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三
）

の

皇
女
佳
子
内

親
王
の

心
的

不
調
と

平
癒
を
語
る

伝
承
が
残
さ
れ
て

い

る
。

　

　
佳
子
内
親
王
は

十
八
歳
の

こ

ろ

よ

り、
「

御
心
地
常
な
ら

ず
在
ま
し

」

。

　

　
丈
な
る

御
髪
を
乱
し

て、

た
だ

帷
の

中
に

隠
れ

て

い

た
。

そ
う
し
た

　

　
と

き
岩
倉
の

大
雲

寺
の

十
一

面

観
音
と

閼
伽
井
の

水
が
こ

う
し
た
病

　

　
に

効
く
と
聞
き

、

参
籠
し
た
と
こ

ろ

平
癒

し
た

。

　

た
だ
し
こ

の

伝

承
を

記
す
「

御
香
水
由
来
記
」

は

江
戸
時
代
後
期
の

作

と

さ
れ、

他
に

類
話
を

載
せ

た

史
料
は
な
い

。

そ
れ

ゆ

え、

大
雲
寺
に
て

心
的

不
調
者
の

治
療
が
開
始
さ
れ
た

後
に

創
作
さ
れ

た
も
の

と

思
わ
れ
る

（
橋
本
明
『

治
療
の

場
所
と

精
神
医
療

史
』

日

本
評
論
社、

二

〇
一

〇
年）

。

だ

が

後
三
条
天
皇
は
藤
原
氏
を

外
祖
父
と
せ

ず、

さ

ら
に

次
の

代
の

白
河

帝
が
退
位
後
に

院
政
を
始
め

た

と
い

う
点
に

お

い

て
、

宮
子
と

佳
子
は

藤

原
氏
繁
栄
の

起
点
と

終
点
に

位
置
す
る

女
性
と
い

う

関
係
に

あ
る

。

　

し
か
し
大
雲
寺
の

治
療
場
と

し
て

よ

り
興
味
深
い

の

は
、

他
の

湯
治
や

瀧

行
そ
し
て

読
経
な
ど

か
ら

な
る
他
の

類
似
施

設
の

ほ
と

ん

ど

が
、

付
添

人

を
前
提
と

し
て
い

た

の

に

対
し
て、

岩
倉
の

地
で

は

付
き
添
い

人
な
し

で

受
け
容

れ
て

い

た

こ

と

で

あ
る

。

す
な
わ

ち
病
人
の

家
族
が

＝
疋

の

「

治
療
費
」

を

払
う
と
、

岩
倉
の

茶
屋
に
雇
わ
れ

た

「

介
抱
人
」

と

呼
ば

れ

る

存
在
が
病
人
を
自
宅
に

預
か
り、

瀧

病
な
ど
の

治
療
を

お
こ

な
う
と

い

う
シ

ス

テ
ム

が
出
来
上
が

っ

て
い

た
こ

と
で

あ
る

。

　
つ

と

に
知
ら
れ
て

い

る

よ

う
に、

日

本
の

精

神
医

学
の

礎
を
築
い

た

呉

秀
三

（

一

八

六
五

−
一

九
三

二
）

は
、

一

八

九
五

年
に
刊
行
し
た

『

精
神

病
学

集
要
（
後
編
ご

に
お
い

て
、

精

神
し
ょ

う
が

い

者
の

「

家

庭
的
看

護
」

の

事
例
と

し
て

岩
倉
を

、

ベ

ル

ギ
ー
の

ゲ
ー

ル

と

並
ぶ

も
の

と
評
価

し
た

。

ゲ
ー

ル

は

ベ

ル

ギ
ー

北
部
に

あ
り、

精

神
し
ょ

う
が

い

者
を
町
ぐ

る
み

で

受
け

容
れ
た
こ

と
で

知
ら
れ
る

地
で

あ
る

。

民
家
に

宿
泊
し

な
が

ら
、

教

会
へ

通
っ

て

治
療
の

儀

式
を

受
け
る

と
い

う
形
で

あ
る

。

　
も
ち
ろ

ん
全
て

が
ゲ
ー

ル
、

岩
倉
の

い

ず
れ
に

せ

よ
、

美
名
の

み

で

評

価
で

き
な
い

こ

と
は

確
か
で

あ
る

。

実
際
の

と
こ

ろ

岩
倉
に

お
い

て

は
、

参
籠
者
を
拘
束
す
る

器
具
が

残
さ
れ
て

い

る

な
ど

、

「

家
庭
的

看
護
」

と

い

う
美

名
か
ら
外
れ
る
点
も

多
々

あ
る

。

　
し

か
し

福
祉
の

領
域
に

お
い

て

大

規
模
施
設
か
ら
小

規
模
地
域

密
着
型

施

設
へ

の

移

行
が
お
こ

な
わ
れ
て

い

る

現
在、

地
域
に

お

け
る

精
神
し

ょ

う
が

者
の

受

け
容
れ
に

関
し
て、

岩
倉
は
さ

ま
ざ
ま
な

示
唆
を
も
た
ら

し

て

い

る

と
思
わ

れ
る

。

　
な
お

本
発

表
は

、

私
立
大
学
戦
略
的

研
究
基
盤

形
成
支
援

事
業
「

「

う

つ

病
者
の

社
会
的
支
援
」

お
よ

び
「

自
殺

予
防
」

に

関

す
る

ソ

ー

シ

ャ

ル

モ

デ

ル

研
究
・

開
発
」

の
一

環
で

あ
る

。

幻

聴
と

宗
教

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

大
宮
司
　
信

　
一

般
に

、

ま
た

素
朴
に、

幻

覚
は
「

対
象
な
き
知
覚
」

と
い

わ
れ

る
。

精

神
医

学
で

は

そ
の

重
要
さ
の

程
度
か
ら

、

単
な
る

物

音
や

音
楽
と

こ

と

な

り
、

人
間
の

声
が
内
容
と
な
る

幻
聴
が

研
究
の

中
心
と
な

り
、

こ

れ
を

「

幻
声
」

と
よ

ぶ
。

幻
覚
は

語
義

や
歴
史
か
ら

は

「

思
い

違
い
、

と

り
と

め
の

な
い

こ

と
」

を
い

い
、

錯

覚
や

幻
想
な
ど
と
も
判

然
と

区
別
し

が
た

い

内
容
で

あ
っ

た
こ

と

が

予
測
さ
れ
る

が、

現

在
こ

の

方
面
に

取
り
組
む

場

合
、

ま
ず
は

、

上
述
し
た
幻

声
が
出
発

点
と
な
る

。

　

宗
教、

特
に

我
が
国
に
お
け
る

開
教
や

信
仰

復
興
の

際
の

心
的

体
験
と

し
て

、

幻
視
（
見

神
体
験）
、

神
が
か

り
（
憑
依
状
態）

と
並
ん

で
、

神
・
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仏
の

声
を
き

く
と
い

う
体
験
（

幻
声）

は

よ

く
知
ら

れ
て

い

る
。

し
か
し、

一

般
に
紹
介
さ
れ
て

い

る

そ

う
し

た

体
験
は
、

精
神
医

学
の

臨
床
に

お

け

る
記
述
に

比
べ

、

か

な

り
漠
然
と
し
て

い

る
。

教
団
自

体
か
ら

発
信
さ

れ

て

い

る

文
書
に

よ
っ

て

も、

こ

の

点
は
あ
ま

り
は
っ

き

り
し

な
い
。

こ

れ

に
は
も
ち
ろ

ん

教
祖
・

教
団
に

と
っ

て

最
も

神
聖
か
つ

秘
す
べ

き
こ

と
が

ら
で

あ
る

点
も

関
係
し

て

い

よ

う
。

　
い

ず
れ
に

し
ろ

宗
教
の

中
に

お

け
る

幻
声
の

働
き
は

、

本
人
に

安
堵
を

与
え
る

ほ

か、

宗
教
の

成
立

自
体
に

も
関
与
し

、

そ
れ
ま
で

の

宗
教
的
な

体
験
を

新
し

く
問
い

直
し
た

り
体
験
し

な
お

し
た
り

す
る

と
い

っ

た
、

字

義
と
お

り
の

意
味
で

の

画
期
的
か

つ

積
極
的
な

体
験
と
な
る
。

　
一

方
、

精
神
障
害、

と

り
わ

け
統
合
失
調
症
に

お
い

て

は
、

体
験
す
る

病

者
に

と
っ

て

幻
声
は

単
に

な
い

は

ず
の

声
が

聞
こ

え
る

と
い

っ

た
な
ま

や

さ

し
い

現
象
で

は

な
い

。

幻
声
が

「

聞
こ

え
る
」

と
い

う
表
現
は、

も

ち
ろ

ん

聴
覚
的
な
知
覚
現
象
で

あ
る

こ

と
に

ま
ち
が
い

な

い

が、

自
ら
が

好
ん

で

聞
く
の

で

は

な
く、

耳
を

塞

ぎ
聞
き
た

く
な
い

強
い

嫌
悪
感
が
あ

る

の

に
、

そ

れ
に
反
し
て

「

聞
か

せ

ら
れ

る
」

体
験
で

あ
り、

し
か
も
自

己
の

考
え
や

行
動
を
制

約
し、

い

い

よ

う
に

病
者
を

あ
や

つ

る
。

こ

れ
が

病
気
と

し
て

の

幻
声
の

特
徴
で

あ
る
。

　

関
根
義
夫
は

豊
富
な

統
合

失
調
症
の

幻
声
の

代
表
的
な

症

例
記
述
に
加

え

て、

こ

の

よ

う
な

幻
声
の

特
徴
に

対
し
て

控
え
め

で

あ
る

が、

「

実
体

的
被
侵
襲
感
」

と
い

う

言
葉
を
与
え
て

い

る
。

本
論
考
で

は
、

体
験
者
の

視
点
よ

り、

む
し
ろ

幻
声
の

特
徴
に

ふ

ま
え
て

「

自
己
へ

の

侵
襲
性
」

と

い

う
言
葉
を

仮
に

与
え
て

お

き
た

い
。

　

統
合
失
調
症
を
中
心
と

す
る

精
神
疾
患
に

み

ら

れ

る

幻
声
と

同
じ
よ

う

に
、

宗
教
的
体
験
と

し
て

の

幻
声

も
、

外
か

ら
の

声
と

し
て、

例
え
ば

「

神
の

声
と

し
て

聞
い

た
」

と
い

っ

た

か
た

ち
で

記

載
さ

れ

て

い

る

も
の

が

多
い

が、

上

述
し
た
よ

う
に、

そ

の

実
態
は

あ
ま

り
は

っ

き
り

し
な

い
。

記

述
上

の

例
え
や

表

現
で

あ
っ

た

り
す
る

可

能
性

も
否

定
で

き
な

い
。

し

か

し
一

般
に

、

実
際
に

外
界
か
ら

の

声
と

し
て

知
覚
的
に
捉
え
ら

れ
た

幻
声
（

真
性
幻
声
）

で

は

な

く
、

内
界
の

表
象
の

中
で

聞
こ

え
て

き

た
と

感
じ

る

幻
声
（
仮
性
幻
声）

の

可

能
性
が、

宗
教
の

中
の

幻
声
の

記

載
に

は

多
い

よ

う
に

筆
者
は

感
じ

て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
な

幻
声
の

形
式
上
の

相
違
が

可
能
性
と

し
て

あ
る

が、

よ
り

重

要
な

相
違
は

先
に

述
べ

た

「

自
己
へ

の

侵
襲
性
」

と
い

う
仮
に

定
め
た

述

語
に

あ
ら

わ

さ
れ

る

部
分
で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

こ

の

点
が

両
者
を

分

け
る

違
い

と
思

う
。

宗
教
に

お

け
る

幻
声
は

精
神
の

病
に

お
け
る
幻
声
の

よ

う
に
、

自
己
へ

の

侵
襲
的
な

声
と
し

て

聞
こ

え、

脅
か
さ
れ
、

さ
ら
に

は

行
動
が
取
れ

な
く
な

っ

て

く
る

よ

う
な
も
の

で

は

な
い

。

精
神
の

病
に

見
ら

れ

る

幻
声
は

そ
う
し
た

幻
声
を

遙
か
に

超
え
る
強
い

力
を

持
ち、

そ

し

て

自
己
に

対
し
て

侵
襲
的
で

あ
る

。

逆
に

自
己
侵
襲
的
で

は

な
い

が
、

あ

く
ま
で

非
日
常

的
で

あ
る
こ

と

（

幻
声
の

場
合、
「

な
い

は

ず
の

声
」

が

き
こ

え
る

こ

と
）

が
、

新
し
い

境
地

を
切
り
開
く
と
い

う
意
味
合
い

に

お

い

て

宗
教
の
一

部
に

意
味
を

も
っ

て

い

る

と

考
え
る

。

マ

イ
ン

ド
フ

ル

ネ
ス

と

依
存
症
の

ケ
ア

　
　

　
しd
円
国
N8

門

の

思
想
と

実
践

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

葛
西

　
賢
太

　
『

仏

教
心
理
学
キ
ー

ワ

ー

ド

事
典
』

の

未
完
の

課

題
で

あ
る

現
代
的
な

動
向
を

踏
ま
え
る

た

め

に
、

仏
教
心
理
学
の

担
い

手
た

ち
の

実
践
と

思
想

に

つ

い

て

検
討
す
る

。
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