位
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
大
后
と
称
さ
れ
た
」
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。「
誰
が
大
后
の

地
位
に
つ
く
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
女
自
身
の
血
統
の
優
位
性
お
よ
び
背
後
に
あ

る
氏
族
の
政
治
力
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
こ
の

時
代
に
は
、
女
性
が
最
高
権
威
者
と
し
て
存
在
し
、
男
女
が
共
同
為
政
者
と
し

て
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ 

○
九
世
紀

　
男
女
平
等
に
近
か
っ
た
王
権
は
、
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
徐
々
に
変
化
し
始
め

（
注
２
）

る
。

（
注
３
）

う
。

（
注
４
）

る
。

る
。
王
権
周
辺
で
女
性
の
政
治
的
権
力
は
男
性
側
に
吸
収
さ
れ
始
め
、
男
女
の

差
異
が
顕
著
に
現
れ
る
。
女
帝
は
消
え
、
皇
后
は
〈
妻
〉
と
し
て
男
性
天
皇
に

従
属
す
る
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
天
皇
の
〈
妻
〉
と
し
て

の
皇
后
も
定
着
せ
ず
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
約
一
世
紀
間
、
皇
后
は
立
て
ら
れ

て
い
な
い
。

　
で
は
、
女
性
の
政
治
的
機
能
は
完
全
に
失
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
服
藤
早
苗

氏
は
「
従
来
、
摂
政
関
白
は
天
皇
の
母
の
父
や
兄
弟
が
外
戚
と
し
て
権
限
を
行

使
し
た
政
治
形
態
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
で
は
な
ぜ
天
皇
の

外
戚
が
摂
政
関
白
と
し
て
天
皇
権
を
代
行
し
、
後
見
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
か
」
と
問
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
摂
政
関
白
は
「
国
母
の
代
行
」
だ
っ
た
」

と
考
え
て
い 

女
性
が
天
皇
代
行
の
権
利
を
有
し
得
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
、

太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
・
文
徳
天
皇
生
母
藤
原
順
子
・
清
和
天
皇
生
母
藤
原
明

子
・
陽
成
天
皇
生
母
藤
原
高
子
が
幼
い
天
皇
の
母
と
し
て
王
権
へ
の
後
見
力
を

獲
得
し
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
後
半
の
称
徳
天

皇
を
最
後
に
、
女
性
が
実
質
的
な
政
権
保
持
者
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
国
母
の
天
皇
後
見
権
能
は
、
国
母
の
父
や
兄
弟
、
す
な

わ
ち
外
戚
が
太
政
大
臣
や
摂
政
・
関
白
に
な
り
、
国
母
の
代
行
的
役
割
を
行
い
、

政
務
を
こ
な
す
形
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

○
十
世
紀

　
次
に
十
世
紀
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
母
后
と
し
て
の
政
治
的
権
能
を
有
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
藤
原
詮
子
を
取
り
あ
げ
る
。
藤
原
詮
子
は
、
藤
原

兼
家
の
娘
で
円
融
天
皇
の
女
御
と
な
り
、
唯
一
の
皇
子
懐
仁
親
王
を
生
む
。
し

か
し
、
彼
女
自
身
は
円
融
天
皇
在
位
中
に
后
位
に
つ
く
こ
と
は
で
き
ず
、
寛
和

二
年
に
懐
仁
親
王
が
即
位
し
て
一
条
天
皇
と
な
っ
た
と
き
皇
太
后
の
称
号
を
授

（
注
５
）

る
。
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か
る
。
同
時
に
父
兼
家
は
摂
政
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
最
終
的
に
正
暦
二
年
出
家
し
、

東
三
条
院
の
院
号
が
宣
下
さ
れ
、
史
上
初
の
女
院
と
な
る
。
円
融
天
皇
譲
位
の

時
、
上
皇
と
な
っ
た
父
円
融
は
内
裏
を
出
た
が
、
母
后
詮
子
は
息
子
一
条
天
皇

即
位
後
、
そ
の
ま
ま
内
裏
に
残
り
、
天
皇
の
後
見
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
一
条
天
皇
の
朝
覲
行
幸
に
詮
子
が
同
輿
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

詮
子
が
母
后
と
し
て
天
皇
を
補
佐
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ 

さ
ら
に
、
兼
家

の
太
政
大
臣
任
命
は
「
実
際
は
摂
政
で
あ
る
父
兼
家
の
意
志
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
が
、「
母
后
命
」
と
い
う
形
式
で
実
行
さ
れ
」
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
摂

関
期
に
お
い
て
は
、
父
上
皇
と
母
后
は
並
立
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
子
の
天

皇
を
支
え
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ 

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
后
の
宮
は
、
摂
関
家

と
の
協
同
を
図
ろ
う
と
す
る
と
い
う
点
で
、
九
世
紀
の
国
母
像
に
則
し
て
造
型

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
先
の
引
用
中
の
后
の
宮
の
発
言
「
大

臣
、
公
卿
定
め
て
こ
そ
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
も
し
け
れ
」
に
よ
っ
て
も
確
認

で
き
る
。
后
の
宮
は
自
分
の
要
求
を
公
卿
た
ち
、
す
な
わ
ち
自
身
の
出
自
で
あ

る
藤
氏
の
者
た
ち
に
代
行
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
子

東
宮
に
、
さ
ら
に
は
帝
に
立
坊
を
め
ぐ
っ
て
強
く
自
説
を
主
張
す
る
と
い
う
点

で
は
、
十
世
紀
摂
関
期
に
お
け
る
「
国
母
の
政
治
的
意
志
の
介
入
」
と
の
符
合

も
指
摘
で
き
る
。

四
　『
う
つ
ほ
物
語
』
后
の
宮
話
題
の
語
る
こ
と

　『
う
つ
ほ
物
語
』
に
描
か
れ
る
后
の
宮
は
、
こ
う
し
て
九
・
十
世
紀
摂
関
期
の

「
政
治
的
意
志
の
介
入
」
に
か
か
わ
っ
た
現
実
の
国
母
像
に
則
し
、
そ
れ
を
な
ぞ

（
注
６
）

る
。

（
注
７
）

る
。

る
よ
う
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
見
た
よ
う
に
、
物
語
は
こ
の
「
国
母
」

を
親
族
の
な
か
で
の
「
孤
立
」、
立
坊
抗
争
に
お
け
る
「
敗
北
」
へ
と
追
い
や
る
。

つ
ま
り
、
摂
関
家
の
男
君
た
ち
は
国
母
に
協
力
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
背
を
向
け

る
ば
か
り
で
、
結
果
、
藤
氏
（
后
の
宮
）
は
立
坊
抗
争
に
も
敗
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
国
母
の
も
つ
天
皇
代
行
大
権
が
摂
関
家
に
代
行
さ
れ
て
い
っ
た
史
実
に

鑑
み
て
、
そ
れ
を
請
け
負
っ
て
も
ら
え
な
い
国
母
は
、
摂
関
政
治
時
代
の
国
母

か
ら
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
そ
う
し

た
后
の
宮
を
こ
そ
、
読
者
の
笑
い
を
誘
い
つ
つ
語
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
后
の
宮
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
『
う
つ
ほ
物
語
』
作

者
は
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
作
者
が
生
き
た
平
安
時
代
は
、
従
来
、
前
期
＝
律
令
制
の
変
容
期
、
中
期
＝

摂
関
政
治
の
時
代
、
後
期
＝
院
政
時
代
と
区
分
さ
れ
、
摂
関
政
治
が
台
頭
し
て

く
る
な
か
で
、
律
令
制
は
衰
微
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

近
年
で
は
摂
関
制
が
出
現
し
た
の
ち
も
、
公
卿
た
ち
の
陣
定
や
、
内
裏
・
太
政

官
の
一
体
型
政
務
な
ど
、
官
人
の
地
位
や
権
限
は
保
障
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

律
令
制
は
維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

律
令
制
下
の
官
人
た
ち
の
政
治
理
想
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
の
が
藤
原
実
資
だ

が
、
彼
の
日
記
『
小
右
記
』
に
は
周
知
の
通
り
道
長
ら
摂
関
家
の
専
横
ぶ
り
が

批
判
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
、
先
例
や
天
皇
軽
視
へ
の
批
判
も
行
わ
れ

て
い 

　
○
長
和
三
年
十
一
月
廿
七
日
　
賀
茂
臨
時
祭

（
上
略
）
御
禊
了
、
於
瀧
口
戸
外
吹
笛
、
而
以
笛
吹
令
牽
御
馬
、
仍
違
期
吹

調
子
、
行
事
蔵
人
敦
親
、
不
知
前
例
所
行
歟
、（
以
下
略
）

　
○
寛
弘
二
年
五
月
七
日
　
右
近
衛
府
眞
手
結

（
注
８
）

る
。
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（
上
略
）
手
結
者
府
大
事
、
公
家
所
知
食
、
非
無
止
事
不
可
更
召
、
輕
通
朝

臣
可
尋
問
一
家
古
實
歟
、
近
代
之
人
、
以
自
案
爲
固
實
、
甚
背
前
跡
之
事

也
、
爲
後
聊
記
、（
以
下
略
）

　
○
寛
弘
八
年
七
月
十
七
日
　
一
条
院
崩
後
人
人
装
束
事

（
上
略
）
但
或
云
、
御
法
事
日
許
、
皆
可
着
鈍
色
云
云
、
此
事
似
無
所
據
、

亦
可
取
案
内
、
大
外
記
敦
頼
朝
臣
、
注
送
朱
雀
院
御
時
殿
上
侍
臣
〈
上
達

部
〉
着
服
等
間
日
記
、〈
天
暦
六
年
九
月
廿
五
日
・
廿
六
日
・
十
月
十
八
日

定
〉、（
以
下
略
）

　
○
正
暦
四
年
七
月
廿
八
日
　
相
撲
御
覧

（
上
略
）
其
後
殊
有
仰
事
、
召
左
右
最
手
、
而
左
最
手
宗
平
申
障
、
即
免
給
、

仍
不
取
也
、
人
人
云
、
湏
召
最
手
、
而
最
後
召
非
例
云
云
、（
以
下
略
）

彼
は
有
職
故
実
や
天
皇
を
重
ん
じ
、
儒
教
的
な
理
念
に
よ
っ
て
現
実
の
摂
関
政

治
、
す
な
わ
ち
摂
関
家
が
国
母
の
天
皇
代
行
権
を
代
行
す
る
現
実
の
摂
関
政
治

を
批
評
、
非
難
す
る
官
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
実
資
の
現
実
へ
の
眼
差
し
は
、

摂
関
体
制
の
も
と
で
「
国
母
の
政
治
的
意
志
の
介
入
」
を
図
る
后
の
宮
を
孤
立

さ
せ
、
笑
う
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
作
者
の
そ
れ
と
重
な
っ
て
い
く
。
こ
の
重
な

り
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
官
人
で
あ
る
作
者
は
、
儒
教
的
な
政
治
世
界
に
理
想

を
求
め
て
お
り
、
そ
う
し
た
政
治
理
想
の
実
現
を
阻
ん
で
い
る
現
実
の
摂
関
政

治
の
場
を
、
后
の
宮
を
孤
立
さ
せ
笑
う
こ
と
で
、
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
后
の
宮
譚
に

お
い
て
、
批
評
さ
れ
て
い
る
の
が
后
の
宮
だ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
后
の
宮

は
国
母
た
る
者
の
振
る
舞
い
方
を
き
ち
ん
と
体
現
し
よ
う
と
一
所
懸
命
に
な
っ

て
い
る
。
歴
史
研
究
の
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
后
の
宮
は
当
然
の

こ
と
を
し
て
い
る
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
藤
氏
の
男
君

た
ち
は
、
決
し
て
政
治
的
と
は
言
え
な
い
目
前
の
情
況
論
の
な
か
で
自
ら
の
身

の
処
し
方
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
の
延
長
上
に
は
、
母
で
あ
り
妻
で
あ
る
后
の

宮
よ
り
も
自
ら
の
愛
欲
に
溺
れ
て
い
く
東
宮
や
帝
の
姿
も
あ
る
。
后
の
宮
を
パ

ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
浮
き
彫
り
に
な
る
の
は
、〈
政

治
〉
と
い
う
場
に
お
い
て
〈
政
治
〉
と
は
関
係
の
な
い
、
表
層
的
な
思
考
し
か

で
き
な
い
男
君
た
ち
の
姿
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
は
こ
こ
に
も
批
評
の
目
を

向
け
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に
―『
う
つ
ほ
物
語
』
の
位
相

　
以
上
、
后
の
宮
の
語
ら
れ
方
の
検
討
を
通
じ
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
表
現
、

特
に
、
そ
の
十
世
紀
の
政
治
情
況
と
の
対
話
の
様
相
を
う
か
が
っ
て
き
た
。

　
最
後
に
、
こ
う
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
表
現
、
情
況
と
の
対
話
の
あ
り
よ

う
を
、『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
国
母
た
ち
、
す
な
わ
ち
弘
徽
殿
女
御
、
藤
壺

中
宮
と
比
較
し
て
、
そ
の
位
相
を
と
ら
え
る
上
で
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
。

○
弘
徽
殿
女
御

　『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
弘
徽
殿
大
后
は
、
し
ば
し
ば
「
宮
」
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
注
目
す
る
沼
尻
利
通
氏
は
、
そ
の
表
現
が
、
非
常
に
限

ら
れ
た
場
、「
重
要
な
人
事
や
方
針
を
決
す
る
さ
い
に
、
右
大
臣
と
対
し
た
り
、

帝
と
並
び
お
か
れ
た
り
す
る
場
面
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
し
て
い 

も

と
も
と
皇
統
で
は
な
い
人
間
を
「
宮
」
と
称
す
る
場
合
、
基
本
的
に
そ
の
人
物

は
「
皇
統
に
組
み
込
ま
れ
た
人
間
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
、「
宮
」
＝
「
弘
徽
殿
大
后
」
と
「
内
裏
」
＝
「
朱
雀
帝
」
と
が
並
列
し
て
語

（
注
９
）

る
。
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ら
れ
る
場
面
で
は
、
帝
と
結
び
付
く
こ
と
で
政
治
を
執
り
行
う
国
母
の
姿
が
浮

き
彫
り
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
朱
雀
帝
と
弘
徽
殿
大
后
の
共
同
統
治

と
い
う
政
治
構
造
が
「
い
ち
は
や
き
世
」
と
称
さ
れ
る
の
で
あ 

こ
う
し
た

朱
雀
帝
と
弘
徽
殿
大
后
の
関
係
は
、
摂
関
政
治
期
に
お
け
る
「
帝
を
後
見
す
る
」

国
母
の
姿
と
重
な
る
。
し
か
し
、
物
語
が
語
る
の
は
子
（
天
皇
）
と
母
（
皇
太
后
）

の
共
治
の
理
想
像
で
は
な
い
。
弘
徽
殿
大
后
の
政
治
理
想
は
、
源
氏
が
須
磨
か

ら
再
び
都
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
崩
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

○
藤
壺

　
藤
壺
は
物
語
の
始
め
か
ら
政
治
的
な
動
き
を
す
る
人
物
で
は
な
い
。
そ
の
動

き
が
活
発
に
な
る
の
は
出
家
し
た
後
で
あ
る
。
物
語
は
、
藤
壺
と
源
氏
と
の
共

同
政
治
の
構
造
を
、
当
時
の
摂
関
政
治
の
構
造
に
沿
う
よ
う
な
型
で
語
る
が
、

両
者
が
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
藤
壺
と
源
氏
に
は
血
縁
関
係
が
な

い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
藤
原
道
長
（
弟
）
と
藤
原
詮
子
（
姉
）
と
い
う
よ
う

に
、
摂
関
政
治
に
は
血
縁
的
結
び
つ
き
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、
藤

壺
と
源
氏
と
の
間
に
は
道
長
た
ち
の
よ
う
な
明
ら
か
な
血
縁
関
係
は
認
め
ら
れ

ず
、
さ
ら
に
前
斎
宮
（
秋
好
中
宮
）
と
も
血
縁
関
係
は
な
い
。
つ
ま
り
、
物
語
は

現
実
の
摂
関
政
治
の
次
元
と
は
異
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
摂
関
政
治
的
政
治
構
造

を
実
現
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
藤
壺
、
源
氏
、
前
斎
宮
の
三
者
を
結

び
つ
け
て
い
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
遺
言
や
、

相
手
を
信
頼
す
る
心
、
密
事
と
い
う
よ
う
な
、
不
安
定
で
脆
弱
な
も
の
を
基
盤

と
し
た
結
び
つ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
現
実
に
は
到
底
成
立
し
え

な
い
摂
関
政
治
的
構
造
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
藤
壺
、
源
氏
、
前
斎
宮
の
三
者
の
血
縁
関
係
の
な
い

関
係
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
あ
て
宮
と
仲
忠
の
関
係
に
近
い
。『
う
つ
ほ
物
語
』

（
注
　
）
１０
る
。

は
、『
源
氏
物
語
』
と
同
様
に
、
血
縁
関
係
の
無
い
あ
て
宮
と
仲
忠
を
、
国
母
と

摂
関
家
と
い
っ
た
関
係
性
を
匂
わ
せ
る
よ
う
に
描
く
。
あ
て
宮
は
物
語
中
で
正

式
に
国
母
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
立
坊
決
定
以
後
か
ら
そ
の
風
格
を
漂
わ
せ

る
。
そ
し
て
、
あ
て
宮
は
仲
忠
を
全
面
的
に
信
頼
し
、
二
人
は
心
の
つ
な
が
り

の
上
に
良
好
な
関
係
性
を
築
く
。
し
か
し
、
二
人
の
政
治
的
な
関
係
が
『
源
氏

物
語
』
の
よ
う
に
作
品
中
に
描
か
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、『
源
氏
物
語
』
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
開
い
た
政
治

を
め
ぐ
る
問
題
領
域
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
律
令
官
人
た
ち
の
政

治
理
念
を
阻
む
摂
関
体
制
下
の
人
物
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
政
治
を
め
ぐ
る
問
題

領
域
を
開
い
た
『
う
つ
ほ
物
語
』。『
源
氏
物
語
』
は
、
同
時
代
的
な
「
天
皇
後

見
の
母
后
」
で
あ
る
弘
徽
殿
大
后
を
敗
北
に
追
い
や
る
話
題
を
語
る
こ
と
で
、

そ
の
問
題
領
域
の
継
承
を
宣
言
し
、
さ
ら
に
、
藤
壺
と
源
氏
の
よ
う
な
現
実
に

は
あ
り
え
な
い
、
し
か
し
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
あ
て
宮
と
仲
忠
に
お
い
て
展
望

さ
れ
て
い
た
、
血
縁
関
係
の
な
い
摂
関
政
治
構
造
を
成
立
さ
せ
、
二
人
の
間
に

明
確
な
政
治
的
関
係
性
を
付
加
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
源
氏
が
藤
壺
の
地
位
を

最
大
限
に
利
用
し
、
ま
た
藤
壺
自
身
も
秋
好
中
宮
の
養
母
に
な
る
な
ど
、
政
治

的
な
駆
け
引
き
を
巧
妙
に
仕
掛
け
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
現
実
に
あ
り
得
な
い
、

し
か
し
摂
関
体
制
に
か
わ
る
あ
ら
た
な
王
権
構
造
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
そ
う
し
た
王
権
を
め
ぐ
る
あ
ら
た
な
思
索
の
場
、
政
治
的
な
問
題
領
域
を

開
い
た
の
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
の
位
相
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

注１
　『
う
つ
ほ
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
～
　
、
小
学
館
、
一
九
九

１４

１６
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九
～
二
〇
〇
二
年
）。
以
下
、
本
論
文
の
引
用
な
ど
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

２
　
義
江
明
子
「
古
代
女
帝
論
の
過
去
と
現
在
」（
岩
波
講
座
『
天
皇
と
王
権
を

考
え
る
』、
第
７
巻
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
差
別
」、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。

　
こ
れ
ま
で
の
古
代
女
帝
論
は
「
巫
女
説
」（
皇
后
は
神
と
天
皇
の
間
に
あ
っ

て
神
の
言
葉
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
天
皇
欠
位
の
際
に
統
治
の
表

面
に
顕
れ
た
も
の
）
と
「
中
継
ぎ
説
」（
男
が
政
治
、
女
が
祭
祀
を
担
う
複
式

首
長
の
伝
統
を
想
定
し
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
皇
位
継
承
上
の
困
難
が
あ
る

時
に
先
帝
皇
后
が
中
継
ぎ
と
し
て
即
位
し
た
も
の
）
が
微
妙
に
重
な
り
合
い

な
が
ら
、
通
説
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
つ
づ
け
て
き
た
。
国
政
統
治
者
が

男
性
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
女
性
の
例
外
的
即
位
を
特
殊
能
力
で
説

明
し
よ
う
と
す
る
「
巫
女
説
」
と
皇
位
の
父
系
継
承
を
前
提
と
し
て
、
女
性

は
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
仮
に
即
位
し
た
と
す
る
「
中
継
ぎ
説
」
は
、
い

ず
れ
も
女
性
の
国
政
統
治
を
例
外
と
み
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
は
近
代
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
言
説
（
女
帝
排
除
、
参
政
権
・
行
政

権
か
ら
の
女
性
一
般
の
排
除
お
よ
び
父
権
家
族
秩
序
に
よ
る
社
会
編
成
）
を

前
提
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
、
性
差
を
前
提
と
し
な

い
女
帝
論
の
試
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

３
　
注
２
義
江
論
文
。

４
　
注
２
義
江
論
文
。

５
　
服
藤
早
苗
「
九
世
紀
の
天
皇
と
国
母
」（『
物
語
研
究
』
三
号
、
二
〇
〇
三

年
）。

６
　
注
５
服
藤
論
文
。

　
た
し
か
に
、
円
融
上
皇
も
政
治
意
志
を
介
入
さ
せ
た
が
、
退
位
し
た
上
皇

が
、
天
皇
が
居
る
内
裏
に
決
し
て
入
御
で
き
な
い
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
後

の
院
政
期
の
よ
う
な
政
権
に
お
け
る
院
の
位
置
が
制
度
化
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
当
時
、
穏
子
や
詮
子
の
例
の
よ
う
に
、
天
皇
元
服
後
も
同
殿
で
き
た
国
母

の
政
治
的
意
志
の
介
入
は
構
造
的
に
み
て
大
き
い
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

７
　
古
瀬
奈
津
子
「
摂
関
政
治
成
立
の
歴
史
的
意
義
」（『
日
本
史
研
究
』
四
六

三
号
、
二
〇
〇
一
年
）

８
　
引
用
は
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

９
　
沼
尻
利
通
「
弘
徽
殿
大
后
・
国
母
と
し
て
の
政
治
」（『
む
ら
さ
き
』　
、
３８

二
〇
〇
一
年
）

　
弘
徽
殿
大
后
が
「
宮
」
と
語
ら
れ
る
場
合
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
五

例
認
め
ら
れ
る
。
朧
月
夜
と
光
源
氏
の
密
会
を
目
撃
す
る
女
房
た
ち
が
い
る

が
、
し
か
し
「
わ
づ
ら
は
し
う
て
、
宮
に
は
さ
な
む
と
啓
せ
ず
」（「
賢
木
」）

と
い
う
箇
所
や
、
ま
た
右
大
臣
が
朧
月
夜
の
再
出
仕
を
乞
い
、
帝
と
並
び
お

か
れ
る
場
面
、
桐
壺
院
の
霊
が
出
現
し
、
物
忌
み
を
「
内
裏
に
も
宮
に
も
」

お
こ
な
う
場
面
（「
明
石
」）
な
ど
、
非
常
に
限
ら
れ
た
傾
向
で
使
わ
れ
て
い

る
。
弘
徽
殿
大
后
が
「
宮
」
と
語
ら
れ
る
場
合
は
、
重
要
な
人
事
や
方
針
を

決
す
る
さ
い
に
、
右
大
臣
と
対
し
た
り
、
帝
と
並
び
お
か
れ
た
り
す
る
場
面

に
多
く
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
「
宮
」
と
い
う
呼
称
は
、
一
般
的
な
辞
書
で
は
皇
族
の
敬
称
と

し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
宮
」
と
呼
称
さ
れ
る
人
物
は
み
な
皇

族
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
皇
族
で
は
な
く
「
宮
」
と
語
ら
れ
る
人
物
は
、
明

石
中
宮
と
弘
徽
殿
大
后
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
立
后
し
て
以
降

「
宮
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
立
后
は
、
皇
統
譜
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

立
后
後
に
は
「
宮
」
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。（
中
略
＝
引
用
者
）

基
本
的
に
「
宮
」
と
は
、
皇
統
譜
に
組
み
込
ま
れ
た
人
間
の
み
に
許
さ
れ
る
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差
異
化
さ
れ
た
呼
称
で
あ
っ
た
。
人
物
の
呼
称
は
、『
源
氏
物
語
』
の
場
面
の

論
理
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
を
併
せ
て
考
え
る
に
、
弘
徽

殿
大
后
が
「
宮
」
と
語
ら
れ
る
場
は
、
政
治
家
と
し
て
右
大
臣
と
弘
徽
殿
大

后
が
対
峙
す
る
場
面
に
お
い
て
、
右
大
臣
家
の
論
理
を
主
張
す
る
右
大
臣
に

対
し
て
、
弘
徽
殿
大
后
は
皇
統
の
側
―「
宮
」
の
側
の
主
張
を
し
て
い
る
と
読

み
う
る
だ
ろ
う
。

　
　『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻

１０
大
臣
こ
な
た
に
渡
り
た
ま
ひ
て
対
面
し
た
ま
へ
り
。「
つ
れ
づ
れ
に
籠
ら
せ
た

ま
へ
ら
む
ほ
ど
、
何
と
は
べ
ら
む
昔
物
語
も
、
参
り
来
て
聞
こ
え
さ
せ
む
と

思
う
た
ま
へ
れ
ど
、
身
の
病
重
き
に
よ
り
、
朝
廷
に
も
仕
う
ま
つ
ら
ず
、
位

を
返
し
た
て
ま
つ
り
て
は
べ
る
に
、
私
さ
ま
に
は
腰
の
べ
て
な
む
と
も
の
の

聞
こ
え
ひ
が
ひ
が
し
か
る
べ
き
を
、
今
は
世
の
中
憚
る
べ
き
身
に
も
は
べ
ら

ね
ど
、
い
ち
は
や
き
世
の
い
と
恐
ろ
し
う
は
べ
る
な
り
。
か
か
る
御
事
を
見

た
ま
ふ
る
に
つ
け
て
、
命
長
き
は
心
憂
く
思
う
た
ま
へ
ら
る
る
世
の
末
に
も

は
べ
る
か
な
。
天
の
下
を
さ
か
さ
ま
に
な
し
て
も
、
思
う
た
ま
へ
よ
ら
ざ
り

し
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
れ
ば
、
よ
ろ
づ
い
と
あ
ぢ
き
な
く
な
ん
」
と
聞

こ
え
た
ま
ひ
て
、
い
た
う
し
ほ
た
れ
た
ま
ふ
。（
引
用
は
『
源
氏
物
語
』
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
　
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
に
よ
る
）

２１

（
岡
山
県
立
落
合
高
等
学
校
）

 

資
料
１
　『
う
つ
ほ
物
語
』
人
物
関
係
図
（
ゴ
チ
ッ
ク
＝
藤
原
氏
主
要
人
物
）

資
料
２
　『
宇
津
保
物
語
』
后
の
宮
話
題
の
概
要

　「
国
譲
下
」
巻

　
・
后
の
宮
、
藤
氏
首
脳
陣
た
ち
を
参
集
さ
せ
、
梨
壺
腹
の
皇
子
の
立
坊
を
謀

る
。

　
・
太
政
大
臣
忠
雅
「
臣
下
の
道
」
論
を
主
張
し
、
拒
否
。

　
・
兼
雅
、
源
氏
と
の
縁
故
を
理
由
に
賛
同
し
が
た
い
こ
と
を
い
う
。

　
・
后
の
宮
、
兄
弟
た
ち
の
非
協
力
に
立
腹
す
る
。

　
・
后
の
宮
、
立
坊
の
こ
と
を
東
宮
に
語
る
。

　
・
東
宮
、
后
の
宮
（
母
）
と
あ
て
宮
（
妻
）
の
間
に
挟
ま
れ
、
気
分
を
害
す
。

藤
氏
側
の
立
坊
こ
そ
承
諾
し
な
い
が
、
后
の
宮
は
公
卿
ら
が
一
致
し
て
推

―　　―１８

尚
侍

忠
俊
（
大
納
言
）

麗
景
殿

直
正
（
宰
相
）

今
上
帝

梨
壺

藤
原
兼
雅
（
右
大
臣
）

藤
原
忠
雅
（
太
政
大
臣
）

朱
雀
帝

后
の
宮
（
中
宮
）

仁
寿
殿
の
女
御

女
三
の
宮

大
宮

源

正
頼

藤
壺
（
あ
て
）

仲
忠
（
右
大
将
）

女
一
の
宮



挙
す
る
な
ら
拒
否
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

　
・
后
の
宮
、
再
び
兼
雅
を
招
き
立
坊
を
相
談
す
る
。

　
・
兼
雅
、
自
分
一
人
で
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
退
け
る
。

　
・
后
の
宮
、
立
坊
の
考
え
が
帝
と
異
な
り
、
恨
む
。

　
・
后
の
宮
、
忠
雅
を
招
く
が
、
病
を
口
実
に
参
ら
ず
。

　
・
后
の
宮
、
再
び
忠
雅
を
招
く
が
、
脚
気
を
理
由
に
参
ら
ず
。

　
・
今
上
帝
即
位
、
忠
雅
不
参
、
人
々
加
階
昇
進
。

　
・
后
の
宮
、
兼
雅
に
消
息
を
送
り
立
坊
の
件
を
促
す
。

　
・
兼
雅
、
同
心
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
返
事
を
保
留
。

　
・
梨
壺
腹
の
御
子
立
坊
の
噂
　
正
頼
、
あ
て
宮
失
望
。

識
竺

鴫
鴫
鴫

　
・
立
坊
の
日
近
づ
く
　
正
頼
失
望
し
て
塗
籠
に
籠
も
る
。

識
竺

鴫
鴫
鴫

　
・
忠
雅
参
内
　
若
宮
立
坊
の
報
せ
に
正
頼
一
家
喜
ぶ
。

　
・
立
太
子
の
宣
旨
。
藤
壺
腹
の
皇
子
、
立
坊
決
定
。

　
・
后
の
宮
、
仁
寿
殿
の
女
御
の
隆
盛
を
憎
む
。

―　　―１９


