
京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所

第
二
七
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

⽛
発
信
す
る
皇
女
た
ち

ᴷ
斎
王
を
中
心
に
ᴷ
⽜
Ⅱ

宣
陽
門
院
覲
子
内
親
王
の
夢

野

田

泰

三

は
じ
め
に

榎
村
先
生
の
ご
講
演
に
対
し
て
、
中
世
史
の
立
場
か
ら
コ
メ
ン
ト
・
関
連
報
告

を
せ
よ
と
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
私
は
室
町
幕
府
や
守
護
大
名
・
戦
国
大
名
と
い

う
、
も
っ
と
後
の
時
代
を
対
象
に
し
て
お
り
、
朝
廷
や
皇
女
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
研
究
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
困
っ
た
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま
を
去
る
こ
と
四
半
世
紀
前
の
大
学

院
生
の
と
き
、
五
年
間
ほ
ど
東
寺
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
ま
し
た
。
境
内
の
北

の
端
に
あ
る
宝
物
館
で
、
古
文
書
の
整
理
や
デ
ー
タ
入
力
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
際
展
示
室
を
通
る
の
で
す
が
、
一
角
に
は
非
常
に
美
し
い
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
五

重
塔
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
五
重
塔
は
、
高
さ
が
一
六
〇
セ
ン
チ
、
人
の
身
丈
ほ
ど
の
非
常
に
精
巧
な

五
重
小
塔
で
す
。
い
つ
も
⽛
き
れ
い
だ
な
。
精
巧
な
も
の
だ
な
⽜
と
思
い
な
が
ら

見
て
い
た
の
で
す
が
、
実
は
こ
れ
を
造
ら
せ
て
東
寺
に
寄
進
し
た
の
が
、
今
日
お

話
し
す
る
宣
陽
門
院
と
い
う
皇
女
で
す
。

宣
陽
門
院
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
前
期
に
か
け
て
生
き
た
皇
女
で
、
東
寺
や

高
野
山
に
荘
園
を
寄
進
し
て
い
ま
す
。
彼
女
が
荘
園
を
寄
進
し
た
お
か
げ
で
、
そ

れ
ま
で
経
済
的
に
非
常
に
困
窮
し
て
い
た
東
寺
が
一
時
、
持
ち
直
し
ま
す
。
そ
の

意
味
で
、
東
寺
に
と
っ
て
宣
陽
門
院
と
い
う
方
は
非
常
に
大
切
な
存
在
で
す
し
、

私
が
扱
え
る
皇
女
と
い
え
ば
こ
の
方
ぐ
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
(笑
)、
今
日

は
宣
陽
門
院
覲
子
内
親
王
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
責
を
ふ
さ
ぎ
た

い
と
思
い
ま
す
。

一
、
古
代
・
中
世
の
日
本
人
と
夢

榎
村
先
生
の
お
話
の
最
後
に
出
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
の
日
本
人

は
非
常
に
よ
く
夢
を
見
ま
す
。
こ
れ
は
天
皇
・
皇
女
や
公
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は

宣陽門院覲子内親王の夢
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な
く
、
一
般
庶
民
も
よ
く
夢
を
見
ま
す
。
し
か
も
、
現
代
人
の
夢
は
⽛
個
人
の
願

望
や
内
面
が
無
意
識
の
う
ち
に
夢
に
あ
ら
わ
れ
る
⽜
と
言
い
ま
す
が
、
古
代
・
中

世
の
夢
は
神
仏
か
ら
の
お
告
げ
・
予
言
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日

記
や
古
文
書
、
文
学
作
品
や
絵
巻
物
な
ど
、
様
々
な
史
料
に
夢
の
場
面
や
記
述
が

出
て
き
ま
す
。⽛
御
霊
夢
⽜
と
か
⽛
御
夢
想
⽜
と
い
う
言
葉
が
古
代
・
中
世
の
史

料
に
は
頻
出
し
ま
す
が
、
昔
の
人
は
非
常
に
よ
く
夢
を
見
て
、
か
つ
、
そ
れ
を
記

録
し
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
有
名
な
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
明
恵
高
弁
の
⽛
夢
記
⽜
で
す
。
明

恵
上
人
は
、
京
都
の
北
西
、
栂
尾
の
高
山
寺
で
修
行
し
て
、
高
山
寺
の
中
興
と
称

さ
れ
る
徳
の
高
い
僧
侶
で
す
が
、
こ
の
方
は
自
分
の
見
た
た
く
さ
ん
の
夢
を
克
明

に
記
録
し
て
い
ま
す
。

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
(一
八
五
六
～
一
九
三
九
)が

夢
の
分
析
を
し
た
こ
と
で
著
名
で
す
が
、
日
本
で
は
す
で
に
そ
の
六
百
年
以
上
前

に
夢
の
記
録
が
取
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
明
恵
は
そ
の
夢
の
意
味
を
自
己
分
析
す
ら

し
て
い
た
の
で
す
。

ま
た
、
源
平
合
戦
の
と
き
に
平
敦
盛
を
討
ち
と
っ
た
こ
と
で
有
名
な
熊
谷
直
実

は
の
ち
に
出
家
し
て
ẃ
生
坊
と
名
乗
り
ま
す
が
、
こ
の
人
も
来
世
で
は
上
品
上
生

に
往
生
す
る
と
い
う
夢
を
見
て
、
そ
れ
を
記
録
に
残
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
の
日
本
で
は
夢
の
記
録
が
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。夢

を
見
る
た
め
の
作
法
や
装
置
も
あ
り
ま
し
た
。
一
般
的
な
の
は
仏
寺
の
お
堂

に
参
籠
し
て
一
晩
、
お
籠
り
(通
夜
)を
す
る
こ
と
で
す
。
仏
前
で
一
晩
過
ご
す
こ

と
に
よ
っ
て
仏
か
ら
夢
の
お
告
げ
を
得
る
。
有
名
な
の
は
清
水
寺
の
観
世
音
菩
薩

で
す
が
、
烏
丸
高
辻
下
ル
の
因
幡
堂
(平
等
寺
)の
薬
師
如
来
も
、
霊
験
あ
ら
た
か

な
仏
様
と
し
て
中
世
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
お
堂
は
、
人
び
と
が
お
こ
も
り
で
き
る
よ
う
に
、
仏
前
に
広
い
ス

ペ
ー
ス
が
も
う
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
奈
良
法
隆
寺
の
夢
殿
は
、
聖
徳
太
子

が
夢
の
お
告
げ
を
得
る
た
め
に
籠
る
建
物
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
夢
見

を
す
る
装
置
や
作
法
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
見
た
夢
を
解
釈
す
る
夢
合
わ
せ
や
夢
解
き
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。

中
世
の
日
本
人
と
夢
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
酒
井
紀
美
氏
が
研
究
さ
れ
て
い
ま

す
。⽝
夢
語
り
・
夢
解
き
の
中
世
⽞
(朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
)や
⽝
夢
の
日
本

史
⽞
(勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
)な
ど
の
ご
本
で
い
ろ
い
ろ
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

宣
陽
門
院
覲
子
内
親
王
と
い
う
方
も
、
よ
く
夢
を
見
ま
し
た
。
記
録
類
を
見
て

い
ま
す
と
、
霊
的
な
感
応
を
し
ば
し
ば
受
け
る
人
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

そ
れ
が
ま
た
社
会
に
様
々
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

二
、
宣
陽
門
院
覲
子
内
親
王

宣
陽
門
院
は
、
平
安
末
期
の
養
和
元
(一
一
八
一
)年
に
生
ま
れ
て
、
鎌
倉
時
代

半
ば
の
建
長
四
(一
二
五
二
)年
に
七
二
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
比
較
的
長
生
き
を

し
た
女
性
で
す
。
父
親
は
平
安
末
期
、
源
平
両
勢
力
を
手
玉
に
取
っ
た
後
白
河
法

皇
で
、
母
親
は
後
白
河
に
愛
さ
れ
た
丹
後
局
(高
階
栄
子
)で
す
。
高
階
栄
子
は
、
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後
白
河
法
皇
が
平
清
盛
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
た
と
き
後
白
河
に
近
侍
し
て
お
り
、

以
後
、
後
白
河
に
非
常
に
寵
愛
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。⽛
朝
務
は
偏
え
に
か

の
唇
吻
に
あ
り
⽜
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
政
治
上
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
女

性
で
、
こ
の
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
覲
子
内
親
王
で
す
。

父
法
皇
か
ら
非
常
に
愛
さ
れ
た
覲
子
内
親
王
は
、
九
歳
で
内
親
王
宣
下
を
受
け
、

准
三
宮
と
い
う
名
誉
称
号
を
賜
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
わ
ず
か
一
一
歳
に
し
て
宣

陽
門
院
と
い
う
院
号
を
宣
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
父
親
か
ら
非
常
に
愛
さ
れ

て
い
た
こ
と
の
証
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
母
親
の
高
階
栄
子
は
従
二
位

に
上
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
翌
年
、
父
法
皇
か
ら
長
講
堂
領
と
い
う
膨
大
な
荘
園
群
を
譲
ら
れ

て
い
ま
す
。
現
在
、
下
京
区
富
小
路
五
条
下
ル
に
長
講
堂
と
い
う
お
寺
が
残
っ
て

い
ま
す
。
現
在
は
浄
土
宗
西
山
派
の
お
寺
で
す
が
、
も
と
も
と
こ
の
一
帯
は
六
条

殿
と
呼
ば
れ
、
後
白
河
の
御
所
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
こ
の
六
条
殿
を
後
に
宣
陽
門

院
が
譲
ら
れ
る
の
で
す
が
、
後
白
河
法
皇
が
六
条
殿
の
な
か
に
設
け
た
持
仏
堂
が

⽛
長
講
堂
⽜
で
し
た
。

こ
の
時
代
、
上
皇
・
法
皇
が
つ
く
る
寺
院
は
天
皇
家
財
産
の
受
け
皿
に
な
っ
て

い
て
、
長
講
堂
に
は
後
白
河
法
皇
の
権
力
を
期
待
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
か
ら

数
多
く
の
荘
園
が
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。
長
講
堂
が
で
き
た
直
後
の
建
久
二
(一
一

九
一
)年
に
そ
の
所
領
を
書
き
上
げ
た
目
録
を
見
ま
す
と
、
京
都
近
辺
で
は
下
桂

庄
や
伏
見
な
ど
が
、
ま
た
、
丹
波
の
弓
削
庄
(京
都
市
右
京
区
)や
、
野
口
牧
(京
都

府
南
丹
市
)な
ど
、
全
国
四
二
カ
国
で
八
九
の
荘
園
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
荘
園
か
ら
進
納
さ
れ
る
の
は
、
米
が
五
千
三
百
石
余
り
、
絹
が
千
二
百

疋
余
り
等
々
と
い
う
莫
大
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
宣
陽
門
院
は
一
二

歳
の
と
き
に
父
法
皇
か
ら
譲
ら
れ
ま
し
た
。

榎
村
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け

て
の
皇
女
は
、
こ
の
よ
う
な
膨
大
な
天
皇
家
領
荘
園
を
受
け
継
い
で
い
く
と
い
う

機
能
を
果
し
て
い
ま
し
た
。
榎
村
先
生
の
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
あ
る
八
条
院
領
は
、

鳥
羽
天
皇
の
娘
の
八
条
院
が
受
け
継
い
だ
荘
園
群
で
、
二
百
二
十
カ
所
あ
り
ま
し

た
。
鎌
倉
時
代
後
期
、
天
皇
家
が
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
の
二
流
に
割
れ
て
皇
位

を
争
い
ま
す
が
、
長
講
堂
領
は
持
明
院
統
の
経
済
基
盤
と
な
り
、
八
条
院
領
は
後

嵯
峨
天
皇
や
後
醍
醐
天
皇
な
ど
大
覚
寺
統
の
財
源
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま

す
。宣

陽
門
院
は
、
建
久
六
(一
一
九
五
)年
に
は
東
大
寺
大
仏
供
養
参
列
の
た
め
に

上
洛
し
た
源
頼
朝
と
も
対
面
し
て
い
ま
す
が
、
二
五
歳
の
と
き
に
髪
を
下
ろ
し
、

そ
の
後
は
仏
事
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
生
活
を
送
っ
た
よ
う
で
す
。
建
長
四
(一
二

五
二
)年
に
伏
見
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
伏
見
桃
山
城
が
あ
っ
た
桃
山
の
南
に

即
成
院
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
は
宣
陽
門
院
が
再
興
し
た
お
寺
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
像
を
中
心
に
、
二
十
五
体
の
菩
薩
像
が
来
迎
引
接
(死
者
を
極
楽
浄
土

へ
迎
え
と
る
こ
と
)す
る
様
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
門
院
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。

三
、
宣
陽
門
院
と
醍
醐
寺

宣
陽
門
院
の
宗
教
面
で
の
活
動
に
目
を
向
け
ま
す
と
、
建
保
四
(一
二
一
六
)年
、

彼
女
が
三
六
歳
の
と
き
に
、
高
野
山
の
ẃ
華
乗
院
へ
阿
波
宍
咋
庄
(徳
島
県
海
陽

町
)を
寄
進
し
て
い
ま
す
。
ẃ
華
乗
院
は
、
彼
女
の
お
ば
に
あ
た
る
頌
子
内
親
王

宣陽門院覲子内親王の夢
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が
父
の
鳥
羽
上
皇
を
弔
う
た
め
に
建
て
た
お
寺
で
、
歌
人
と
し
て
有
名
な
西
行
法

師
が
勧
進
(資
金
集
め
)を
し
ま
し
た
。

承
久
元
(一
二
一
九
)年
に
は
醍
醐
寺
に
阿
弥
陀
院
を
建
て
、
翌
年
に
は
高
野
山

の
奥
院
へ
三
粒
の
仏
舎
利
を
寄
進
、
嘉
禄
三
(一
二
二
七
)年
に
は
醍
醐
寺
に
南
禅

院
を
建
立
し
て
い
ま
す
。

い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
醍
醐
寺
に
は
、
阿
弥
陀
院
と
南
禅
院
を
造
営
し
て

い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
成
賢
と
い
う
僧
侶
の
仲
介
を
も
っ
て
成
し
た
事
業
で
す
。

成
賢
は
、
お
じ
が
醍
醐
寺
の
覚
洞
院
勝
賢
と
い
う
高
名
な
僧
で
、
そ
の
縁
で
醍
醐

寺
三
宝
院
に
入
り
、
長
じ
て
三
宝
院
主
、
さ
ら
に
醍
醐
寺
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
座
主

の
地
位
に
就
き
ま
す
。
醍
醐
寺
は
当
時
の
真
言
宗
世
界
の
有
力
寺
院
で
、
東
寺
長

者
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。
東
寺
は
真
言
宗
の
根
本
道
場
、
つ
ま
り
総
本
山
的
な
位

置
づ
け
で
、
長
者
は
一
長
者
か
ら
四
長
者
ま
で
四
人
い
ま
し
た
。
成
賢
は
そ
の
東

寺
の
三
長
者
の
地
位
に
ま
で
上
り
つ
め
ま
し
た
。

彼
は
、
孔
雀
経
法
や
請
雨
経
法
な
ど
の
祈
Ṏ
に
よ
っ
て
そ
の
実
力
を
認
め
ら
れ
、

後
鳥
羽
院
の
帰
依
を
受
け
て
そ
の
護
持
僧
に
な
る
と
い
う
、
仏
教
界
で
も
非
常
に

成
功
し
た
人
物
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

実
は
こ
の
成
賢
と
も
関
わ
る
の
で
す
が
、
宣
陽
門
院
は
若
い
頃
、
魂
が
体
か
ら

脱
け
だ
す
と
い
う
体
験
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
成
賢
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
賢
深

に
対
し
て
門
院
本
人
が
語
っ
て
い
て
、
賢
深
が
記
し
た
⽝
報
物
集
⽞
(醍
醐
寺
蔵
)

と
い
う
史
料
の
な
か
に
そ
の
話
が
出
て
い
ま
す
。
阿
部
美
香
氏
が
⽝
報
物
集
⽞
を

翻
刻
し
て
、
現
代
語
訳
を
付
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
以
下
に
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
(阿
部
美
香
⽛
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
建
立
の
深
層
ᴷ
宣
陽
門
院
の
脱
魂
体

験
を
め
ぐ
っ
て
ᴷ
⽜⽝
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研
究
所
紀
要
⽞
四
四
、
二
〇
一
七
年
)。

御
所
六
条
殿
(宣
陽
門
院
)御
物
語
に
云
わ
く
、
予
十
七
の
御
年
、
予
が
魂
の

出
た
り
し
な
り
。
(私
は
一
七
歳
の
と
き
に
魂
が
抜
け
出
る
経
験
を
し
ま
し
た
)

続
け
て
現
代
語
訳
の
部
分
を
ご
参
照
下
さ
い
。

あ
る
夜
、
寝
入
っ
て
い
る
と
、
夢
見
心
地
に
私
の
身
体
の
皮
が
む
け
て
、

中
身
だ
け
に
な
っ
た
よ
う
に
覚
え
、
し
か
も
壁
を
伝
い
這
う
よ
う
な
痛
み
を

感
じ
た
。
ふ
と
目
が
あ
け
て
見
て
み
る
と
、
黄
金
色
に
輝
く
丸
い
も
の
が
壁

に
そ
っ
て
二
〇
度
ば
か
り
上
っ
た
り
下
が
っ
た
り
し
た
。
夢
か
現
か
と
思
っ

て
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
私
の
魂
だ
っ
た
。
周
り
で
寝
て
い
た
お
付
き

の
女
房
た
ち
を
起
こ
す
と
、
別
当
三
位
は
寝
ぼ
け
て
、
そ
ば
の
障
子
を
開
け

て
し
ま
っ
た
の
で
、
魂
が
外
に
飛
ん
で
出
た
。

そ
れ
以
降
、
私
は
虚
脱
し
た
よ
う
に
な
っ
て
、
身
体
に
力
が
入
ら
ず
に
寝

た
り
起
き
た
り
と
い
う
生
活
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
、
仁
和
寺
の

守
覚
法
親
王
(宣
陽
門
院
の
異
母
兄
)が
私
の
も
と
を
訪
れ
た
。⽛
ど
う
さ
れ
た

の
か
⽜
と
問
わ
れ
た
の
で
、
事
情
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
驚
い
て
、
そ
の
あ

と
す
ぐ
に
祈
Ṏ
を
始
め
ら
れ
た
。

そ
れ
か
ら
七
日
ほ
ど
過
ぎ
て
、
ま
た
夢
を
見
た
。
夢
の
中
で
、
私
は
衣
だ

け
を
着
て
臥
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
背
の
高
い
僧
侶
が
あ
ら
わ
れ
た
(こ
れ

が
守
覚
法
親
王
で
す
)。
少
納
言
と
い
う
女
房
を
呼
び
、
門
院
の
衣
が
盗
ま
れ

て
し
ま
っ
た
の
だ
と
告
げ
、
少
納
言
に
そ
れ
を
探
し
て
来
る
よ
う
に
と
命
じ

て
、
な
ん
と
か
女
房
が
尋
ね
出
し
て
き
て
く
れ
た
。
女
房
が
持
参
し
た
白
い

衣
を
見
て
み
る
と
、
四
丈
ば
か
り
が
ほ
ど
か
れ
て
、
ば
ら
け
た
状
態
に
な
っ
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て
い
た
け
れ
ど
も
、
四
丈
は
ほ
ど
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
が
そ
れ
を
受
け

取
っ
て
、
衣
の
懐
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
目
が
覚
め
た
。

⽝
報
物
集
⽞
に
は
、
こ
の
よ
う
な
Ṉ
末
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
の
取

り
戻
し
て
懐
に
入
れ
た
衣
こ
そ
門
院
の
魂
で
あ
っ
た
の
で
す
。

病
床
に
臥
す
門
院
の
も
と
を
訪
ね
た
異
母
兄
・
守
覚
法
親
王
は
、
事
情
を
聞
く

と
延
命
招
魂
作
法
と
い
う
祈
Ṏ
を
お
こ
な
い
、
そ
の
秘
法
の
験
が
あ
っ
て
、
門
院

は
七
日
目
に
正
気
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
の
が
こ
の
話
の
オ
チ
で
す
。

守
覚
法
親
王
は
、
成
賢
の
お
じ
で
あ
り
師
で
あ
っ
た
覚
洞
院
勝
賢
か
ら
延
命
修
法

を
伝
授
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

秘
法
中
の
秘
法
と
さ
れ
る
延
命
招
魂
作
法
は
、
勝
賢
か
ら
成
賢
に
も
伝
授
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
成
賢
も
、
守
覚
法
親
王
と
同
様
、
非
常
に
験
の
す
ぐ
れ
た
僧
侶
で

し
た
。
成
賢
が
お
こ
な
っ
た
祈
Ṏ
・
修
法
を
書
き
上
げ
た
⽛
遍
智
院
御
勤
仕
御
修

法
等
目
録
⽜
(醍
醐
寺
蔵
)に
は
六
六
件
の
修
法
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か

で
宣
陽
門
院
の
要
請
に
よ
る
修
法
と
し
て
、
後
鳥
羽
院
の
三
六
件
に
次
い
で
多
い

一
三
件
が
み
え
、
宣
陽
門
院
が
成
賢
に
深
く
帰
依
し
、
成
賢
も
宣
陽
門
院
に
奉
仕

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
繊
細
な
心
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
宣
陽
門

院
で
す
が
、
後
に
ま
た
別
の
夢
を
見
ま
し
て
、
そ
の
夢
が
醍
醐
寺
に
焰
魔
王
堂
を

建
て
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

宣
陽
門
院
は
貞
応
二
(一
二
二
三
)年
、
醍
醐
寺
に
焰
魔
王
堂
と
い
う
堂
舎
を
建

立
し
ま
す
。
現
在
、
三
宝
院
な
ど
醍
醐
寺
の
主
要
伽
藍
は
山
の
下
の
下
醍
醐
に
あ

り
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
山
の
上
の
上
醍
醐
が
中
心
で
し
た
。
現
在
、
下
醍
醐
か

ら
上
醍
醐
に
か
か
る
登
り
口
の
と
こ
ろ
に
、
女
人
堂
と
い
う
お
堂
が
あ
り
ま
す
が
、

焰
魔
王
堂
は
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

宣
陽
門
院
の
夢
に
亡
母
・
丹
後
局
が
あ
ら
わ
れ
、⽛
責
め
ら
れ
助
か
る
べ
き
術

無
き
な
り
。
千
手
を
祈
り
申
さ
る
べ
き
の
由
ご
覧
ぜ
ら
る
の
間
、
法
皇
御
本
尊
の

千
手
を
先
師
僧
正
(成
賢
)に
借
り
渡
さ
る
べ
し
⽜
(私
は
地
獄
で
責
め
ら
れ
、
往
生
で

き
な
い
で
い
る
。
千
手
観
音
を
祈
れ
と
教
え
ら
れ
た
の
で
、
ど
う
か
後
白
河
法
皇
が
持
っ

て
い
た
御
本
尊
の
千
手
観
音
を
成
賢
に
渡
し
て
祈
Ṏ
し
て
も
ら
っ
て
欲
し
い
)と
告
げ
た

(⽝
幸
心
抄
⽞
巻
第
一
)。
こ
の
夢
を
契
機
に
、
宣
陽
門
院
は
焰
魔
王
堂
を
建
立
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

焰
魔
王
堂
に
つ
い
て
は
、
成
賢
が
残
し
た
記
録
⽛
焰
魔
王
堂
絵
銘
⽜
(国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
蔵
)に
よ
り
、
ど
う
い
う
建
物
で
あ
っ
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。
本
尊

は
、
当
時
一
流
の
仏
師
だ
っ
た
快
慶
と
湛
慶
が
造
っ
た
焰
魔
大
王
や
泰
山
府
君
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
冥
府
の
仏
た
ち
が
祀
ら
れ
て
い
て
、
堂
の
内
側
の
壁
に
は
、
天
竺

・
震
旦
・
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
獄
図
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。

同
時
代
に
作
成
さ
れ
た
⽝
地
獄
草
紙
⽞
を
み
る
と
、
様
々
な
地
獄
の
様
相
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
火
象
地
獄
は
火
の
中
で
象
に
責
め
さ
い
な
ま
れ
る
図

で
あ
り
、
Ṟ
肉
地
獄
は
体
の
皮
を
Ṟ
が
れ
る
図
で
す
。
こ
う
い
う
地
獄
図
が
、
こ

の
時
代
に
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
焰
魔
王
堂
の
内
壁
に
も
描
か
れ
て
い
た

わ
け
で
す
。

お
堂
の
外
側
に
は
九
相
図
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
九
相
図
と
は
、
美
し
い
女

性
が
亡
く
な
っ
て
、
そ
の
身
体
が
腐
敗
し
、
烏
や
犬
に
つ
い
ば
ま
れ
て
骨
だ
け
に

な
り
、
そ
れ
が
焼
か
れ
て
最
後
に
は
土
に
な
る
、
と
い
う
九
段
階
の
様
相
を
描
い

た
も
の
で
す
。
昔
の
人
び
と
は
、
こ
の
よ
う
な
図
を
見
て
、
死
後
の
世
界
に
思
い

宣陽門院覲子内親王の夢
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を
い
た
し
、
い
か
に
往
生
す
べ
き
か
を
考
え
た
の
で
す
。

内
壁
の
地
獄
図
は
、
死
後
に
焰
魔
王
の
裁
き
を
受
け
る
と
き
に
備
え
て
、
ふ
だ

ん
か
ら
極
楽
往
生
を
願
い
、
善
行
を
積
ん
だ
り
仏
道
修
行
に
励
む
こ
と
を
促
す
た

め
の
図
で
あ
り
、
外
壁
の
九
相
図
は
、
美
し
い
女
性
が
醜
く
腐
っ
て
い
き
、
最
後

は
土
に
還
る
図
で
す
の
で
、
女
人
教
化
、
つ
ま
り
女
性
が
往
生
す
る
た
め
に
は
ど

う
い
う
こ
と
が
必
要
か
を
考
え
さ
せ
る
た
め
の
図
で
、
あ
え
て
そ
れ
ら
を
お
堂
の

内
と
外
に
配
置
し
た
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
、
成
賢
は
、
醍
醐
寺
の
座
主
が
代
々
引
き
継
い
で
き
た
勝
俱
胝
院
を
、

自
身
の
後
世
菩
提
を
弔
う
た
め
の
念
仏
道
場
と
定
め
た
う
え
で
、
死
の
直
前
、
寛

喜
三
(一
二
三
一
)年
に
自
分
の
弟
子
僧
で
は
な
く
真
阿
と
い
う
尼
に
譲
渡
し
ま
す
。

以
後
、
勝
俱
胝
院
は
、
女
性
(尼
)が
受
け
継
ぐ
寺
と
な
り
、
鎌
倉
時
代
に
は
寄
る

辺
な
き
女
性
や
親
や
子
に
死
に
別
れ
て
行
き
場
の
な
く
な
っ
た
女
性
た
ち
が
集
っ

て
、
不
断
念
仏
を
行
ず
る
尼
寺
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
醍
醐
寺
で
は
、
宣
陽
門
院
と
、
門
院
と
の

太
い
パ
イ
プ
で
つ
な
が
れ
た
成
賢
に
よ
っ
て
、
焰
魔
王
堂
や
勝
俱
胝
院
と
い
っ
た

女
人
救
済
・
女
人
往
生
の
た
め
の
堂
舎
が
整
備
さ
れ
、
女
人
救
済
の
場
が
出
来
あ

が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四
、
宣
陽
門
院
の
弘
法
大
師
信
仰

宣
陽
門
院
は
五
〇
歳
を
超
え
た
あ
た
り
か
ら
東
寺
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
よ

う
で
す
。
天
福
元
(一
二
三
三
)年
、
彼
女
が
五
三
歳
の
と
き
、
東
寺
長
者
で
あ
る

親
厳
の
宿
願
と
し
て
、
弘
法
大
師
空
海
の
木
像
(康
勝
作
)が
造
ら
れ
、
西
院
不
動

堂
に
安
置
さ
れ
ま
し
た
。
翌
年
の
弘
法
大
師
四
〇
〇
年
遠
忌
を
前
に
し
て
の
こ
と

で
し
た
。

東
寺
の
講
堂
に
は
、
空
海
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
二
十
数
体
の
密
教
仏
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
空
間
は
、
鎮
護
国
家
の
祈
Ṏ
を
す
る
場
で
す
。
一
方
、
境
内

の
北
西
部
、
築
地
塀
に
囲
ま
れ
た
一
角
に
は
、
御
影
堂
(真
言
宗
で
は
⽛
み
え
ど
う
⽜

と
読
み
ま
す
)が
あ
り
ま
す
。
こ
の
区
画
は
西
院
と
呼
ば
れ
、
弘
法
大
師
空
海
を
祀

る
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
鎌
倉
時
代
以
降
、
庶
民
に
よ
る
弘
法
大

師
信
仰
の
場
と
な
り
ま
す
。
い
ま
で
も
空
海
の
命
日
に
あ
た
る
毎
月
二
十
一
日
は

⽛
弘
法
さ
ん
⽜
と
し
て
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
ま
す
が
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
鎌
倉
時

代
に
ま
で
遡
る
の
で
す
。

西
院
不
動
堂
に
空
海
像
が
安
置
さ
れ
た
五
年
後
、
嘉
禎
四
(一
二
三
八
)年
五
月
、

門
院
は
東
寺
四
長
者
で
あ
っ
た
仁
和
寺
菩
提
院
の
行
遍
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
、

翌
暦
仁
二
(一
二
三
九
)年
に
は
、
大
和
平
野
殿
庄
(奈
良
県
平
群
町
)と
い
う
荘
園
を

行
遍
に
寄
付
し
、
さ
ら
に
同
年
末
に
は
、
瀬
戸
内
海
の
伊
予
弓
削
島
庄
(愛
媛
県
上

島
町
)も
東
寺
に
寄
付
し
ま
す
。

翌
延
応
二
(一
二
四
〇
)年
の
三
月
二
十
一
日
(空
海
の
正
忌
日
)に
は
、
そ
れ
ま
で

堂
の
南
側
に
祀
ら
れ
て
い
た
空
海
像
が
北
に
移
さ
れ
、
御
影
供
(み
え
く
)が
始
ま

り
ま
す
。
冒
頭
に
お
話
し
し
た
五
重
小
塔
を
宣
陽
門
院
が
東
寺
に
寄
進
し
た
の
は

そ
の
月
の
晦
日
の
こ
と
で
す
。
五
重
小
塔
に
は
東
寺
に
伝
来
し
た
三
粒
の
仏
舎
利

が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
以
後
、
東
寺
で
は
毎
月
、
舎
利
講
と
い
う
法
要
が
営
ま
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

宣
陽
門
院
は
、
そ
の
後
も
、
空
海
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
健
陀
穀
子
(け
ん

だ
こ
く
し
)袈
裟
を
修
繕
し
た
り
、
大
般
若
経
や
宋
版
一
切
経
、
釈
迦
如
来
像
や
弥
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勒
菩
薩
像
を
寄
進
し
て
い
ま
す
。
仁
治
三
(一
二
四
二
)年
に
は
、
安
芸
後
三
条
院

勅
旨
田
(広
島
県
)を
東
寺
に
寄
付
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
的
援
助
を
し
、

東
寺
の
整
備
に
多
大
な
貢
献
を
し
ま
し
た
。

寛
元
元
(一
二
四
三
)年
四
月
に
は
、
ま
た
⽛
御
霊
夢
⽜
の
お
告
げ
を
得
て
、
東

寺
で
長
日
生
身
供
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た

御
影
堂
の
空
海
像
に
対
し
て
毎
朝
夕
に
食
事
を
供
え
る
儀
式
で
、
現
在
も
続
い
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
門
院
の
発
願
と
し
て
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
費
用
を
捻
出
す
る

た
め
に
備
前
鳥
取
庄
(岡
山
県
赤
磐
市
)や
丹
波
野
口
庄
(京
都
府
南
丹
市
)と
い
う
荘

園
が
あ
て
ら
れ
ま
し
た
。

寛
元
元
(一
二
四
三
)年
四
月
二
十
二
日
付
の
宣
陽
門
院
令
旨
案
(東
寺
文
書
)に
は

⽛
御
霊
夢
の
子
細
有
る
に
よ
り
⽜
と
い
う
文
言
が
見
え
ま
す
し
、
文
和
二
(一
三

五
三
)年
十
一
月
二
十
六
日
東
寺
申
状
案
(東
寺
文
書
)に
も
⽛
宣
陽
門
院
御
霊
夢
の

子
細
有
る
に
よ
り
⽜
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
宣
陽
門
院
の
霊
夢
に
よ
っ
て
こ
れ
ら

の
行
事
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
歳
を
重
ね
た
門
院
は
、
東
寺
、
あ
る
い
は
弘
法
大
師
に
対
す
る

信
仰
を
深
め
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
菩
提
院
行
遍
と

い
う
仁
和
寺
の
僧
侶
で
す
。
彼
は
、
醍
醐
源
氏
の
出
自
で
、
父
の
仁
尊
は
守
覚
法

親
王
に
仕
え
る
人
物
で
し
た
。
守
覚
法
親
王
は
門
院
の
異
母
兄
で
、
門
院
が
魂
が

身
体
か
ら
出
て
い
く
と
い
う
体
験
を
し
た
と
き
に
祈
Ṏ
し
て
く
れ
た
人
で
す
。

行
遍
は
は
じ
め
仁
和
寺
菩
提
院
の
行
宴
の
も
と
で
修
行
し
て
い
た
の
で
す
が
、

容
色
に
す
ぐ
れ
て
い
た
た
め
、
仁
和
寺
御
室
で
あ
っ
た
道
法
法
親
王
に
仕
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
道
法
は
、
守
覚
法
親
王
の
弟
に
あ
た
る
人
物
で
す
。
行
遍
は
才

能
を
見
い
だ
さ
れ
て
、
仁
和
寺
の
な
か
で
出
頭
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

成
賢
に
せ
よ
、
行
遍
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
宣
陽
門
院
の
異
母
兄
で
あ
る
守
覚
法

親
王
や
道
法
法
親
王
と
関
係
の
深
い
人
物
で
す
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
宣
陽
門
院

に
よ
る
高
野
山
ẃ
乗
院
へ
の
宍
咋
庄
寄
進
や
、
同
奥
院
へ
の
仏
舎
利
施
入
も
行
遍

が
仲
介
し
た
も
の
で
し
た
。

そ
う
し
ま
す
と
、
宣
陽
門
院
の
発
願
を
仁
和
寺
の
行
遍
と
い
う
僧
が
実
現
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
東
寺
西
院
御
影
堂
が
整
備
さ
れ
た
り
、
現
在
ま
で
続
く
御
影
供

や
舎
利
講
と
い
っ
た
東
寺
の
重
要
な
行
事
が
始
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

鎌
倉
時
代
前
期
に
お
け
る
宣
陽
門
院
の
寄
進
を
基
に
し
た
諸
行
事
の
整
備
を
受

け
て
、
弘
法
大
師
空
海
個
人
を
対
象
と
す
る
信
仰
が
広
が
り
、
現
在
に
ま
で
至
る

弘
法
大
師
信
仰
の
基
礎
が
こ
の
時
代
に
築
か
れ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

宣
陽
門
院
は
、
後
白
河
法
皇
が
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
娘
で
す
が
、
守
覚
法
親

王
・
道
法
法
親
王
と
い
う
仁
和
寺
の
ト
ッ
プ
、
言
い
換
え
れ
ば
真
言
宗
世
界
で
は

最
高
の
血
筋
と
実
力
を
持
っ
た
人
び
と
を
き
ょ
う
だ
い
に
持
ち
、
ま
た
、
そ
の
弟

子
筋
の
成
賢
や
行
遍
ら
と
も
太
い
パ
イ
プ
を
有
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
当
代
一
流
の
僧
侶
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
、
父
後
白
河
院
か
ら
受

け
継
い
だ
膨
大
な
財
産
を
背
景
に
し
て
、
高
野
山
や
東
寺
と
い
っ
た
寺
院
の
伽
藍

や
修
法
・
法
会
の
整
備
を
進
め
て
い
く
。
そ
れ
が
結
果
的
に
、
女
人
救
済
(男
性

よ
り
極
楽
往
生
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
女
性
の
あ
の
世
で
の
救
済
)、
あ
る
い
は

京
都
周
辺
住
民
の
現
世
利
益
・
後
世
菩
提
を
叶
え
た
い
と
い
う
弘
法
大
師
信
仰
を

伸
張
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
の
で
は
な
い
か
。

宣陽門院覲子内親王の夢
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も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
結
果
的
に
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
宣
陽
門
院
と
そ
の
夢
想

が
女
性
の
救
済
や
弘
法
大
師
信
仰
が
拡
大
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。
榎
村
先
生
の
お
話
に
あ
え
て
引
き
つ
け
ま
す
と
、
当
該
期
に
も
、

皇
女
に
よ
る
社
会
的
な
発
信
が
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。以

上
、
雑
駁
な
話
で
恐
縮
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
榎
村
先
生
の
ご
講
演
に
対
す

る
コ
メ
ン
ト
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(拍
手
)
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