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近
代
日
本
に
お
け
る
演
劇
検
閲
は
、
同
時
期
に
展
開
さ
れ
た
出
版
検
閲
と
異
な
り
、

内
務
省
警
保
局
で
は
な
く
各
地
方
警
察
に
よ
っ
て
独
自
の
基
準
で
行
わ
れ
、
最
初
に
脚

本
検
閲
、
つ
い
で
上
演
時
の
劇
場
で
の
臨
検
警
官
に
よ
る
検
閲
が
行
わ
れ
る
、
二
重
の

検
閲
体
制
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
脚
本
検
閲
は
事
前
検
閲
と
し
て
未
完
成
の
作
品
へ

の
検
閲
干
渉
の
場
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
上
演
の
場
で
の
臨
検
警
官
と
の
や
り
と
り

は
、
検
閲
者
と
被
検
閲
者
が
即
時
的
か
つ
直
接
的
に
緊
張
感
を
も
っ
て
対
峙
す
る
場
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
演
劇
検
閲
の
特
性
は
、
検
閲
者
と
被
検
閲
者
の
関
係
性
を
い
か
に

捉
え
る
か
と
い
う
現
在
の
検
閲
研
究
上
の
焦
点
に
、
新
た
な
視
点
を
付
加
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
論
文
で
は
演
劇
検
閲
の
通
時
的
検
討
を
行
っ
た
。
具
体

的
に
は
、
明
治
期
以
降
の
、
演
劇
関
係
者
に
よ
っ
て
問
題
化
さ
れ
た
検
閲
を
め
ぐ
る

様
々
な
事
件
や
、
検
閲
当
局
者
に
対
し
演
劇
関
係
者
が
検
閲
の
あ
り
方
の
改
善
を
求
め

た
運
動
に
着
目
し
、
①
近
代
日
本
に
お
け
る
脚
本
検
閲
改
善
運
動
、
特
に
脚
本
検
閲
全

国
統
一
要
求
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
②
そ
れ
に
当
局
者
が
ど
う
向
き
合
っ

た
の
か
、
③
以
上
を
通
じ
て
近
代
日
本
の
脚
本
検
閲
や
劇
場
臨
検
の
あ
り
方
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
三
つ
の
課
題
を
設
定
し
検
討
を
行
っ
た
。

第
一
章
で
は
、
明
治
初
期
の
演
劇
検
閲
制
度
の
形
成
過
程
と
、
東
京
に
お
け
る
警
視

庁
の
演
劇
検
閲
の
実
態
を
検
討
し
た
。
明
治
期
東
京
に
お
い
て
は
、
警
視
庁
は
主
に
猥

褻
や
残
虐
描
写
と
い
っ
た
風
俗
警
察
的
取
締
を
メ
イ
ン
に
、
上
演
場
所
、
観
客
の
性
質

を
考
慮
し
て
検
閲
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
上
演
場
所
や
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ

て
、
一
方
で
は
許
可
さ
れ
る
も
の
が
他
方
で
は
許
可
さ
れ
な
い
と
い
う
、
検
閲
基
準
の

不
統
一
の
状
況
が
出
現
し
た
。
演
劇
関
係
者
に
よ
っ
て
そ
の
後
一
貫
し
て
問
題
化
さ
れ

て
い
く
演
劇
検
閲
判
断
の
不
統
一
は
、
す
で
に
明
治
期
に
、
当
局
に
よ
る
意
図
的
な
判

断
に
基
づ
き
、
構
造
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
警
視
庁
の
方
針
は
、
一
九
一
二
年
五
月
の
『
故
郷
』
上
演
禁
止
事

件
に
よ
っ
て
、
上
位
機
関
で
あ
る
内
務
省
警
保
局
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

明
治
四
〇
年
代
に
登
場
し
て
き
た
、
新
し
い
価
値
観
や
社
会
矛
盾
を
主
題
と
し
た
演
劇

で
あ
る
新
劇
に
対
し
て
、
警
視
庁
は
教
養
の
あ
る
演
出
家
、
俳
優
が
、
同
じ
く
教
養
あ

る
観
客
の
前
で
上
演
す
る
と
な
れ
ば
、
社
会
に
悪
影
響
を
与
え
る
危
険
性
は
低
い
と
判

断
し
、
ほ
ぼ
無
傷
で
の
上
演
許
可
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
秩
序
や
道

徳
の
動
揺
を
危
険
視
し
て
い
た
内
務
省
警
保
局
は
、
社
会
思
想
を
強
く
持
っ
た
新
劇
の

上
演
自
体
が
問
題
で
あ
る
と
捉
え
、
こ
う
し
た
警
視
庁
に
よ
る
上
演
許
可
を
覆
す
。
上

演
に
よ
る
「
社
会
へ
の
影
響
」
が
、
こ
れ
以
降
演
劇
検
閲
に
お
け
る
重
要
な
判
断
基
準

と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
同
じ
作
品
で
も
地
域
や
時
代
状
況
に
よ
っ
て

判
断
が
異
な
る
と
い
う
状
況
が
演
劇
関
係
者
に
問
題
視
さ
れ
は
じ
め
、
大
正
期
以
後
こ

う
し
た
「
不
統
一
」
に
対
す
る
改
善
を
求
め
る
運
動
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
章
で
は
、
大
正
期
の
演
劇
関
係
者
に
よ
る
警
視
庁
へ
の
検
閲
改
善
要
求
と
、
そ

の
背
後
に
あ
る
大
正
期
の
東
京
に
お
け
る
演
劇
検
閲
の
実
態
を
検
討
し
た
。
大
正
期
の

演
劇
界
で
は
、
脚
本
検
閲
の
結
果
を
上
演
時
に
無
視
す
る
興
行
者
の
存
在
が
問
題
化
さ

れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
劇
場
で
の
臨
検
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
実
態
が
存

在
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
脚
本
検
閲
に
関
し
て
は
演
劇
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
見

を
有
す
る
こ
と
を
自
負
す
る
脚
本
検
閲
官
が
登
場
し
て
き
て
い
た
。
彼
ら
検
閲
官
は
演

劇
関
係
者
の
要
求
に
沿
っ
た
検
閲
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
演
劇
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に
関
す
る
知
見
が
豊
富
で
あ
る
が
故
に
、
演
劇
と
し
て
の
あ
り
方
を
も
考
慮
し
て
、
関

係
者
と
脚
本
の
内
容
に
関
す
る
交
渉
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼

ら
が
優
先
さ
せ
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
国
家
的
観
点
や
社
会
秩
序
へ
の
影
響
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
演
劇
関
係
者
と
は
そ
の
立
場
を
根
本
的
に
異
に
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

演
劇
関
係
者
は
そ
の
検
閲
に
対
し
て
強
い
不
満
を
持
ち
、
大
正
後
期
以
降
、
警
視
庁
に

対
す
る
演
劇
検
閲
の
改
善
要
求
を
行
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
時
頻
発
し
て
い
た
脚
本
検
閲
で
の
不
統
一
な
処
分
に
つ
い
て
は
、
要
求
を

行
っ
た
演
劇
関
係
者
は
、
検
閲
官
が
専
門
的
知
識
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
せ
よ
、

そ
れ
で
も
な
お
芸
術
的
理
解
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
、
そ
の
解
決
策
と

し
て
、
警
視
庁
の
脚
本
検
閲
に
対
し
有
識
者
に
よ
る
諮
問
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を
要

求
し
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
芸
術
を
解
さ
な
い
」
検
閲
官
に
よ
る
不
当
な
検

閲
判
断
を
是
正
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
が
、
し
か
し
自
分
た
ち
の
目
指
す
芸
術
性

と
異
な
る
「
低
劣
な
」「
品
位
の
低
い
」
演
劇
に
対
し
て
は
、「
芸
術
性
」
を
理
由
と
し

た
新
た
な
規
制
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
結
果
と
し
て
、
彼
ら
の
要
求
は
実
現
を
見
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
当
初
の
意
図

と
は
逆
に
「
芸
術
的
に
好
ま
し
く
な
い
」
演
劇
に
対
す
る
警
視
庁
の
取
締
の
拡
大
を
も

た
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
明
治
期
以
来
、
社
会
的
見
地
か
ら
の
取
締
を
基
本
と
し

て
い
た
警
視
庁
が
、
芸
術
的
価
値
を
も
加
味
し
た
取
締
を
行
い
は
じ
め
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
大
正
後
期
か
ら
一
九
三
二
年
頃
ま
で
を
対
象
に
、
か
ね
て
か
ら
問
題

に
さ
れ
て
い
た
、
脚
本
検
閲
の
基
準
が
全
国
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
と
、

そ
の
解
消
を
訴
え
た
運
動
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

大
正
後
期
に
頻
発
し
た
隣
接
府
県
間
の
検
閲
不
統
一
に
対
す
る
批
判
を
受
け
、
近
隣

府
県
警
察
に
よ
る
検
閲
基
準
統
一
の
動
き
が
現
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
統
一
の
結
果
は
、

検
閲
基
準
の
よ
り
厳
し
い
府
県
に
他
府
県
の
そ
れ
を
合
わ
せ
る
と
い
う
方
向
性
で
行
わ

れ
、
演
劇
関
係
者
が
求
め
て
い
た
、
基
準
統
一
に
よ
る
検
閲
の
緩
和
と
は
逆
方
向
に
作

用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
初
期
に
内
務
省
に
対
し
て
展
開
さ
れ
た
検
閲
制
度
改
正
期
成
同
盟
、

文
芸
家
協
会
に
よ
る
検
閲
改
正
運
動
で
は
、
脚
本
検
閲
の
全
国
統
一
が
最
重
要
要
求
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
運
動
の
背
景
に
は
、
同
時
期
、
左
翼
演
劇
へ
の
治
安
維

持
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
取
締
の
登
場
に
よ
っ
て
、
風
俗
取
締
の
観
点
か
ら
地
方
別
に
基

準
が
設
け
ら
れ
て
い
た
検
閲
と
は
異
な
る
、
中
央
か
ら
の
指
示
に
基
づ
く
厳
し
い
検
閲

が
各
地
方
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
左
翼
演
劇
の

取
締
に
つ
い
て
は
肯
定
す
る
演
劇
関
係
者
も
存
在
し
て
お
り
、
演
劇
関
係
者
の
間
に
、

風
俗
と
治
安
維
持
と
ど
ち
ら
の
観
点
に
よ
る
検
閲
を
積
極
的
に
問
題
視
す
る
か
に
つ
い

て
の
分
断
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
昭
和
期
の
検
閲
制
度
改
正
要
求

に
も
分
断
を
も
た
ら
す
結
果
に
も
な
っ
た
。

そ
し
て
、
以
上
の
問
題
を
孕
み
な
が
ら
も
行
わ
れ
た
全
国
統
一
要
求
に
対
し
、
内
務

省
は
一
九
二
八
年
に
そ
の
統
一
を
検
討
す
る
も
の
の
、
積
極
的
な
実
現
に
は
動
か
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
内
務
省
は
、
要
求
に
対
し
て
統
一
的
な
取
締
方
針
を
樹
立
す
る
と

返
答
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
、
左
翼
演
劇
な
ど
当
時
警
戒
さ
れ
て
い
た
対
象
へ
の
厳

格
な
取
締
を
全
国
統
一
的
に
行
う
こ
と
を
求
め
る
指
令
や
通
牒
を
出
す
以
上
の
姿
勢
は

見
せ
な
か
っ
た
。
内
務
省
や
地
方
警
察
に
と
っ
て
、
演
劇
を
効
率
的
に
取
締
る
上
で
は
、

運
動
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
き
た
不
統
一
性
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
の
状
況
次
第
で
そ

の
取
締
の
必
要
性
を
判
断
で
き
る
運
用
の
柔
軟
性
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
柔
軟
性
を
失
わ
せ
る
可
能
性
を
持
つ
脚
本
検
閲
の
全
国
統
一
の
実
現
は
、
そ
の
柔

軟
性
を
用
い
て
取
締
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
左
翼
演
劇
が
勢
力
を
得
て
い
る
以
上
は
、
不

可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
第
三
章
で
触
れ
た
「
脚
本
検
閲
の
内
務
省
統
一
」
が
実
際
に
実
現
す

る
一
九
四
四
年
を
到
達
点
と
し
て
、
一
九
三
七
年
か
ら
の
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
そ
の

統
一
に
向
け
て
の
動
き
を
検
討
し
た
。
一
九
四
四
年
、
演
劇
取
締
規
則
と
し
て
は
初
の

内
務
省
令
「
興
行
等
取
締
規
則
」
に
よ
っ
て
、
内
務
省
に
よ
る
全
国
的
な
脚
本
検
閲
の
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統
一
が
実
現
す
る
。
そ
れ
は
従
来
の
地
方
警
察
に
よ
る
演
劇
検
閲
を
維
持
し
つ
つ
、
そ

れ
と
は
別
に
全
国
的
に
有
効
な
内
務
省
で
の
検
閲
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
内
務
省
に
よ
る
検
閲
前
に
、
半
官
半
民
組
織
で
あ
る
大
日
本
興

行
協
会
が
事
前
審
査
を
行
う
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
演
劇
関
係
者
自
身
が
検
閲
に
関
与
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
た
だ
し
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
戦
意
高

揚
」
に
適
う
演
劇
を
選
ぶ
と
い
う
形
で
の
関
与
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
の
内
務
省
に
よ
る
統
一
的
検
閲
は
、
主
に
大
都
市
か
ら
地
方
を
回
る
巡
業
劇
団
を

念
頭
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
内
務
省
は
、
慰
問
や
国
策
伝
達
の
見
地

か
ら
戦
時
期
に
そ
の
重
要
性
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
た
巡
業
劇
団
に
対
す
る
厳
格
な
管
理

を
直
々
に
行
う
こ
と
を
意
図
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
各
地
方
内
部
の
み
で
行
わ
れ
る

興
行
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
各
地
方
警
察
で
の
検
閲
に
任
せ
る
形
を
と
っ
た
の
で
あ

る
。以

上
の
よ
う
に
、
演
劇
関
係
者
か
ら
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
脚
本
検
閲
の
統
一
は
、

彼
ら
の
要
求
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
む
し
ろ
検
閲
の
強
化
と
し
て
顕
現
し
、
演
劇
関
係

者
の
強
い
不
満
を
惹
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
前
章
ま
で
に
見
た

検
閲
改
善
運
動
が
目
指
し
て
い
た
も
の
と
は
全
く
異
な
る
形
で
、
演
劇
検
閲
の
統
一
は

実
現
・
運
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
本
論
文
で
は
、
主
と
し
て
風
俗
取
締
の
観
点
か
ら
制
度
化
さ
れ
た
演

劇
検
閲
が
、
上
演
時
の
地
理
的
・
環
境
的
要
因
を
勘
案
し
た
、
恣
意
的
な
運
用
が
な
さ

れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
明
治
期
以
降
、
演
劇

関
係
者
た
ち
が
検
閲
改
善
運
動
の
中
で
一
貫
し
て
そ
の
統
一
を
要
求
し
て
い
た
脚
本
検

閲
の
不
統
一
が
、
そ
も
そ
も
演
劇
検
閲
を
有
効
に
行
う
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
検

閲
当
局
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
再
三
の
演
劇
関
係
者
か
ら
の
要
求
を
、
内
務
省
が
受
け

い
れ
な
か
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

さ
ら
に
本
稿
で
は
、
検
閲
当
局
や
演
劇
関
係
者
の
中
に
、
演
劇
検
閲
を
め
ぐ
る
意
見
の

相
異
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
演
劇
関
係
者
内
部
の
複
層
性
の
な
か
で
、
運
動
に

よ
っ
て
か
え
っ
て
検
閲
が
強
化
さ
れ
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
し
え
た
。
と
り
わ
け
、

多
岐
に
わ
た
る
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
に
対
し
て
行
わ
れ
た
演
劇
検
閲
を
、
初
め
て
通
時
的
に

検
討
し
、
多
数
の
基
礎
的
事
実
を
明
ら
か
に
し
え
た
点
は
一
定
の
意
義
を
有
す
る
と
考

え
る
。
他
方
、
運
動
の
検
討
対
象
が
東
京
に
限
定
さ
れ
る
な
ど
、
時
間
的
・
史
料
的
制

約
の
な
か
で
の
限
界
も
存
在
し
て
お
り
、
今
後
さ
ら
な
る
史
料
の
博
捜
に
よ
っ
て
、
さ

ら
に
検
討
対
象
を
拡
大
し
、
よ
り
精
細
な
近
代
日
本
に
お
け
る
演
劇
検
閲
の
検
討
へ
と

発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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は
じ
め
に

日
本
古
代
の
天
皇
と
貴
族
の
関
係
性
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究

が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
特
定
の
貴
族
の
集
団
で
あ
る
次
侍
従
に
つ
い
て
は
、
未

だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
雑
事
を
含
む
天
皇
へ
の
日
常
的
伺
候
を
担
い
、
節
会
等
へ
の

参
加
が
許
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
通
説
だ
が
、
こ
れ
ま
で
実
態
は
不
明
確

で
あ
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
先
行
研
究
（
主
に
、
古
瀬
奈
津
子
「
昇
殿
制
の
成
立
」（『
日

本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）、
永
田
和

也
「
次
侍
従
に
つ
い
て
」（『
延
喜
式
研
究
』
一
二
、
一
九
九
六
年
））
が
指
摘
し
た
点
を
、

史
料
に
基
づ
き
検
討
し
な
お
し
、
よ
り
明
確
な
す
が
た
を
見
出
す
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

ま
ず
十
世
紀
の
次
侍
従
の
実
態
を
示
す
と
思
わ
れ
る
史
料
を
検
討
し
た
上
で
、
発
生
と

再
登
場
（
宝
亀
〜
大
同
）・
変
化
と
取
り
巻
く
社
会
的
背
景
（
弘
仁
以
降
）・
史
料
に
み

え
る
す
が
た
（
延
喜
式
以
降
）
の
三
つ
に
時
代
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
や
一
貫

性
な
ど
を
論
じ
た
。

第
一
章

次
侍
従
の
基
本
的
事
項
と
そ
の
す
が
た

第
一
節
で
は
、
ま
ず
『
吏
部
王
記
』
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
四
月
二
日
条
を
提
示
し

た
。
こ
れ
は
次
侍
従
の
補
任
を
決
定
し
た
記
録
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
割
書
で
補

任
の
経
緯
が
記
さ
れ
る
源
俊
の
事
例
で
あ
る
。
以
下
簡
単
に
述
べ
る
と
、
先
年
す
で
に

「
侍
従
」
だ
っ
た
が
奪
爵
処
分
を
受
け
、
こ
の
ほ
ど
元
の
官
位
（
五
位
）
に
復
し
た
、

奪
爵
処
分
後
は
六
位
と
な
り
次
侍
従
を
帯
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
今
回

再
補
任
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
侍
従
」
は
、
永
田
氏
が
整
理
し

た
よ
う
な
、「
侍
従
」
が
次
侍
従
を
意
味
す
る
用
法
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
俊
は
二
度

目
の
補
任
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
同
じ
よ
う
に
解
却
・
位
階
降
格
処
罰
を
受
け
て
も
再
補
任
が
必
要
と
さ
れ
な

か
っ
た
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
源
悦
で
あ
る
。
悦
に
関
し
て
は
降
格
後
の

位
階
が
五
位
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
次
侍
従
を
帯
び
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
再

補
任
の
必
要
は
な
か
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
俊
と
悦
の
違
い
は
処
分
後
の
位
階
が
五
位
か
六
位
か
の
違
い
で
あ
り
、
俊

は
五
位
で
は
な
く
六
位
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
次
侍
従
か
ら
外
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
史
料
こ
そ
、
次
侍
従
は
明
ら
か
に
五
位
以
上
に
限
ら
れ
、
六
位
と
な
れ
ば

自
動
的
に
解
任
さ
れ
る
実
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
侍
従
が
五
位
以
上
で
あ
る
こ
と
は
『
西
宮
記
』
や
『
江
家
次
第
』
と
い
っ

た
儀
式
書
の
記
述
と
も
相
違
し
な
い
こ
と
も
確
認
し
、
こ
れ
を
十
世
紀
に
お
け
る
次
侍

従
の
す
が
た
と
設
定
し
た
。
次
節
以
降
は
こ
れ
を
三
つ
の
時
代
と
比
較
し
つ
つ
、
次
侍

従
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
二
節
で
は
、
次
侍
従
に
関
す
る
史
料
が
比
較
的
豊
富
で
あ
る
延
喜
式
を
確
認
し
た
。

ま
ず
は
次
侍
従
集
団
の
構
成
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
問
題
点
を
挙
げ
、
新
た
な
理
解

を
示
し
た
。

現
在
通
説
と
な
っ
て
い
る
の
は
永
田
氏
の
見
解
で
あ
る
。
氏
は
延
喜
中
務
式
侍
従
員

条
の
「
凡
次
侍
従
員
、
百
人
為p

限
、〈
正
侍
従
八
人
在w

此
員
中a

但
参
議
已
上
不p

入w

此
員q

〉」
部
分
を
挙
げ
、
①
正
侍
従
八
名
を
含
み
参
議
以
上
を
除
い
た
定
員
百
名
以
内

の
「
標
準
的
な
意
味
で
の
次
侍
従
」、
②
①
の
集
団
か
ら
正
侍
従
八
名
を
除
い
た
九
十

優
秀
修
士
論
文
概
要

次
侍
従
の
再
検
討

原

田

華

乃
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二
名
の
「
狭
義
の
次
侍
従
」、
③
定
員
外
と
す
る
参
議
以
上
や
正
侍
従
の
遷
任
者
を
も

合
わ
せ
た
「
広
義
の
次
侍
従
」、
と
い
っ
た
三
つ
の
次
侍
従
を
示
し
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
本
論
文
で
は
、
史
料
の
解
釈
自
体
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
じ
く
中
務
式

の
時
服
条
と
の
併
用
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

中
務
式
時
服
条
に
よ
れ
ば
、
次
侍
従
は
時
服
の
支
給
対
象
で
あ
る
が
一
方
、
参
議
以

上
は
支
給
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。
早
川
庄
八
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
参
議
以
上
の

時
服
は
太
政
官
の
召
使
と
同
じ
く
太
政
官
厨
家
か
ら
支
出
さ
れ
る
も
の
で
中
務
式
の
範

囲
外
で
あ
る
、
と
し
た
（「
律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
」（『
日
本
古
代
の
財
政
制

度
』
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
六
五
年
））。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
参
議
以
上
に

つ
い
て
は
中
務
式
で
人
数
を
規
定
す
る
必
要
が
な
く
、
こ
う
い
っ
た
認
識
が
侍
従
員
条

に
も
適
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
侍
従
員
条
は
単
に
時
服
の
支
給
対
象
を

明
確
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
③
「
広
義
の
次
侍
従
」
と
い
う
解
釈
は
成
立
せ
ず
、

次
侍
従
は
参
議
以
上
を
除
い
た
お
よ
そ
百
名
の
集
団
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
次
侍
従
＝
百
名
と
い
う
人
数
は
弘
仁
式
ま
で
遡
る
。
ま
ず
『
三
代
実
録
』
元
慶

八
年
（
八
八
四
）
七
月
十
一
日
己
巳
条
に
よ
れ
ば
、
宴
に
見
参
し
賜
禄
を
受
け
た
次
侍

従
以
上
が
八
十
九
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
元
慶
年
間
は
貞
観
式
下
で
あ
り
、
延
喜

式
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
数
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
先
に

掲
げ
た
時
服
条
に
は
弘
仁
・
貞
観
式
の
逸
文
も
存
在
し
、
当
該
部
分
は
貞
観
式
の
体
裁

か
ら
考
え
る
と
弘
仁
式
か
ら
改
め
ら
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
侍
従
の
百

名
と
い
う
規
模
は
、
弘
仁
式
の
規
定
が
延
喜
式
ま
で
変
更
さ
れ
ず
に
引
き
継
が
れ
た
と

い
え
る
。

ま
た
次
侍
従
に
は
文
官
・
武
官
関
係
な
く
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
罷
免
後
も
次

侍
従
で
あ
り
続
け
た
源
悦
の
例
な
ど
か
ら
、
散
位
も
所
属
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。
従
来
、
散
位
に
つ
い
て
消
極
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
次
侍
従
内

に
お
い
て
は
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

第
三
節
日
常
的
伺
候
・
儀
式
へ
の
奉
仕
と
罰
則
規
定
で
は
、
延
喜
式
に
み
え
る
次
侍

従
の
職
掌
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
日
常
的
伺
候
で
あ
る
酒
番
を
取

り
上
げ
た
。
こ
れ
は
十
二
人
で
一
番
と
し
、
三
番
が
交
代
で
勤
務
す
る
職
務
で
あ
る
が
、

闕
怠
に
対
す
る
処
分
（
封
問
籍
）
の
日
数
は
、
次
侍
従
の
時
服
支
給
条
件
の
上
日
数
を

満
た
さ
な
い
よ
う
計
算
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
酒
番
時
の
薬

殿
へ
使
の
闕
怠
に
つ
い
て
は
天
皇
の
身
体
に
関
わ
る
重
要
な
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

即
解
却
と
い
う
特
に
重
い
処
分
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
次
侍
従
の
職
務
の
重
要
性
を
う

か
が
う
こ
と
も
で
き
る
。

第
二
章

宝
亀
〜
大
同
年
間
の
次
侍
従

第
一
節
で
は
ま
ず
、
初
見
史
料
で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
正
月

辛
未
条
と
宝
亀
年
間
の
次
侍
従
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
期
間
の
国
史
を
み
て
み
る
と
、

「
次
侍
従
以
上
」
が
宴
等
の
参
加
者
と
な
る
こ
と
は
少
な
く
、
か
な
り
珍
し
い
事
例
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
宝
亀
元
年
条
が
特
徴
的
で
あ
る
の
は
次
侍
従
の
初
見

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
御
被
の
下
賜
も
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
称
徳
朝
に
お
い
て
唯
一
の

例
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
次
侍
従
は
す
で
に
五
位
以
上
か
つ
天
皇
と
の
人
格
的
関
係
を

有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
当
該
史
料
だ
け
で
は
そ
の
背
景
ま
で
も

読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
こ
で
、『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
十
月
乙
未
条
の
詔
に
着
目
し
た
。

こ
れ
は
初
見
史
料
の
三
ヶ
月
前
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
詔
自
体
は
称
徳
が
忠
誠
を

誓
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
紫
綾
の
帯
を
、
五
位
以
上
の
中
か
ら
才

伎
・
献
物
叙
位
を
除
き
、
未
成
人
の
藤
原
氏
を
加
え
た
集
団
に
与
え
て
い
る
。
こ
の
行

為
は
自
ら
と
の
関
係
を
改
め
て
確
認
し
、
臣
下
へ
の
よ
り
強
い
支
配
と
精
神
的
紐
帯
を

結
ぼ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
五
位
以
上
＋
藤
原
氏
と
い
う
特
権
集
団

の
再
編
成
で
あ
り
、
背
景
に
は
、
道
鏡
に
か
か
わ
る
一
連
の
騒
動
で
王
権
が
揺
ら
い
だ

状
況
だ
け
で
な
く
、
神
護
景
雲
年
間
に
お
け
る
献
物
叙
位
の
乱
発
や
こ
れ
に
対
す
る
一
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般
官
人
層
か
ら
の
不
満
を
抑
え
る
必
要
等
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
再
編
の
う
ご
き
に

伴
い
出
現
し
た
の
が
次
侍
従
で
は
な
い
か
。

第
二
節
で
は
、
延
暦
〜
大
同
年
間
を
検
討
し
た
。
と
く
に
『
類
聚
三
代
格
』
巻
六
、

大
同
四
年
（
八
〇
九
）
正
月
十
五
日
年
格
に
は
、
次
侍
従
の
上
日
と
時
服
の
支
給
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
弘
仁
・
貞
観
式
を
経
て
延
喜
中
務
式
時
服
条
へ
ほ
ぼ
変
更
な

く
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
次
侍
従
は
国
史
に
お
い
て
は
節
会
の
参
加
記
事
に
の
み
に
登

場
す
る
が
、
実
際
は
日
常
伺
候
と
い
う
職
務
が
成
立
し
て
い
て
も
矛
盾
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。第

三
章

弘
仁
以
降
の
次
侍
従

第
一
節
で
は
、
重
要
な
職
務
の
ひ
と
つ
で
あ
る
荷
前
使
を
確
認
し
た
。『
類
聚
符
宣

抄
』
巻
四
、
帝
皇
（
荷
前
）、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
正
月
七
日
宣
旨
に
よ
れ
ば
す
で

に
荷
前
使
は
五
位
以
上
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
十
二
月
十
五
日
宣
旨
に
よ
っ
て
、
五
位
以

上
に
つ
い
て
は
中
務
省
・
三
位
以
上
に
つ
い
て
は
外
記
の
点
定
と
さ
れ
た
。
吉
江
崇
氏

は
こ
れ
を
、
五
位
以
上
の
使
を
中
務
省
管
轄
下
の
侍
従
・
次
侍
従
に
限
定
す
る
宣
旨
と

指
摘
し
た
（「
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
│
平
安
初
期
律
令
天
皇
制
の
考
察
│
」（『
日
本
古

代
宮
廷
社
会
の
儀
礼
と
天
皇
』
塙
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
））。
こ
こ

か
ら
、
弘
仁
年
間
に
は
す
で
に
次
侍
従
が
四
位
五
位
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、

加
え
て
史
料
上
で
最
も
遡
る
こ
と
の
で
き
る
確
実
な
事
例
と
い
え
る
。

第
二
節
で
は
、
次
侍
従
と
最
も
対
照
的
な
存
在
と
思
わ
れ
る
蔵
人
と
の
比
較
を
試
み

た
。
蔵
人
は
天
皇
と
は
私
的
に
結
び
つ
き
、
代
替
わ
り
毎
に
補
任
を
必
要
と
す
る
一
方
、

次
侍
従
は
中
務
省
の
管
轄
下
に
あ
り
、
代
替
わ
り
で
補
任
さ
れ
直
す
こ
と
は
な
い
こ
と

か
ら
、
天
皇
と
の
個
人
的
結
合
に
よ
る
補
任
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
中
務
省
（
太
政

官
）
を
介
し
た
奉
仕
と
い
え
る
。
ま
た
蔵
人
と
次
侍
従
は
原
則
と
し
て
兼
任
さ
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
蔵
人
に
は
次
侍
従
外
か
ら
選
ば
れ
る
前
提
が
存
在
し

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

弘
仁
年
間
に
は
弘
仁
式
・
内
裏
式
な
ど
の
成
立
に
よ
っ
て
儀
式
の
整
備
も
行
わ
れ
た
。

と
く
に
節
会
と
は
、
場
で
の
禄
支
給
が
経
済
面
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
価
値
を
も
生
む

も
の
で
も
あ
る
。
多
く
の
節
会
へ
の
参
加
特
権
を
も
つ
次
侍
従
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら

外
れ
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
次
侍
従
と
そ
れ
以
外
の
人
び
と

（
非
侍
従
）
と
い
う
視
点
は
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

お
わ
り
に
│
今
後
の
展
望

本
論
文
を
通
じ
て
、
あ
ま
り
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
次
侍
従
研
究
の

重
要
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
次
侍
従
と
は
、
天
皇
と
特
殊
な
つ
な
が
り

を
も
つ
限
ら
れ
た
集
団
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
追
う
こ
と
で
貴
族
社

会
の
実
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
は
、
次
侍
従
自
体
の
考
察
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
新
た
に
得
ら
れ
た
次
侍
従
外
と
い
う
視
点
に
基
づ
き
、
広
く
古
代
の
社
会
や
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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記
紀
に
描
か
れ
た
諸
種
の
神
話
・
歴
史
叙
述
は
、
千
年
以
上
に
わ
た
り
様
々
に
読
み

替
え
ら
れ
て
き
た
。
本
論
文
で
は
そ
の
一
つ
と
し
て
「
三
韓
征
伐
」
で
有
名
な
神
功
皇

后
伝
説
に
着
目
し
、
近
世
社
会
に
お
け
る
そ
の
受
容
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
上
で
、
民

衆
の
〈
古
代
〉
認
識
を
考
察
し
た
。

近
世
に
お
け
る
神
功
皇
后
伝
説
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
主
に
日
朝
関
係
史
研

究
が
、
同
伝
説
を
媒
介
に
日
本
人
の
「
朝
鮮
蔑
視
観
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
延
長
線
上

に
近
代
日
朝
関
係
が
築
か
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
で
民
俗
学
等
か
ら
は
、
神
功

皇
后
が
産
育
神
と
し
て
安
産
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
伝
説

の
社
会
的
機
能
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
見
方
が
提
示
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ

る
。し

か
し
先
行
研
究
に
は
、
日
本
人
の
朝
鮮
観
と
安
産
信
仰
に
分
析
視
角
が
限
定
さ
れ

る
傾
向
が
あ
る
上
に
、
近
世
・
近
代
の
連
続
・
断
絶
を
問
う
以
前
に
、
各
時
期
に
お
け

る
展
開
が
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

右
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は
①
日
本
あ
る
い
は
異
国
認
識
、
②

ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
、
③
歴
史
叙
述
と
い
う
三
つ
の
観
点
を
設
定
し
た
。
近
世
を
対
象
と
す

る
第
一
〜
三
章
で
は
、
階
層
・
地
域
の
差
を
越
え
て
社
会
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

書
物
を
主
な
史
料
と
し
て
分
析
し
、
第
四
章
で
は
近
世
的
な
特
徴
が
近
代
に
い
か
に
変

容
し
た
か
、
そ
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
功
皇
后
伝
説
の
読
み
を
め
ぐ
る

近
世
・
近
代
の
段
階
的
把
握
を
目
指
し
た
。

①
日
本
あ
る
い
は
異
国
認
識
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
に
は
、
中
近
世
を
画
期
に
日

本
＝
神
国
思
想
が
排
他
性
・
侵
略
性
を
強
め
、
神
功
皇
后
伝
説
を
媒
介
に
醸
成
さ
れ
た

朝
鮮
蔑
視
観
が
近
代
ま
で
継
承
さ
れ
た
と
直
線
的
に
理
解
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
第
一
章
で
は
一
七
世
紀
に
お
け
る
神
功
皇
后
伝
説
と
神
国
論
、
第
三
章
で
は

神
功
皇
后
伝
説
と
朝
鮮
に
と
ど
ま
ら
な
い
異
国
認
識
と
の
関
連
に
着
目
し
て
、
従
来
の

研
究
を
再
検
討
し
た
。
②
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
近
世
女
訓
書
に
お

け
る
神
功
皇
后
像
か
ら
み
た
「
列
女
」
観
を
検
討
し
た
。
③
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
は
、

第
三
章
で
通
俗
書
物
に
お
け
る
神
功
皇
后
関
連
の
語
り
や
表
象
の
特
徴
を
検
討
し
た
。

以
下
、
各
章
の
概
要
を
述
べ
る
。

第
一
章
「
一
七
世
紀
に
お
け
る
「
神
国
」
論
と
神
功
皇
后
伝
説
│
貝
原
好
古
『
八
幡

宮
本
紀
』
を
中
心
に
│
」
で
は
、
福
岡
藩
士
・
貝
原
好
古
の
『
八
幡
宮
本
紀
』（
元
禄

一
〇
年
〈
一
六
九
七
〉
刊
）
を
素
材
に
、
神
功
皇
后
伝
説
を
核
と
す
る
神
国
論
の
性
格

を
検
討
し
た
。
福
岡
は
こ
の
伝
説
が
最
も
多
く
伝
わ
る
地
域
で
あ
り
、
好
古
は
叔
父
・

貝
原
益
軒
と
と
も
に
盛
ん
に
執
筆
活
動
を
行
っ
た
和
学
者
で
あ
る
。

『
八
幡
宮
本
紀
』
で
は
、『
日
本
書
紀
』
等
の
文
献
考
証
と
筑
前
国
の
民
俗
調
査
か
ら

得
た
知
を
も
と
に
、
日
本
が
神
国
で
あ
る
根
拠
を
公
家
・
武
家
か
ら
庶
民
ま
で
が
神
功

皇
后
の
「
神
孫
」
で
あ
る
こ
と
に
お
き
、
親
孝
行
や
子
孫
繁
栄
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
の

恩
に
報
い
る
べ
き
と
い
う
、
神
儒
一
致
的
な
生
活
倫
理
が
導
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

家
や
村
の
確
立
と
そ
れ
を
維
持
す
る
必
要
性
が
意
識
さ
れ
た
元
禄
期
の
時
代
思
潮
の
中

で
神
功
皇
后
伝
説
を
読
み
替
え
た
も
の
と
い
え
、
朝
鮮
へ
の
蔑
視
や
排
他
性
は
主
張
し

て
い
な
い
。
そ
し
て
刊
行
後
に
は
、
同
書
の
神
功
皇
后
記
事
は
信
頼
で
き
る
知
識
と
し

て
井
沢
蟠
竜
の
『
広
益
俗
説
弁
』
等
様
々
な
書
物
で
引
用
さ
れ
、
時
代
を
超
え
て
よ
り

広
い
地
域
・
階
層
の
読
者
に
受
容
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
神
国
思
想
や
朝
鮮
観
の
質
的
転
換
点
と
し
て
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れ
て
き

優
秀
修
士
論
文
概
要

近
世
日
本
の
書
物
文
化
に
お
け
る
民
衆
の

〈
古
代
〉
認
識

│
│
神
功
皇
后
伝
説
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
│
│

相
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た
、
蒙
古
襲
来
や
文
禄
・
慶
長
の
役
と
関
係
が
深
い
福
岡
で
活
動
し
た
貝
原
好
古
の
事

例
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
末
に
お
け
る
神
国
論
や
神
功
皇
后
観
は
、
近
代
と

は
異
な
る
近
世
に
固
有
の
論
理
に
よ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

第
二
章
「
一
七
世
紀
京
都
に
お
け
る
神
功
皇
后
像
と
そ
の
系
譜
│
浅
井
了
意
『
本
朝

女
鑑
』
を
中
心
に
│
」
で
は
、
仮
名
草
子
作
家
の
浅
井
了
意
著
『
本
朝
女
鑑
』（
寛
文

元
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）
を
中
心
に
、
近
世
女
訓
書
に
お
け
る
列
女
像
の
特
徴
と
、
一

七
世
紀
京
都
に
お
け
る
民
衆
の
神
功
皇
后
像
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
た
。

近
世
女
訓
書
に
は
、
男
性
へ
の
従
属
を
求
め
る
儒
教
的
価
値
観
と
、
文
学
的
教
養
を

求
め
る
平
安
時
代
以
来
の
価
値
観
が
併
存
す
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本

章
で
は
女
訓
書
に
頻
出
す
る
神
功
皇
后
の
分
析
か
ら
、
男
性
に
劣
ら
な
い
知
性
・
体

力
・
政
治
的
手
腕
を
も
つ
両
性
具
有
的
な
「
女
武
者
」
を
模
範
化
す
る
言
説
も
ま
た
女

訓
書
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
列
女
の
条
件
は
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

次
に
、
京
都
書
肆
刊
行
の
『
本
朝
女
鑑
』
が
、
近
世
で
最
も
早
い
時
期
に
神
功
皇
后

の
「
ア
ユ
釣
り
占
い
」
伝
説
（
新
羅
出
兵
の
成
否
を
釣
り
で
占
っ
た
と
い
う
逸
話
）
を

図
像
化
し
た
点
に
着
目
し
、同
時
代
の
京
都
に
お
け
る
神
功
皇
后
像
を
考
察
し
た
。『
日

本
書
紀
』
に
み
え
る
こ
の
逸
話
は
、
中
世
に
広
く
流
布
し
た
『
八
幡
縁
起
絵
巻
』
で
は

描
か
れ
ず
、
現
代
の
研
究
で
も
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
伝
説

が
一
六
世
紀
に
は
京
都
祇
園
会
の
山
鉾
・
占
出
山
と
し
て
表
現
さ
れ
、
近
世
の
祇
園
会

特
集
の
書
籍
や
絵
馬
に
も
描
か
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
京
都
を
中
心
に
広
く
共

有
さ
れ
た
「
ア
ユ
釣
り
占
い
」
イ
メ
ー
ジ
が
、『
本
朝
女
鑑
』
に
反
映
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
し
た
。

以
上
、
第
一
・
二
章
で
は
、
特
定
の
地
域
を
拠
点
に
活
動
し
た
作
家
の
著
作
を
中
心

に
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
第
三
章
「
民
衆
書
物
に
み
る
神
功
皇

后
像
の
展
開
」
で
は
、
近
世
前
期
か
ら
明
治
初
期
に
お
け
る
大
衆
向
け
の
教
養
書
・
実

用
書
・
娯
楽
書
約
一
五
〇
点
を
対
象
に
、
近
世
の
神
功
皇
后
関
連
記
事
の
特
徴
と
変
遷

に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
節
用
集
（
辞
書
）
と
年
代
記
（
編
年
歴
史
書
）
の
分
析
か
ら
、
近
世
前
期
よ

り
こ
の
伝
説
が
日
用
教
養
知
識
と
し
て
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
書
物

の
挿
絵
に
み
え
る
神
功
皇
后
図
像
を
類
型
化
し
、
普
遍
的
イ
メ
ー
ジ
を
探
っ
た
。
そ
の

結
果
、
①
中
世
作
品
の
系
譜
を
引
く
三
韓
征
伐
の
描
写
「
出
陣
」・「
凱
旋
」・「
戦
闘
」・

「
降
服
」
図
（
近
世
〜
近
代
の
定
番
）、
②
神
功
皇
后
と
武
内
宿
祢
や
応
神
天
皇
が
並
ぶ

図
（
近
世
〜
近
代
の
定
番
）、
③
「
ア
ユ
釣
り
占
い
」
図
（
近
世
前
期
〜
中
期
に
顕
著
）、

④
天
皇
表
現
の
指
標
で
描
か
れ
た
神
功
皇
后
図
像
（
近
世
後
期
に
登
場
）
に
大
別
で
き
、

③
と
④
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

③
の
流
行
に
関
し
て
は
、
第
二
章
で
み
た
「
ア
ユ
釣
り
占
い
」
伝
説
を
モ
チ
ー
フ
と

す
る
占
出
山
や
、『
本
朝
女
鑑
』
の
挿
絵
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。
先
行
研
究
で
は
三

韓
征
伐
へ
の
関
心
が
高
く
①
が
注
目
さ
れ
る
が
、
③
の
よ
う
な
民
俗
的
・
呪
術
的
な
伝

説
の
受
容
が
近
世
で
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
検
討
す
る
作
業
が
今
後
必
要

だ
ろ
う
。
ま
た
④
の
背
景
に
は
、
即
位
は
し
て
い
な
い
が
実
際
に
政
務
を
執
っ
た
と
し

て
、
神
功
皇
后
を
一
五
代
天
皇
に
数
え
る
民
間
の
天
皇
観
と
、
近
世
後
期
に
お
け
る
有

職
故
実
や
公
家
文
化
の
大
衆
的
流
行
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
で
き
る
。

つ
づ
い
て
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
特
徴
を
検
討
し
た
。

諸
国
名
所
図
会
で
は
、
西
日
本
を
中
心
に
神
功
皇
后
を
地
域
や
寺
社
の
歴
史
に
取
り
込

む
記
事
が
増
加
す
る
。
異
国
や
歴
史
に
関
連
し
た
書
籍
で
は
、
朝
鮮
だ
け
で
な
く
琉
球

や
蝦
夷
、
東
南
ア
ジ
ア
等
、
諸
外
国
を
征
伐
し
た
先
例
と
し
て
神
功
皇
后
伝
説
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
伝
説
を
日
本
武
尊
や
聖
徳
太
子
、
豊
臣
秀
吉
、
薩
摩
藩
等

の
対
外
戦
争
と
関
連
づ
け
る
語
り
が
顕
著
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
歴
史
叙
述
か
ら
は
、
近
世
前
中
期
に
見
ら
れ
た
「
ア
ユ
釣
り
占
い
」
を
含

む
多
元
的
な
伝
説
構
成
が
、
三
韓
征
伐
へ
焦
点
化
し
て
い
く
過
程
が
読
み
と
れ
る
。
一

方
で
、
三
韓
征
伐
と
諸
外
国
や
他
時
代
の
人
物
・
出
来
事
と
の
関
連
づ
け
が
積
極
的
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
神
功
皇
后
伝
説
を
対
朝
鮮
観
の
問
題
と
し
て
の
み

扱
う
先
行
研
究
の
視
点
に
は
、
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
。
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補
論
「〈
書
物
の
知
〉
と
民
俗
世
界
の
交
錯
│
絵
馬
に
み
る
神
功
皇
后
伝
説
の
受
容

の
諸
相
│
」
で
は
、
第
一
〜
三
章
で
論
じ
た
書
物
知
と
し
て
の
神
功
皇
后
伝
説
と
実
際

の
民
衆
生
活
と
の
接
点
を
探
る
た
め
に
、
近
世
に
奉
納
さ
れ
た
神
功
皇
后
絵
馬
約
一
六

〇
点
を
分
析
し
た
。
絵
馬
は
、
伝
説
の
舞
台
で
あ
る
西
日
本
だ
け
で
な
く
東
日
本
広
域

に
も
多
数
確
認
で
き
、
そ
の
画
題
は
書
物
の
挿
絵
と
類
似
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

第
四
章
「
近
世
か
ら
近
代
へ
│
神
功
皇
后
伝
説
の
ゆ
く
え
│
」
で
は
、
こ
こ
ま
で
論

じ
て
き
た
近
世
に
お
け
る
神
功
皇
后
伝
説
の
読
ま
れ
方
が
近
代
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
、
明
治
政
府
に
よ
る
諸
政
策
と
自
由
民
権
運
動
期
以
降
の
女
権
拡
張
論
・
女
性

論
に
着
目
し
、
国
権
と
民
権
の
双
方
か
ら
検
討
し
た
。

ま
ず
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
結
果
、
近
代
化
政
策
の
過
程
で
、
神
功

皇
后
は
肖
像
紙
幣
や
国
歌
な
ど
で
国
民
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
る
も

の
の
、
次
第
に
性
規
範
を
逸
脱
す
る
存
在
と
し
て
問
題
視
さ
れ
、
そ
の
役
割
か
ら
後
退

し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
方
で
女
権
拡
張
論
に
お
い
て
は
、
近
世
女
訓
書
で
模
範
化

さ
れ
た
両
性
具
有
的
な
神
功
皇
后
は
、
知
力
・
体
力
両
面
で
男
性
を
し
の
ぎ
国
の
発
展

に
貢
献
し
た
と
評
価
さ
れ
、
男
女
平
等
の
歴
史
的
根
拠
と
な
る
。
し
か
し
日
清
・
日
露

戦
争
を
経
て
良
妻
賢
母
観
が
浸
透
す
る
と
、
神
功
皇
后
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
「
女
性
」
に

固
定
化
さ
れ
た
。

次
に
、
歴
史
叙
述
の
観
点
か
ら
歴
史
科
・
国
語
科
の
小
学
校
用
教
科
書
を
考
察
し
た

結
果
、
当
初
は
近
世
的
歴
史
認
識
が
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
一
〇
年
代
以
降
、
三

韓
征
伐
が
「
文
明
開
化
」
を
も
た
ら
し
た
国
史
上
の
重
要
事
件
と
し
て
整
理
さ
れ
る
中

で
、
神
功
皇
后
は
歴
代
天
皇
か
ら
除
外
さ
れ
、
近
世
に
流
行
し
た
「
ア
ユ
釣
り
占
い
」

の
よ
う
な
種
々
の
付
随
的
逸
話
も
排
除
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
神
功
皇
后
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
や
叙
述
は
、
官
民
双
方
か
ら
国

民
国
家
に
適
合
的
な
も
の
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

終
章
で
は
第
四
章
ま
で
の
分
析
を
ふ
ま
え
、
神
功
皇
后
像
か
ら
み
た
近
世
民
衆
の

〈
古
代
〉
認
識
を
考
察
し
た
。

近
世
の
民
衆
に
と
っ
て
、
な
か
で
も
神
功
皇
后
の
よ
う
な
支
配
者
側
の
〈
古
代
〉
の

人
物
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
平
安
時
代
以
降
の
武
家
・
公
家
の
風
俗
と
、
同
時
代
の

社
会
・
文
化
・
風
俗
に
関
す
る
知
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

神
功
皇
后
伝
説
と
い
う
〈
古
代
〉
史
は
、
近
世
の
人
々
が
、
過
去
あ
る
い
は
同
時
代
の

出
来
事
や
自
己
・
共
同
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
位
置
づ
け
や
意
味
、
正
統
性
を
理
解

し
表
現
す
る
際
の
、
一
つ
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
。

本
論
文
で
の
検
討
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
日
本
人
の
朝
鮮
観
あ
る
い
は
安
産
信
仰
と
い

う
二
者
択
一
的
な
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
神
功
皇
后
伝
説
に
つ
い
て
、
近
世
・
近

代
に
お
け
る
具
体
的
な
受
容
の
展
開
過
程
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
社
会
的
機
能
を

様
々
な
観
点
か
ら
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。




