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皆
さ
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お
元
気
で
す
か
〟
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や
か
な
宮
中
、
女
の
戦
い
！

紫
式
部
、
清
少
納
言
を
こ
き
お
ろ
す
！

暖
か
な
春
の
日
ざ
し
が
な
に
よ
り
う
れ

し
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
新
年
度
が
始
ま
り
、
環
境
が
変

わ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
新
し
い

こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
季
節
で
も
あ
り

ま
す
。
前
向
き
な
気
持
ち
で
充
実
し
た

日
々
を
過
ご
し
、
幸
せ
な
瞬
間
を
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。
素
敵
な
出
会
い
や
成
長

が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

「笑顔が広がる ふれあいの場」

十
一
世
紀
に
入
っ
た
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
、
藤
原
氏
は
自

系
の
女
を
二
人
、
一
条
天
皇
の
後
宮
に
入
れ
て
い
た
。

一
人
は
定
子
（
て
い
し
）
で
皇
后
、
一
人
は
彰
子
（
し
ょ
う

し
）
で
中
宮
で
あ
る
。

こ
の
二
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
才
女
が
従
い
、
そ
の
才
女
た
ち
は

め
き
め
き
才
能
を
表
し
た
。
男
性
貴
族
で
さ
え
感
嘆
す
る
才
女

た
ち
の
文
才
は
、
い
き
お
い
彼
女
た
ち
の
住
む
部
屋
を
大
サ
ロ

ン
化
し
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
人
が
訪
れ
た
。

中
で
も
、
皇
后
定
子
に
従
う
清
少
納
言
と
、
中
宮
彰
子
に
従

う
紫
式
部
の
両
サ
ロ
ン
は
、
訪
問
客
が
ひ
き
も
き
ら
な
か
っ
た
。

二
人
と
も
、
夫
を
な
く
し
た
未
亡
人
だ
っ
た
が
、
文
才
は
と
も

に
群
を
抜
い
て
い
た
。

し
か
し
、
性
格
は
ま
っ
た
く
対
照
的
だ
っ
た
。

人
々
の
見
た
と
こ
ろ
、
清
少
納
言
は
、

「
か
な
り
強
気
だ
」
と
い
わ
れ
た
し
、
紫
式
部
は
、

「
と
て
も
控
え
め
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
、

「
清
少
納
言
殿
は
、
上
流
生
活
を
賛
美
し
、
庶
民
を
卑
（
い

や
）
し
ん
で
い
る
」
と
い
わ
れ
、

「
紫
式
部
殿
は
、
下
層
の
人
々
に
も
温
か
い
目
を
注
い
で
い

る
」
と
い
わ
れ
た
。

後
宮
は
女
性
の
世
界
だ
。
一
条
天
皇
の
後
宮
が
華
麗
な
平
安

文
学
を
生
み
出
す
舞
台
に
な
っ
た
の
は
、
文
才
の
競
い
あ
い
も

も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
女
性
特
有
の
激
し
い
嫉

妬
心
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

嫉
妬
に
よ
る
憎
し
み
の
情
も
ま
た
、
才
能
を
さ
ら
に
磨
く
研

磨
機
の
役
を
果
た
す
の
だ
。

清
少
納
言
と
紫
式
部
は
、
対
極
に
立
つ
女
性
と
し
て
い
ろ
い

ろ
対
比
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
式
部
が
後
宮
に
勤
め
た
頃
は
、

皇
后
定
子
が
死
ん
で
五
、
六
年
た
っ
て
い
た
。

清
少
納
言
も
こ
の
と
き
宮
仕
え
を
辞
し
た
ら
し
い
か
ら
、
二

人
が
才
能
を
争
っ
た
機
会
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
だ
ろ

う
。が

、
あ
れ
だ
け
控
え
め
で
他
人
の
悪
口
な
ど
こ
れ
っ
ぽ
ち
も

言
わ
な
い
、
紫
式
部
が
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い

る
。

「
清
少
納
言
は
、
実
に
高
慢
ち
き
で
い
や
な
女
だ
。
り
こ
う

ぶ
っ
て
、
才
能
を
自
慢
し
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
勉
強
が

（
歴
史
書
よ
り
）
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俳
句
は
一
句
二
句
と
「
句
」
で
か
ぞ
え
ま
す
が
、
和
歌
（
短

歌
）
は
一
歌
二
歌
と
は
か
ぞ
え
な
い
で
、
一
首
二
首
と
い
う
よ
う

に
「
首
」
で
か
ぞ
え
ま
す
。
首
は
い
う
ま
で
も
な
く
頭
部
の
こ
と

で
、
首
と
い
う
字
は
目
と
毛
髪
を
か
た
ど
っ
た
象
形
文
字
で
す
。

そ
の
首
が
ど
う
し
て
和
歌
（
短
歌
）
を
か
ぞ
え
る
助
数
詞
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
首
・
二
首
と
い
う
か
ぞ
え
方
は
も
と
は
中
国
で
の
か
ぞ
え
方

で
し
た
。
中
国
で
は
詩
を
か
ぞ
え
る
と
き
、
詩
一
首
・
詩
二
首
と

い
う
よ
う
に
、
「
首
」
を
用
い
ま
し
た
。

そ
の
わ
け
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
「
首
」
と
い
う
言
葉
に

は
頭
部
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
お
さ
（
長
）
、
か
な
め
、
物
事

の
し
め
く
く
り
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
詩
は
あ
ら
ゆ
る
作
品
の
な

か
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
尊
ば
れ
ま
し
た
。
お
そ
ら

く
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
中
国
で
は
詩
を
「
首
」
で
か
ぞ
え
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
な
ら
い
、
日
本
で
も
和
歌

（
短
歌
）
を
一
首
・
二
首
と
「
首
」
で
か
ぞ
え
る
よ
う
に
な
っ
た

よ
う
で
、
万
葉
の
時
代
か
ら
す
で
に
歌
は
「
首
」
で
か
ぞ
え
て
い

ま
し
た
。

和
歌
を
か
ぞ
え
る
の
に
一
首
・
二
首
と
か
ぞ
え
る
の
は
な
ぜ
？

（
話
の
ネ
タ
集
よ
り
）

『
枕
草
子
』
を
書
い
た
清
少
納
言
と
、

『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
紫
式
部
と
、
と

も
に
一
条
天
皇
の
後
宮
に
い
た
才
女
。
こ

の
頃
の
後
宮
は
、
た
ん
な
る
性
生
活
の
場

で
は
な
く
、
文
学
を
生
む
サ
ロ
ン
で
あ
り
、

才
女
が
ひ
し
め
い
て
い
た
。
男
女
間
の
恋

愛
に
つ
い
て
も
お
お
ら
か
だ
っ
た
。
し
か

し
、
貧
窮
に
苦
し
む
庶
民
と
は
ほ
ど
遠
い
、

い
い
気
な
も
の
だ
っ
た
。

足
り
な
い
。
あ

あ
い
う
ふ
う
に

目
立
つ
こ
と
ば

か
り
考
え
て
い

る
人
間
は
、
必

ず
哀
れ
な
末
路

を
た
ど
る
に
ち

が
い
な
い

…
…

」
（
『
紫

式
部
日
記
』
）

紫
式
部
が
後

（
歴
史
書
よ
り
）

宮
に
入
っ
た
頃
、
ま
だ
ま
だ
清
少
納
言
の
う
わ
さ
が
高

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
持
ち
前
の
つ
つ
ま
し
さ
が
破
れ
て
、

式
部
も
つ
い
反
発
し
た
の
だ
。
彼
女
も
ま
た
女
で
あ
っ

た
。


