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ご
講
義
は
皇
后
美
智
子
さ
ま
（
現
、
上

皇
后
陛
下
）
の
御
歌
、
万
葉
集
な
ど
の
古

歌
、
能
、『
古
事
記
』、
さ
ら
に
は
日
本

の
武
士
道
と
西
洋
の
騎
士
道
と
の
系
譜

の
比
較
な
ど
、
多
岐
に
亘
っ
た
が
、
先

生
の
学
問
の
深
遠
な
世
界
を
見
る
思
ひ

が
し
た
。
最
後
に
先
生
は
マ
ル
ロ
ー
の

「
人
生
は
何
物
に
も
値
し
な
い
。
し
か

し
、
人
生
に
値
す
る
何
物
も
な
い
」
と

い
ふ
言
葉
を
紹
介
さ
れ
て
、「
私
ど
も

は
こ
の
、『
し
か
し
』
と
言
は
せ
る
も

の
を
、
則
ち
銘
々
の
水
鏡
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
講
義
を
終

へ
ら
れ
た
（「
水
鏡
」
と
は
、
能
か
ら
の
言

葉
で
、「
別
世
界
に
入
る
導
き
の
徴し
る
し
」
と
の
こ

と
）。
先
生
は
私
た
ち
に
、
古
来
よ
り
受

け
継
が
れ
て
き
た
本
来
の
「
大
和
心
」

を
銘
々
の
生
き
方
に
甦
ら
せ
る
、
そ
の

「
徴
」（
切
っ
掛
け
）
を
摑
み
な
さ
い
と
の

お
諭
し
を
さ
れ
た
や
う
に
思
は
れ
た
。

二
日
目
最
後
の
伊
勢
雅
臣
先
生
の

ご
講
義
で
は
、
と
く
に
幕
末
の
孝
明

天
皇
以
降
、
今
上
陛
下
ま
で
の
六
代

の
天
皇
の
お
歌
が
紹
介
さ
れ
、「
歴
代

の
天
皇
が
目
指
さ
れ
た
国
と
は
ど
う

い
ふ
も
の
な
の
か
を
考
へ
て
、
我
々

も
大お
ほ

御み

宝た
か
ら（

国
民
）
の
一
人
と
し
て
、

各
々
所
を
得
て
努
め
て
ゆ
く
こ
と
が

人
生
を
有
意
義
な
も
の
に
す
る
」
と

締
め
く
く
ら
れ
た
。
こ
の
言
葉
は

「
わ
が
こ
と
と
し
て
考
へ
る
」
に
繋
が

る
も
の
で
、
私
に
と
っ
て
も
重
い
宿

題
と
な
っ
た
。	

（
元（
株
）Ｉ
Ｈ
Ｉ
）

の
合
宿
の
重
要
な
研
修
内
容
で
あ

る
が
、
二
日
目
の
最
初
は
小
柳
雄
平

氏
に
よ
る「
短
歌
導
入
講
義
」だ
っ
た
。

氏
は
、
自
分
の
思
ひ
を
率
直
に
詠
む

こ
と
は「
心
の
修
練
」で
あ
る
と
説
い

て
、
さ
ら
に
今
日
ま
で
の
日
本
の
歴

史
の
中
で
短
歌
が
広
く
詠
み
続
け
ら

れ
て
来
た
こ
と
を
語
り
つ
つ
具
体
的

に
短
歌
を
例
示
し
て
く
れ
た
。
日
本

人
の
歩
み
に
お
け
る
短
歌
創
作
の
意

味
を
悟
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
の
小
島
尚
貴
氏
の
会
員
発
表
に
は
、

参
加
者
か
ら「『
自
損
型
輸
入
』の
実
態

を
初
め
て
知
っ
た
」と
の
驚
き
の
声
が

挙
が
っ
て
ゐ
た
。
日
本
の
文
化
伝
統
を

取
り
戻
し
て
地
方
経
済
を
立
て
直
す
、

と
の
信
念
の
も
と
に
奮
闘
す
る
氏
の
生

き
方
は
、
ま
さ
に「
祖
国
・
学
問
・
人
生
」

が
一
つ
に
な
っ
た
生
き
方
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

続
く
招
聘
講
師
の
竹
本
忠
雄
先
生

（
文
芸
評
論
家
・
筑
波
大
学
名
誉
教
授
）
に
よ

る「
大
和
心
の
か
た
ち
と
秘
密
―
現
代

文
明
の
変
貌
に
真
向
か
ひ
て
―
」
は
、
聞

く
者
の
胸
に
突
き
刺
さ
る
も
の
だ
っ

た
。
先
生
は
冒
頭
、
国
文
研
合
宿
へ

の
ご
出
講
は
三
度
目
と
な
る
と
仰
ら

れ
て
、
本
会
へ
寄
せ
ら
れ
る
お
気
持

ち
の
深
さ
が
偲
ば
れ
て
有
難
か
っ
た
。

ま
た
、
ご
講
義
は
質
疑
応
答
も
含
め
、

二
時
間
に
も
及
ぶ
熱
の
こ
も
っ
た
も

の
で
、
お
疲
れ
も
見
せ
ら
れ
ず
に
お

話
し
下
さ
っ
た
。

係
に
つ
い
て
の
示
唆
に
富
む
内
容
で
、

あ
る
学
生
は
「
隣
国
と
の
問
題
は
他

人
事
で
は
な
く
、
す
ぐ
そ
こ
に
迫
っ

て
ゐ
る
、
わ
が
こ
と
と
し
て
考
へ
る

問
題
だ
と
分
か
っ
た
」
と
の
感
想
を

語
っ
て
ゐ
た
。
ま
さ
に
冒
頭
で
述
べ

た
、「
祖
国
・
学
問
・
人
生
」
を
一
体

と
し
て
捉
へ
る
学
び
の
大
切
さ
を
考
へ

る
機
会
と
な
っ
た
。

次
は
岸
野
克
巳
氏
に
よ
る「
古
典
講

義
」だ
っ
た
。
古
典
講
義
は
合
宿
で
必

須
の
コ
マ
だ
が
、
そ
れ
は
古
典
を
通

じ
て
日
本
文
化
を
理
解
す
る
た
め
で

あ
り
、「
祖
国
」と「
学
問
」を
一
体
的

に
学
ぶ
こ
と
に
繋
が
る
。
氏
は
神
職

の
傍
ら
、
長
く『
古
事
記
』を
研
究
さ

れ
て
き
て
、「
日
本
人
は
古
来
か
ら
、

壊
す
の
で
は
な
く
〝
む
す
び
〟
合
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
も
の
を
生

み
出
し
て
き
た
」と
の
ご
指
摘
は
深
い

ご
研
究
か
ら
の
言
葉
と
拝
せ
ら
れ
た
。

短
歌
創
作
と
そ
の
相
互
批
評
は
こ

第
六
十
八
回
全
国
学
生
青
年
合
宿
教

室
が
九
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
「
大
学

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
」（
東
京
都
八
王
子
市
）

に
て
開
催
さ
れ
た
。
本
合
宿
は
「
祖

国
・
学
問
・
人
生
を
語
ろ
う
！
」
の
呼

び
掛
け
の
も
と
、
こ
の
三
者
を
一
体
の

も
の
と
し
て
捉
へ
て
、
自
分
自
身
の
こ

と
と
し
て
考
へ
る
営
み
で
あ
る
。

最
初
の
導
入
講
義
は
神
谷
正
一
氏
に

よ
る
「
わ
が
こ
と
と
し
て
考
へ
る
―
国

の
護
り
を
身
近
に
―
」
で
あ
っ
た
。
ロ
シ

ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
か
ら
一
年

半
が
経
ち
、
日
本
の
中
に
も
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
惨
状
へ
の
関
心
が
や
や
薄
い
だ
か

に
見
え
る
昨
今
、
今
一
度
、
日
本
人
の

国
防
に
対
す
る
心
組
み
の
如
何
を
、
元

航
空
自
衛
官
の
視
点
か
ら
語
っ
て
戴
い

た
。
自
衛
官
人
生
の
根
柢
と
な
っ
た
学

生
時
代
の
体
験
談
か
ら
始
ま
り
、
他

国
か
ら
の
脅
威
の
実
情
を
体
験
に
基

づ
い
て
語
ら
れ
た
貴
重
な
も
の
だ
っ

た
。
個
人
と
国
家
と
の
不
可
分
な
関

第
六
十
八
回
全
国
学
生
青
年
合
宿
教
室
開
か
る
！

  —

「
わ
が
こ
と
と
し
て
考
へ
た
」二
泊
三
日—
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