
皇
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要
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

令
和
元
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
令
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日
〈
土
〉
午
後
一
時
三
十
分
～
五
時
三
十
分

於
皇
學
館
大
学

二
号
館
二
三
一
教
室
）

皇
位
継
承
を
考
え
る

〔
基
調
公
演
〕
所

功
氏
（
本
学
特
別
招
聘
教
授
・
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
）

〔
発
題
〕
岡

田

莊

司
氏
（
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
・
同
大
学
院
客
員
教
授
）

藤

森

馨
氏
（
国
士
舘
大
学
教
授
・
同
大
学
院
教
授
）

〔
司
会
〕
佐

野

真

人
氏
（
当
セ
ン
タ
ー
助
教
）

〔
開
会
〕

【
佐
野
真
人
】
本
日
は
、
年
末
の
押
し
迫
っ
た
と
こ
ろ
、
多
数
ご
参
集
を
賜
り
ま
し
て
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
よ
り
、
令
和
元
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン

タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
皇
位
継
承
を
考
え
る
」
を
開
催
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。
開
催
に
先
立
ち
ま
し
て
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
の
大
島
信
生
よ
り
ご
挨
拶
申
し
上

げ
ま
す
。

【
大
島
信
生
】
本
日
は
、
令
和
元
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公

開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
来
場
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
、
研

究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
の
大
島
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
こ

の
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
に
は
、
神
道
研
究
所
・
史
料
編
纂
所
・
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
と

い
う
三
つ
の
柱
と
な
る
機
関
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
活
動
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

本
日
、
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
の
天
皇
陛
下
御
即
位
記
念
特
別
展
「
即
位
礼
と
大
嘗
祭
」
が
、

無
事
に
最
終
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
に
ご
来
場
頂
き
ま
し
た
こ
と
、

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
神
道
研
究
所
の
活
動
は
、
総
合
研
究
と
部
門
別
研
究
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
総
合

研
究
の
ほ
う
で
は
、
皇
室
祭
祀
・
神
宮
祭
祀
、
ま
た
部
門
別
研
究
で
は
、
第
一
部
門
神
道
思
想
、

第
二
部
門
祭
祀
、
第
三
部
門
神
道
史
、
第
四
部
門
宗
教
・
民
俗
、
第
五
部
門
文
学
・
芸
術
と
い
っ

た
五
つ
の
部
門
研
究
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
春
学
期
に
は
公
開
学
術
講
演
会
を
、
秋

学
期
に
は
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
皇
位
継
承
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
ま
す
。
本

年
五
月
一
日
に
天
皇
陛
下
が
第
一
二
六
代
の
天
皇
と
し
て
御
即
位
に
な
ら
れ
、
元
号
も
「
令
和
」

と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
皇
位
継
承
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
誠
に
意
義
の
あ
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
こ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
、
第
一
線
で
ご
活
躍
の
本
学
特
別
招
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聘
教
授
・
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
・
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
教
授
の
所
功
先
生
、
國
學
院
大
學

名
誉
教
授
・
同
大
学
院
客
員
教
授
の
岡
田
莊
司
先
生
、
国
士
舘
大
学
教
授
・
同
大
学
院
教
授
の

藤
森
馨
先
生
か
ら
お
話
を
頂
戴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
司
会
は
、
本
学
研
究
開

発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
佐
野
真
人
助
教
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

本
日
は
長
時
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
会
場
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
も
最
後
ま
で
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
以
上
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
佐
野
】
大
島
セ
ン
タ
ー
長
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
は
、
私
の
方
か
ら
、

本
日
の
開
催
趣
旨
並
び
に
パ
ネ
リ
ス
ト
の
ご
紹
介
、
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

開
催
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
セ
ン
タ
ー
長
の
挨
拶
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

本
年
五
月
一
日
に
天
皇
陛
下
が
御
即
位
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
御
即
位
は
譲
位
に
よ
る
も

の
で
、
二
〇
二
年
ぶ
り
に
譲
位
に
よ
る
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に
あ
た
り
ま
し

て
、
ど
の
よ
う
な
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
新
し
く
退
位
の
礼
な
ど
様
々
な
儀
礼
が
新
設
さ
れ
た
と
い
う
の
は
周
知
と
お
り
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
儀
式
は
、
十
月
二
十
二
日
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
即
位
礼
正
殿

の
儀
と
十
一
月
十
四
日
の
夕
刻
か
ら
十
五
日
の
未
明
に
か
け
て
挙
行
さ
れ
ま
し
た
大
嘗
祭
で
ご

ざ
い
ま
す
。

即
位
礼
正
殿
の
儀
は
、
即
位
さ
れ
た
天
皇
が
、
日
本
の
国
内
外
に
そ
の
即
位
を
宣
言
さ
れ
る

儀
式
で
あ
り
、
大
嘗
祭
は
、
即
位
さ
れ
た
天
皇
が
初
め
て
行
う
新
嘗
祭
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
の
儀
式
は
、
中
世
に
は
延
引
、
あ
る
い
は
大
嘗
祭
そ
の
も
の
が
停
止
さ
れ
た
り
も
し
て

お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
儀
礼
の
内
容
な
ど
江
戸
時
代
に
復
興
さ
れ
ま
し
て
、
今
日
ま
で
続
い

て
き
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
古
代
か
ら
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
「
皇
位
」
そ
の
も
の
の
継
承
を
考
え
る

と
き
に
、
日
本
の
国
民
だ
け
で
な
く
、
世
界
か
ら
も
注
目
を
浴
び
て
お
り
ま
す
。

今
回
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
次
代
へ
の
課
題
な

ど
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
改
め
て
確
認
し
た
上
で
、
歴

史
事
実
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
今
後
の
皇
位
継
承
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
。
皇

室
祭
祀
、
と
り
わ
け
大
嘗
祭
の
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
神
道
研
究
所
と
し
て
は
重
要
な
テ
ー
マ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
日
三
人
の
先
生
に
お
願
い
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

実
は
、
三
人
の
先
生
に
は
、
三
年
ほ
ど
前
か
ら
お
願
い
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
八

年
八
月
の
上
皇
陛
下
の
「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
」
と
い
う
お
こ
と
ば
、
そ
の
後
の

皇
室
典
範
特
例
法
の
制
定
な
ど
、
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
定
し
た
と
き
に
、
先
生
方

に
天
皇
陛
下
御
即
位
の
年
の
年
末
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
を
お
願
い
し
、
ご
快
諾

を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

最
初
に
お
話
し
し
て
頂
き
ま
す
の
は
、
基
調
講
演
と
い
た
し
ま
し
て
、
所
功
先
生
で
ご
ざ
い

ま
す
。
先
生
は
、
昭
和
十
六
年
岐
阜
県
の
お
生
ま
れ
で
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修

士
課
程
を
修
了
後
、
慶
応
義
塾
大
学
で
法
学
博
士
を
取
得
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
は
、
本
学

特
別
招
聘
教
授
・
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
・
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
・

麗
澤
大
学
客
員
教
授
な
ど
を
お
勤
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
の
御
業
績
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ

か
と
思
い
ま
す
が
、
皇
位
継
承
の
儀
礼
に
つ
い
て
テ
レ
ビ
に
も
出
演
さ
れ
、
注
目
さ
れ
て
い
る

先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
は
、
皇
位
継
承
あ
る
い
は
神
宮
、
年
号
に
関
す
る
御
業
績
を
中
心

に
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
の
岡
田
莊
司
先
生
に
ご
発
題
を
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
は
、

昭
和
二
十
三
年
神
奈
川
県
の
お
生
ま
れ
で
、
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
を
ご

修
了
に
な
り
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を
お
持
ち
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
國
學
院
大
學
名
誉

教
授
・
同
大
学
大
学
院
客
員
教
授
を
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ご
専
門
は
、
古
代
・
中

世
の
神
道
史
・
神
社
史
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最
後
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、
藤
森
馨
先
生
で
す
。
先
生
は
、
昭
和
三
十
三
年
東
京

都
の
お
生
ま
れ
で
、
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
を
単
位
取
得
満
期
退
学

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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さ
れ
、
博
士
（
宗
教
学
）
と
博
士
（
文
学
）
の
二
つ
を
お
持
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
、
国
士

舘
大
学
教
授
を
お
勤
め
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
三
人
の
先
生
方
は
、
今
年
は
大
変
お
忙
し
く
、
テ
レ
ビ
等
の
取
材
に
ご
活
躍
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
年
こ
の
三
人
の
先
生
に
ご
登
壇
頂
く
こ
と
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
か
と
、
神
道
研
究
所
は
考
え
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

お
お
よ
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
あ
と
一
時
間
ほ
ど
所
功
先
生
の
基
調

講
演
、
そ
の
あ
と
十
分
ほ
ど
休
憩
を
と
り
ま
し
て
、
岡
田
莊
司
先
生
、
藤
森
馨
先
生
の
ご
発
題
、

ま
た
十
分
ほ
ど
休
憩
を
は
さ
み
ま
し
て
、
午
後
四
時
二
十
分
ご
ろ
か
ら
相
互
討
論
と
な
る
と
思

い
ま
す
。

で
は
、
さ
っ
そ
く
最
初
の
基
調
講
演
の
所
功
先
生
に
ご
登
壇
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〔
基
調
講
演
〕

皇
位
継
承
を
考
え
る
―
令
和
大
礼
の
成
果
と
課
題
―

所

功

【
所
功
】
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
こ
の
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
が
令
和
元
年
と
改
ま
り

ま
し
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
一
年
が
過
ぎ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
将
来
、
こ
の
年
度
は
い

ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
深
い
感
慨
を
も
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

私
は
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
十
二
月
の
生
ま
れ
で
、
つ
い
最
近
七
十
八
歳
に
な
り
ま
し

た
。
い
わ
ゆ
る
後
期
高
齢
者
で
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
か
ら
五
十
年
三
月
ま
で
、

こ
の
皇
學
館
大
学
に
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
間
に
、
神
宮
の
第
六
十
回
御
遷
宮

に
初
め
て
遇
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
つ
い
で
二
回
目
は
平
成
五
年
、
こ
の
時
は
私
の
娘
が
皇

學
館
の
国
文
学
科
に
在
学
し
て
お
り
ま
し
た
御
縁
で
、
お
白
石
持
に
奉
仕
で
き
ま
し
た
。
さ
ら

に
三
回
目
は
平
成
二
十
五
年
も
御
縁
が
あ
り
ま
し
て
奉
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
生
で

三
度
も
御
遷
宮
に
遇
え
る
と
い
う
の
は
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
、
今
回
、
間
近
に
御
譲
位
か
ら
御
即
位
に
関
す
る
一
連
の
儀
式
・
行
事
を
拝
見
し
ま

し
て
、
そ
の
重
要
性
を
再
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

本
日
は
、
こ
の
一
連
の
儀
式
・
行
事
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
何
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
考
え
る
機
会
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
て
頂
け
た
こ
と
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

一
、
戦
後
七
十
年
余
の
動
向

主
題
を
考
え
る
背
景
と
し
ま
し
て
、
少
し
余
分
な
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
、
戦
後
の

小
・
中
・
高
で
学
ん
で
き
ま
し
た
が
、
日
本
に
皇
室
が
あ
り
、
天
皇
陛
下
が
お
ら
れ
る
こ
と
を

当
然
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
四
月
に
大
学
へ
入
っ

た
時
は
、
安
保
騒
動
で
国
中
が
揺
れ
動
い
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、『
中
央
公
論
』
と
い
う
雑
誌

に
「
風
流
夢
譚
」
と
い
う
も
の
が
出
て
、
非
常
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

こ
れ
は
深
沢
七
郎
と
い
う
社
会
小
説
家
の
書
い
た
短
篇
で
す
。
東
京
で
暴
力
革
命
が
お
き
て
、

皇
室
の
方
々
が
斬
殺
さ
れ
、
そ
の
首
が
転
が
る
の
を
嘲
り
笑
う
と
い
う
内
容
で
す
。
そ
れ
は
夢

物
語
と
称
し
て
い
ま
す
が
、
背
景
に
皇
室
を
著
し
く
非
難
す
る
学
界
や
論
壇
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
時
期
に
大
学
へ
入
っ
た
私
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
日
本
に
革
命
が
起
き
る
か
も

し
れ
な
い
、
皇
室
が
無
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
恐
れ
を
懐
き
ま
し
た
。
革
命
に
よ
り

皇
室
を
否
定
す
る
よ
う
な
考
え
に
は
非
常
な
違
和
感
を
覚
え
、
六
年
後
に
大
学
院
の
修
士
卒
業

後
、
こ
の
皇
學
館
大
学
へ
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
幸
い
、
皇
室
を
中
核
と
す
る

日
本
の
歴
史
を
学
び
な
が
ら
教
え
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
第
六
十
回
式
年
遷
宮
の
年
に
出
来
ま
し
た
の
が
、
こ

の
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
経
緯
は
、
詳
し
く
存
じ
ま
せ
ん
が
、
当
時
の

佐
藤
通
次
学
長
は
じ
め
先
生
方
の
素
晴
し
い
御
見
識
だ
と
思
い
ま
す
。

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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そ
の
主
な
テ
ー
マ
は
、
大
嘗
祭
の
研
究
で
あ
り
、
当
時
熱
心
に
研
究
会
が
続
け
ら
れ
、
そ
の

成
果
が
昭
和
五
十
三
年
『
大
嘗
祭
の
研
究
』
と
い
う
立
派
な
論
文
集
と
し
て
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
五
十
年
か
ら
文
部
省
に
教
科
書
調
査
官
と
し
て
勤
め
、多
忙
を
極
め
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、

そ
こ
に
執
筆
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
研
究
所
発
足
か
ら
わ
ず
か
五
年
で
非
常
に
大
事
な
成
果

を
生
み
だ
さ
れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
十
年
余
り
経
っ
て
、
平
成
の
初
め
に
『
続
大
嘗
祭
の
研
究
』

と
い
う
総
合
的
な
論
文
集
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

私
ど
も
は
研
究
者
と
し
て
何
を
す
べ
き
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
し
っ
か
り
と
し

た
研
究
を
積
み
重
ね
て
学
界
・
論
壇
に
問
う
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
神
道
研
究
所
が
出

来
、
ま
た
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
よ
っ
て
、
成
果
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
研
究
実
績
が
、

こ
の
た
び
の
大
嘗
祭
に
も
直
接
間
接
の
貢
献
を
さ
れ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
い
ま
日
本
の
皇
室
は
、「
万
世
一
系
」
だ
と
い
わ
れ
、
初
代
「
神
武
天
皇
」
だ

と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
の
人
々
が
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
と
み
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
を
強
く
否
定
す
る
よ
う
な
言
論
が
、
戦
後
長
ら
く
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
「
紀
元
節
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
国
家
的
な
祝
日
を
、
戦
後
あ
ら
た
め
て
祝
日

に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
国
民
の
声
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
領
政
策
に
合
わ
な
い
と
い

う
こ
と
で
否
定
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
「
建
国
記
念
の
日
」
と
し
て
「
祝
日
法
」
に
加
え

ら
れ
る
の
は
、
私
が
こ
の
皇
學
館
大
学
に
奉
職
し
た
昭
和
四
十
一
年
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
ま
だ
学
界
も
論
壇
も
神
武
天
皇
を
認
め
な
い
ど
こ
ろ
か
、

継
体
天
皇
以
前
を
抹
殺
す
る
よ
う
な
言
論
が
多
勢
を
占
め
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、

皇
學
館
の
先
生
が
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
学
問
的
な
根
拠
に
基
づ
き
明
確
な
主
張
を
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
中
心
が
後
に
学
長
と
な
ら
れ
た
田
中
卓
博
士
で
あ
り
ま
す
。

田
中
先
生
（
大
正
十
二
年
生
ま
れ
）
は
、
昨
年
九
十
五
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
先
生
が
戦
後
の
学
界
に
お
い
て
果
た
さ
れ
ま
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
と
り
わ

け
、「
建
国
記
念
の
日
」
を
二
月
十
一
日
と
定
め
る
た
め
に
果
た
さ
れ
た
役
割
は
絶
大
で
あ
り

ま
す
。
も
し
「
建
国
記
念
の
日
」
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、「
神
武
天
皇
以
来
」
と
か
「
万
世

一
系
」
と
言
う
こ
と
自
体
、
な
か
な
か
難
し
い
状
況
が
も
っ
と
続
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
加
え
ま
す
と
、「
昭
和
」
の
御
代
が
長
く
続
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

戦
後
、
元
号
（
年
号
）
は
明
文
上
の
法
的
根
拠
を
失
い
ま
し
た
か
ら
、
新
し
い
元
号
を
決
め
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
神
社
界
や
有
識
者

な
ど
全
国
の
各
方
面
か
ら
声
が
上
が
り
ま
し
て
、「
元
号
法
」
と
い
う
法
律
が
昭
和
五
十
四
年

（
一
九
七
九
）
に
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

戦
後
七
十
年
あ
ま
り
の
間
に
で
き
た
皇
室
関
係
の
大
切
な
出
来
事
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
第

一
は
「
建
国
記
念
の
日
」
の
制
定
、
第
二
は
「
元
号
法
」
の
制
定
で
あ
り
ま
す
。
も
し
昭
和

五
十
四
年
に
「
元
号
法
」
が
出
来
て
い
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
十
年
後
の
昭
和
か
ら
平
成
へ
の

改
元
は
、
容
易
に
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
皇
學

館
大
学
、
あ
る
い
は
全
国
の
有
識
者
の
果
た
さ
れ
た
役
割
は
極
め
て
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
今
回
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ス
な
改
元
、
あ
る
い
は

盛
大
・
厳
粛
な
御
大
礼
は
、
放
っ
て
お
い
て
自
動
的
に
出
来
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ

け
先
人
た
ち
の
非
常
な
御
努
力
が
あ
り
、そ
の
根
底
に
着
実
な
研
究
成
果
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
の
ち
ほ
ど
お
話
を
頂
き
ま
す
岡
田
莊
司
先
生
は
、
平
成
の
大
嘗
祭
に
関
し
て
、

当
時
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
な
か
で
、古
来
の
大
嘗
祭
の
史
実
と
意
義
を
学
問
的
に
立
証
さ
れ
、

大
嘗
祭
へ
の
観
念
的
な
誤
解
を
は
ね
の
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
平
成
の
大
嘗
祭
が
何

と
か
出
来
、
そ
れ
を
受
け
継
い
で
令
和
の
大
嘗
祭
も
順
調
に
実
施
で
き
た
の
で
す
。

今
回
の
御
代
替
わ
り
は
、
御
譲
位
と
い
う
二
百
年
ぶ
り
の
出
来
事
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
前

例
に
従
っ
て
臨
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
多
く
の
方
々
が

準
備
さ
れ
て
き
た
成
果
が
実
っ
た
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
神
社
新
報
社
に
お
ら
れ
ま
し
た
葦
津
珍
彦
先
生
な
ど
を
中
心

に
「
皇
室
法
研
究
会
」
が
で
き
た
功
績
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
数
年
に
わ
た
る
成
果
が

昭
和
六
十
二
年
に
『
共
同
研
究

現
行
皇
室
法
の
批
判
的
研
究
』（
神
社
新
報
社
）
と
し
て
出
版

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）

― 52―



さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
戦
後
の
皇
室
典
範
に
規
定
が
な
い
大
嘗
祭
が
今
後
で
き
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
を
心
配
さ
れ
た
方
々
、
と
り
わ
け
葦
津
先
生
や
京
都
大
学
の
大
石
義
雄
先
生
な
ど

が
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
行
の
皇
室
関
係
法

を
徹
底
的
に
検
討
し
て
、
大
嘗
祭
を
行
え
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。
最
近
こ
の
本
が
再

版
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

戦
後
の
昭
和
二
十
年
代
・
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
・
五
十
年
代
を
経
て
、
昭
和
六
十
年
代

に
御
代
替
わ
り
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
経
っ
て
今
回
の
御
代
替
わ
り
を
迎
え
た
、
そ
の

歩
み
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
誠
に
感
無
量
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

歴
史
と
か
伝
統
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
の
真
剣
な
努
力
が
あ
る
か
ら
こ
そ

受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
だ
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
日
は
、
専
門
的
な
詳
し
い
話
は
、
あ
と
で
岡
田
先
生
や
藤
森
先
生
か
ら
頂
け
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
は
少
し
概
観
的
な
お
話
と
管
見
を
申
し
上
げ
て
、
皆
さ
ん

の
御
批
正
を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
、「
元
号
法
」
と
「
令
和
」
の
改
元

最
初
に
、
面
白
い
デ
ザ
イ
ン
を
御
覧
に
入
れ
ま
す
（
79
頁
レ
ジ
ュ
メ
参
照
）。
今
日
の
お
土
産

で
す
。
こ
の
「
令
和
」
と
い
う
二
字
を
上
下
反
対
に
す
れ
ば
、
あ
っ
と
い
う
間
に
「
平
成
」
と

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
成
二
年
（
一
九
九
二
）
生
ま
れ
の
野
村
一
晟
と
い
う
富
山
市
の
学
校

に
勤
め
て
お
ら
れ
る
美
術
の
先
生
が
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
ア
ン
ビ
グ
ラ
ム
と
言
い
ま
し
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
文
字
を
ひ
っ
く
り

返
す
と
別
の
意
味
に
な
る
ア
イ
デ
ア
を
応
用
し
て
、
日
本
の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
や
漢
字
で

も
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
た
び
四
月
一
日
に
新
元
号
が
発
表
さ
れ

る
と
、
野
村
さ
ん
は
、
わ
ず
か
一
時
間
ほ
ど
で
こ
れ
を
作
ら
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
を

私
が
講
演
レ
ジ
ュ
メ
や
著
作
に
使
用
す
る
こ
と
は
事
前
に
許
可
を
得
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
元
号
で
あ
り
ま
す
が
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
西
暦
を
使
う

ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
由
で
す
が
、
元
号
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と

を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
お
も
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
明
治
以
降
「
一
世
一
元
」
と
な
っ
て
お
り
、
大
正
以
降
そ
れ
が
在
位
中
の
天
皇
の

追
号
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
従
っ
て
、
元
号
は
時
の
天
皇
の
存
在
を
日
常
的
に
意
識
す
る
大
事

な
手
が
か
り
な
の
で
す
。
今
年
が
令
和
元
年
と
い
う
の
は
、
新
し
く
陛
下
が
御
立
ち
に
な
っ
た

年
で
あ
り
、
来
年
に
な
れ
ば
二
年
目
を
迎
え
る
の
で
す
か
ら
、
一
世
一
元
の
元
号
を
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
時
の
天
皇
陛
下
と
の
関
係
を
自
然
に
意
識
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
天
皇
と
国
民

の
関
係
を
繋
ぐ
最
も
大
事
な
絆
が
元
号
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

わ
が
国
で
は
、西
暦
六
四
五
年
、「
大
化
」の
改
新
に
際
し
初
め
て
元
号
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
は
断
続
的
で
し
た
が
、
西
暦
七
〇
一
年
、「
大
宝
」
と
い
う
元
号
が
で
き
て
以
来
、

今
日
ま
で
一
三
〇
〇
年
以
上
続
い
て
き
ま
し
た
。
一
年
も
欠
け
る
こ
と
な
く
元
号
が
作
ら
れ
使

わ
れ
て
き
た
の
で
す
。

し
か
も
、
今
や
元
号
制
度
を
続
け
て
い
る
の
は
日
本
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
日
本
に
は
古
代
か
ら
皇
室
が
あ
り
、
今
も
天
皇
陛
下
が
お
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
可

能
な
こ
と
で
す
。
本
家
の
中
国
で
は
、
二
二
〇
〇
年
以
上
前
の
漢
代
に
元
号
が
で
き
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
一
九
一
一
年
、
辛
亥
革
命
で
清
王
朝
が
倒
さ
れ
る
と
元
号
も
無
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
同
様
に
、
周
辺
の
朝
鮮
王
朝
で
あ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
で
あ
れ
、
王
朝
の
滅
亡
に
よ
り
元

号
も
無
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。

日
本
の
元
号
制
度
は
、
今
か
ら
一
三
〇
〇
年
あ
ま
り
前
の
「
大
宝
令
」
と
い
う
最
高
の
国
家

法
に
「
お
よ
そ
公
文
（
く
も
ん
）
に
年
を
記
す
べ
く
ん
ば
、
皆
年
号
を
用
ひ
よ
」
と
明
文
化
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
干
支
（
え
と
）
で
あ
ら
わ
し
て
い
た
年
次
を
、
大
宝
元

年
以
降
は
原
則
と
し
て
、「
年
号
」
で
記
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

し
か
も
、
明
治
改
元
の
際
「
一
世
一
元
」
に
な
り
、
天
皇
一
代
に
元
号
一
つ
と
い
う
制
度
が

今
に
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
戦
後
い
っ
た
ん
明
文
上
の
法

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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的
根
拠
を
失
い
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
四
年
に
「
元
号
法
」
が
で
き
た
の
で
す
。

た
だ
し
、
従
来
は
天
皇
が
お
決
め
に
な
ら
れ
た
元
号
を
、「
元
号
法
」
で
は
政
府
が
政
令
で

定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、「
日
本
国
憲
法
」
の
制
約
に
よ
り
、
や
む
を
え

な
い
や
り
方
で
す
。

と
は
い
え
、
憲
法
の
第
七
条
を
見
ま
す
と
、
天
皇
の
国
事
行
為
と
し
て
、
法
律
・
政
令
・
条

約
な
ど
は
、国
会
や
内
閣
で
決
め
て
か
ら
、天
皇
の
署
名
・
押
印
を
経
て
公
布
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
政
府
が
政
令
を
定
め
て
も
、
国
家
・
国
民
に
代
わ
っ
て
象
徴
天
皇
が
署
名
さ
れ
、

侍
従
に
御
璽
を
押
さ
し
め
ら
れ
た
上
で
、
正
式
に
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
法
制
度
の
も
と
で
、
今
回
も
ス
ム
ー
ス
に
改
元
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
少

し
残
念
な
こ
と
に
、
皇
位
継
承
が
五
月
一
日
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
元
号
の
発
表
は

一
ヶ
月
前
の
四
月
一
日
で
し
た
。
そ
の
た
め
政
令
は
、時
の
天
皇
が
御
署
名
な
さ
る
ほ
か
な
く
、

平
成
の
天
皇
陛
下
が
御
署
名
を
な
さ
り
、
ま
だ
皇
太
子
の
新
天
皇
陛
下
は
、
そ
の
説
明
を
お
聞

き
に
な
る
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
遺
憾
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

も
し
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
公
的
な
書
式
の
切
り
変
え
に
時
間
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
一
ヶ
月

前
に
政
府
が
政
令
を
閣
議
で
決
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
四
月
一
日
に
内
定
案
と
し
て
発
表
し

た
上
で
、
後
の
五
月
一
日
に
新
天
皇
の
も
と
で
正
式
に
公
布
手
続
き
を
と
り
、
公
式
に
施
行
す

る
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
れ
ば
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
今
回
の
場
合
は
、
閣
議
で

決
め
た
即
日
に
公
布
す
る
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
の
点
は
、
今
後
に
向
け
て
反
省
し
、「
元
号
は
、
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
改

め
る
」
と
い
う
法
文
に
照
ら
し
て
、
新
天
皇
陛
下
が
御
署
名
を
な
さ
っ
て
か
ら
、
公
布
・
施
行

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
ほ
し
い
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
た
び
の
「
令
和
」
と
い
う
新
元
号
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
出
て
お

り
ま
す
と
お
り
、
従
来
の
二
四
六
の
元
号
は
、
判
明
す
る
限
り
す
べ
て
漢
籍
、
中
国
の
古
典
に

拠
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
、
初
め
て
日
本
の
古
典
、『
万
葉
集
』
に
拠
っ
た
の
は
、
ま
さ
に

画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
『
万
葉
集
』
は
和
歌
集
で
あ
り
、
そ
の
和
歌
か
ら
採
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
宰
府
長
官
の
大
伴
旅
人
が
主
催
し
た
梅
花
を
め
で
る
宴
会
で
詠
ま
れ
た
和
歌
集
に
漢
文
の
序

文
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
令
」
と
「
和
」
を
採
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
時
の
律
令
官
人
た
ち
は
古
典
を
充
分
に
学
び
、
そ
れ
を
活
か
し
て
、
自
在
に
漢
文
表
現
を

す
る
能
力
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
見
事
な
序
文
の
中
か
ら
「
令
」
と
「
和
」
が
採
り
出

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
令
和
」
と
い
う
新
元
号
の
文
字
案
は
、
ど
な
た
が
考
え
出
さ
れ
た
の
か
、
本
来
は
発

表
さ
れ
な
い
建
前
で
す
。
し
か
し
今
回
は
、直
ち
に
わ
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら『
万

葉
集
』
と
い
え
ば
、
第
一
人
者
の
中
西
進
先
生
が
八
十
九
歳
で
も
ご
健
在
で
し
て
、
こ
れ
は
中

西
先
生
が
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
マ
ス
コ
ミ
が
推
測
し
報
道
も
し
ま
し
た
。
ご
本
人
は

問
い
詰
め
ら
れ
る
と
、「
私
は
知
り
ま
せ
ん
が
、ど
う
も
中
西
と
い
う
人
が
出
し
た
よ
う
で
す
ね
」

と
間
接
的
に
認
め
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
裏
付
け
と
し
て
今
で
は
間
違
い
な
い
と
み
ら
れ

て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
西
先
生
が
、「
令
和
」
の
「
令
」
は
、
良
い
と
か
美
し
い
、
も
っ
と
言
え
ば
整
っ
た

美
し
さ
、
麗
し
さ
で
あ
り
、
ま
た
「
和
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
平
和
・
和
合
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
従
っ
て
、「
麗
し
い
平
和
の
精
神
を
日
本
人
が
体
現
し
て
、
そ
れ
を
世
界
の
人
々
に
広
め

て
い
く
こ
と
が
令
和
時
代
の
日
本
人
の
務
め
だ
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
さ
に
「
令
和
」
の
元
号
の
意
味
す
る
麗
し
い
和
の
精
神
は
、
い
ま
こ
そ
必
要
な
理
念
で
あ

り
ま
す
。
国
の
内
外
で
政
治
も
経
済
も
極
端
な
対
立
・
抗
争
が
ま
す
ま
す
過
激
化
し
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
を
何
と
か
和
合
の
世
界
に
導
い
て
い
け
る
の
は
、
お
そ
ら
く
日
本
人
の
務
め
だ
と
自

覚
し
て
、
そ
の
理
想
を
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
実
現
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
、
二
百
年
ぶ
り
の
譲
位
に
よ
る
践
祚

つ
い
で
、新
天
皇
の
御
践
祚
お
よ
び
即
位
礼
と
大
嘗
祭
に
関
し
て
粗
々
触
れ
た
い
の
で
す
が
、

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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時
間
も
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
は
藤
森
先
生
と
岡
田
先
生
か
ら
詳
し
く
承
る
こ
と
に

し
て
、
私
は
少
し
側
面
的
な
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。

日
本
の
天
皇
は
、
明
治
以
降
、
原
則
と
し
て
終
身
在
位
が
「
皇
室
典
範
」
に
決
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
昭
和
天
皇
が
そ
う
で
あ
ら
れ
た
よ
う
に
、
平
成
の
天
皇
も
最
期
ま
で
そ
の
地
位
に
あ

ら
れ
る
と
思
い
込
ん
で
お
り
ま
し
た
。
皇
室
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
き
ま
し
た
私
も
、
ま
さ
か

平
成
の
天
皇
が
譲
位
さ
れ
る
と
は
予
測
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
す
で
に
八
十
歳
代
に
入

ら
れ
、
い
ず
れ
の
日
に
か
最
期
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
心
に
留
め
な
が
ら
、
そ
れ
に
備
え
て
若

干
の
勉
強
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
中
で
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
八
月
八
日
、
平
成
の
天
皇
陛
下
が
「
象
徴

と
し
て
の
お
務
め
」
に
つ
い
て
自
ら
説
明
さ
れ
、
そ
れ
を
元
気
に
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
れ

ば
、
次
代
に
譲
り
た
い
と
い
う
お
気
持
ち
を
表
明
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
視
聴
し
て
大
多
数
の
国
民
が
ご
意
向
を
理
解
し
、
共
感
を
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
踏

ま
え
て
、
政
府
と
国
会
が
対
応
を
考
え
、
結
果
的
に
翌
二
十
九
年
六
月
「
天
皇
の
退
位
に
関
す

る
皇
室
典
範
特
例
法
」
を
定
め
る
に
至
り
ま
し
た
。

い
ま
の
日
本
は
議
会
制
民
主
主
義
を
採
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
重
要
な
事
柄
は
法
律
で
決
め

ま
す
。
法
律
の
多
く
は
、
政
府
か
ら
案
が
上
程
さ
れ
ま
す
と
、
与
党
も
野
党
も
激
論
し
て
、
多

数
決
で
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
今
回
は
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
衆
議
院
も
参
議
院
も
、
皇
室
問
題
で
意
見

が
割
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
衆
議
院
の
と
く
に
大
島
理
森

議
長
が
中
心
に
な
り
、
与
党
・
野
党
の
意
見
を
す
り
あ
わ
せ
、
一
致
し
た
案
を
政
府
に
出
さ
れ

ま
し
た
。
す
る
と
政
府
は
、
そ
れ
に
沿
っ
た
法
案
を
作
り
ま
し
た
か
ら
、
国
会
に
出
さ
れ
ま
す

と
、
両
院
出
席
議
員
の
全
員
が
賛
成
し
て
、
法
案
が
速
や
か
に
成
立
し
た
の
で
す
。

こ
れ
は
誠
に
良
い
例
を
作
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
お
よ
そ
日
本
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
問
題
に

関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
の
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
与
党
も
野
党
も
お
互
い
に
譲
り
あ
い
、

最
終
的
に
合
意
点
を
見
つ
け
、
今
回
の
よ
う
に
出
席
議
員
の
全
員
が
賛
成
で
き
る
よ
う
に
運
ん

で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
念
の
た
め
、
出
席
議
員
の
全
員
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
反
対

か
態
度
表
明
を
し
た
く
な
け
れ
ば
欠
席
す
る
か
ら
で
す
。

こ
の
「
特
例
法
」
と
い
う
の
は
、「
皇
室
典
範
」
の
本
文
を
原
則
と
し
て
残
し
な
が
ら
、
従

来
予
測
さ
れ
な
か
っ
た
在
り
方
を
特
例
と
し
て
認
め
た
わ
け
で
す
。
天
皇
陛
下
が
御
高
齢
に
な

ら
れ
、
百
歳
人
生
を
達
成
さ
れ
る
見
込
み
は
多
分
に
あ
り
ま
す
。
現
に
三
笠
宮
崇
仁
親
王
殿
下

は
、
百
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
従
っ
て
、
平
成
の
天
皇
陛
下
も
百
歳
を
越
さ
れ
る
可
能
性

は
十
分
あ
り
ま
す
が
、
さ
り
と
て
従
来
の
よ
う
に
象
徴
天
皇
の
お
務
め
を
続
け
ら
れ
る
か
と
い

え
ば
、
や
は
り
次
第
に
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
も
自
覚
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
現
行
の
「
皇
室
典
範
」
に
は
制
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
ま
で
あ
っ
た

「
譲
位
」
と
い
う
方
法
を
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
す
で
に
平
成
二
十
二
年

（
二
〇
一
〇
）
こ
ろ
か
ら
宮
内
庁
の
参
与
会
議
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ

が
漸
く
実
現
で
き
た
の
で
す
。
そ
う
よ
う
な
意
味
で
、
超
高
齢
化
を
理
由
と
し
て
、
御
譲
位
、

い
わ
ゆ
る
生
前
退
位
を
可
能
に
す
る
特
例
の
法
律
を
作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
今
回
限
り
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
も
高
齢
化
社
会
が
続
く
な
ら

ば
、
今
上
陛
下
も
超
御
高
齢
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、
譲
位
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
先
例
に
な
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
新
例
は
将
来
の
先
例
に
な
り
う
る
は
ず
で
す
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
た
び
ほ
ぼ
二
百
年
ぶ
り
に
譲
位
が
実
現
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
光
格

天
皇
以
来
で
す
。
そ
の
こ
と
が
持
つ
意
味
は
、
進
行
す
る
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
在
り
方
を
考

え
る
に
も
、
極
め
て
重
要
な
ヒ
ン
ト
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
御
譲
位
は
、
四
月
末
日
に
「
退
位
礼
正
殿
の
儀
」
と
し
て
簡
素
な
が
ら
厳
粛
に
行
わ
れ
、

翌
五
月
一
日
、
新
天
皇
陛
下
の
御
践
祚
が
あ
り
ま
し
た
。
践
祚
と
い
う
の
は
、
天
皇
の
位
を
踏

む
こ
と
で
、「
登
極
」
と
も
申
し
ま
す
。

そ
の
践
祚
と
い
う
用
語
は
、
明
治
の
「
皇
室
典
範
」
で
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
戦
後
の
典
範
か

ら
省
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
に
入
る
際
に
新
し
い
用
語
を
考
案
し
て
、「
剣
璽
等
承
継

の
儀
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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「
剣
璽
」
と
い
う
の
は
、
三
種
の
神
器
の
御
剣
と
御
玉
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
等
」
と
い
う

の
は
、
天
皇
が
国
事
行
為
で
お
使
い
に
な
り
ま
す
「
天
皇
御
璽
」「
大
日
本
国
璽
」
と
刻
ま
れ

た
九
セ
ン
チ
四
方
の
御
印
鑑
を
指
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
公
式
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と

が
「
践
祚
の
儀
」
で
あ
り
ま
す
。
昔
は
「
剣
璽
の
渡
御
」
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を

こ
の
よ
う
な
名
称
で
「
国
事
行
為
」
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
前
回
も
今
回
も
国
事
行
為
と
し
て
実
施
で
き
た
の
は
、ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
戦
後
の
「
皇
室
典
範
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
三
種
の
神
器
＝
「
祖
宗
の
神
器
」
に
つ

い
て
明
記
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
別
に
「
皇
室
経
済
法
」
を
作
り
ま
し
て
、

そ
の
第
七
条
に
「
皇
位
と
と
も
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
物
は
、
皇
位
と
と
も
に
、
皇
嗣
が
、

こ
れ
を
受
け
る
」
と
い
う
定
め
を
作
っ
た
の
で
す
。

天
皇
と
い
う
の
は
、
人
格
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
神
器
を
皇
位

と
一
体
の
も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
広
義
の
「
皇
位
と

と
も
に
あ
る
べ
き
も
の
」
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
宮
内
庁
で
は
五
百
以
上
の
も
の
を
由

緒
あ
る
物
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
中
心
は
、
い
わ
ゆ
る
三
種
の
神
器
で
あ
り
、
ま
た
国
事
行
為
に
使
わ
れ
る
印
鑑

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
移
動
可
能
な
御
剣
と
御
玉
を
儀
式
で
受
け
継
が
れ
る
。
そ
れ
を

「
神
器
」
と
言
わ
な
い
で
、「
皇
位
と
と
も
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
物
」
と
い
う
言
い
方
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
、
国
事
行
為
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

皮
肉
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
前
回
も
今
回
も
現
行
憲
法
の
も
と
で
は
、
精
一
杯
の
や
り

方
で
す
。
今
後
も
剣
璽
等
の
継
承
は
、
必
ず
国
事
行
為
と
し
て
行
わ
れ
得
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

四
、
上
皇
に
学
ば
れ
た
新
天
皇
陛
下

五
月
一
日
、「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」
に
引
き
続
き
「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
に
新
陛
下
は
、「
上
皇
陛
下
に
は
…
…
い
か
な
る
時
も
国
民
と
苦
楽
を
共
に
さ
れ
な
が

ら
、
そ
の
強
い
御
心
を
ご
自
身
の
お
姿
で
お
示
し
に
な
り
つ
つ
、
一
つ
一
つ
の
お
務
め
に
真
摯

に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
…
…
心
か
ら
の
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
」
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
新
天
皇
陛
下
に
と
っ
て
、
何
よ
り
大
事
に
こ
と
は
、
お
父
上
で
あ
る
上
皇
陛
下
の

三
十
年
余
り
に
わ
た
る
在
り
方
、
い
つ
も
国
民
と
苦
楽
を
と
も
に
さ
れ
、
そ
の
強
い
お
気
持
ち

を
ご
自
身
で
お
示
し
に
な
っ
た
お
姿
に
対
し
て
、
敬
意
と
感
謝
の
誠
を
表
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け

継
い
で
行
く
決
意
を
示
さ
れ
た
の
で
す
。

あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
は
申
せ
ま
せ
ん
が
、
戦
後
の
憲
法
学
界
の
論
壇
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

象
徴
天
皇
と
い
う
の
は
、
単
に
存
在
す
れ
ば
い
い
の
だ
と
か
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
で
自

ら
何
も
す
べ
き
で
な
い
と
か
、
で
き
な
い
と
か
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
戦
後
四
十
年
余
の
昭
和
天
皇
は
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
平
成

の
天
皇
も
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
行
憲
法
上
、「
日
本
国
の
象
徴
」
と
定
め
ら

れ
る
天
皇
は
、
ま
ず
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
国
事
行
為
を
当
然
な
さ
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、

「
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」と
決
め
ら
れ
て
い
る
天
皇
は
、国
民
全
体
の
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、

何
が
で
き
る
か
を
常
に
考
え
ら
れ
、
積
極
的
に
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
先
般
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
に
お
い
て
、
長
ら
く
宮
内
庁
長
官
を
務
め
ら
れ
ま
し

た
羽
毛
田
信
吾
さ
ん
と
対
談
し
た
際
、は
っ
き
り
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
す
。

平
成
の
天
皇
陛
下
は
、
積
極
的
に
為
す
べ
き
こ
と
を
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
で
き
る
か
ど
う
か
を

政
府
と
相
談
さ
れ
て
、
多
く
の
こ
と
を
粘
り
強
く
実
現
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
現
行
憲

法
の
も
と
で
可
能
な
こ
と
を
な
さ
る
「
積
極
的
な
象
徴
天
皇
」
だ
と
い
わ
れ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
国
内
の
御
出
ま
し
な
ど
は
、
地
方
自
治
体
な
ど
の
希
望
に
よ
り
、
そ
れ
を
受
け

て
立
た
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
海
外
の
慰
霊
な
ど
は
、
外
国
か
ら

の
招
請
が
な
け
れ
ば
、
お
出
か
け
に
な
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
先
の
大
東
亜
戦
争
で
二
百
万
を
超
す
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
海
外
に

も
慰
霊
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
随
分
前
か
ら
希
望
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
は
一

方
的
に
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
政
府
の
外
務
省
が
相
手
国
と
交
渉
し
て
、
相
手
国
か
ら
元
首

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
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三
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三
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ク
ラ
ス
の
方
に
来
て
頂
き
、
そ
れ
に
対
す
る
答
礼
と
い
う
形
で
御
出
ま
し
頂
く
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。
結
果
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
慰
霊
地
へ
お
出
ま
し
を
頂
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
積
極
的
な
象
徴
天
皇
の
在
り
方
を
、
私
ど
も
は
新
聞
や
テ
レ
ビ
等
で
拝
見
し
て

き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
一
番
身
近
で
見
て
こ
ら
れ
た
新
天
皇
陛
下
は
、
上
皇
陛
下
が
強
い
御
心

を
自
身
で
お
示
し
に
な
っ
た
と
受
け
と
め
ら
れ
、
そ
の
真
摯
な
お
姿
を
受
け
継
い
で
い
こ
う
と

し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

ま
た
、「
お
こ
と
ば
」
の
続
き
を
拝
見
し
ま
す
と
、「
こ
こ
に
、
皇
位
を
継
承
す
る
に
当
た
り
、

上
皇
陛
下
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
に
深
く
思
い
を
致
し
、
ま
た
、
歴
代
の
天
皇
の
な
さ
り
よ
う
を

心
に
と
ど
め
、
自
己
の
研
鑽
に
励
む
と
と
も
に
、
常
に
国
民
を
思
い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が

ら
、
憲
法
に
の
っ
と
り
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と

を
誓
い
、
国
民
の
幸
せ
と
国
の
一
層
の
発
展
、
そ
し
て
世
界
の
平
和
を
切
に
希
望
し
ま
す
」
と

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
「
歴
代
の
天
皇
の
な
さ
り
よ
う
を
心
に
と
ど
め
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
簡
単
な
文
言

で
す
が
、
実
に
深
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。

今
上
陛
下
は
、
歴
史
研
究
の
専
門
家
で
す
。
小
さ
い
頃
か
ら
、
歴
史
に
強
い
関
心
を
持
た
れ

て
き
ま
し
た
。
小
学
校
の
五
・
六
年
生
こ
ろ
、
今
の
上
皇
后
陛
下
と
一
緒
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
原
文
を
一
年
以
上
か
け
て
読
ま
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
頃
か
ら
「
道
」
に
た
い
す
る
関
心
を

深
め
ら
れ
、
や
が
て
交
通
史
を
研
究
し
た
い
と
い
う
お
気
持
ち
を
持
た
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
学
習
院
大
学
に
お
い
て
文
学
部
史
学
科
を
選
ば
れ
、
ま
た
大
学
院
で
も
主
に
日
本

中
世
の
歴
史
を
学
問
的
に
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
。
ま
さ
に
プ
ロ
の
歴
史
家
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

の
間
に
原
史
料
や
先
行
研
究
を
丹
念
に
調
べ
る
だ
け
で
な
く
、
関
係
の
あ
る
現
地
を
訪
ね
ら

れ
、
そ
こ
で
専
門
家
な
ど
か
ら
お
話
を
聞
か
れ
ま
し
て
、
自
ら
の
見
識
を
深
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
と
共
に
、
昭
和
五
十
年
代
の
初
め
ご
ろ
、
当
時
の
皇
太
子
殿
下
は
浩
宮
さ
ま
が
中
学
か

ら
高
校
に
行
か
れ
る
頃
で
す
が
、
学
習
院
で
も
歴
代
天
皇
の
こ
と
を
深
く
学
ぶ
こ
と
は
難
し
い

よ
う
だ
か
ら
、
そ
れ
は
こ
ち
ら
で
や
る
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
、
東
宮
御
所
へ
東
大
と
学
習
院

大
学
の
教
授
を
招
か
れ
ま
し
て
、
歴
代
天
皇
の
事
を
実
証
的
に
学
ぶ
機
会
を
持
た
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
通
じ
て
、歴
代
天
皇
の
な
さ
り
よ
う
を
詳
し
く
学
ん
で
こ
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
「
心
に
と
ど
め
」
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
、皇
太
子
時
代
か
ら
の
御
発
言
も
見
て
参
り
ま
す
と
、「
自
己
の
研
鑽
に
励
む
」と
か
、

「
己
の
研
鑽
に
努
め
る
」
と
い
う
文
言
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
歴
代
天
皇
が
そ
う
で
あ
ら
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
昭
和
天
皇
も
平
成
の
天

皇
も
ず
っ
と
生
涯
学
び
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
承
け
継
い
で
研
鑽
を
積
み
続
け
よ
う

と
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
、
私
は
数
年
前
か
ら
、
昭
和
天
皇
の
御
製
を
『
昭
和
天
皇
実
録
』
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
て
雑
誌
に
連
載
し
、
そ
れ
を
本
に
し
よ
う
と
準
備
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
最
中
に
、
た

ま
た
ま
朝
日
新
聞
社
の
宮
内
記
者
か
ら
、
昭
和
天
皇
の
御
歌
原
稿
ら
し
き
も
の
が
出
て
き
ま
し

た
と
、
一
回
見
て
く
れ
と
頼
ま
れ
ま
し
た
。
早
速
拝
見
し
ま
す
と
、
こ
れ
が
何
と
昭
和
六
十
年

（
一
九
八
五
）・
六
十
一
年
・
六
十
二
年
・
六
十
三
年
、
晩
年
八
十
代
半
ば
の
四
年
間
に
わ
た
る

未
発
表
と
み
ら
れ
る
御
歌
が
二
百
五
十
首
ほ
ど
確
認
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
お
手
も
と
の
メ

モ
帳
や
便
箋
の
よ
う
な
も
の
に
鉛
筆
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
最
晩
年
に
御
所
や
御
用
邸
で
会
わ
れ
た
方
や
お
出
か
け
に
な
ら
れ
た
所
の
こ
と
な

ど
が
、
歌
日
記
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
し
た
の
を
、
長
ら

く
陛
下
に
信
頼
さ
れ
身
の
回
り
の
お
世
話
を
し
て
お
ら
れ
た
内
舎
人
（
う
ど
ね
り
）
さ
ん
が
、

拝
領
さ
れ
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
丹
念
に
読
み
解
き
、
こ
の
春
『
昭
和
天
皇
の
大
御

歌
―
一
首
に
込
め
ら
れ
た
深
き
想
い
―
』（
角
川
書
店
、
平
成
三
十
一
年
四
月
）
と
い
う
編
著

に
付
け
加
え
さ
せ
て
頂
ま
し
た
。

こ
れ
を
拝
見
し
ま
す
と
、
八
十
代
半
に
な
ら
れ
ま
し
て
も
、
日
々
研
鑽
を
積
ん
で
お
ら
れ
る
、

自
己
反
省
も
重
ね
て
お
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

今
上
陛
下
も
「
自
己
の
研
鑽
に
励
む
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
従
来
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、

現
在
も
そ
う
で
あ
る
し
、
今
後
と
も
そ
れ
を
続
け
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
御
意
向
を
鮮
明
に
さ

れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

― 57―



五
、
即
位
礼
正
殿
の
儀
の
「
高
御
座
」

こ
う
し
て
践
祚
さ
れ
た
今
上
陛
下
は
、
十
月
二
十
二
日
に
即
位
礼
、
ま
た
十
一
月
十
四
日
夜

半
に
大
嘗
祭
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
礼
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
た
ま
た
ま
私
は
、
三
十
年
余
り
京
都
で
勤
め
、
ま
た
「
平
成
」
と
「
令
和
」
の
改
元
お
よ

び
即
位
礼
と
大
嘗
祭
に
つ
い
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
新
聞
な
ど
で
、
報
道
の
手
伝
い
を
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
際
に
知
り
え
た
こ
と
学
び
え
た
こ
と
も
含
め
て
、
少
し
大
事
な
こ
と
の

一
端
を
申
し
添
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
は
、「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
に
お
い
て
、
皆
さ
ん
も
目
に
さ
れ
た
「
高
御
座
」
と

い
う
玉
座
で
す
。
こ
れ
は
、
ご
承
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
首
都
を
東
京
に
遷
さ
れ
た
明
治
以
降

も
、
今
な
お
京
都
に
あ
り
ま
す
。

京
都
御
所
と
い
う
の
は
、
正
式
に
「
京
都
皇
宮
」
と
申
し
ま
す
。「
皇
宮
」
と
は
天
皇
の
お

ら
れ
る
お
住
ま
い
を
い
い
ま
す
か
ら
、
東
京
が
主
要
な
皇
宮
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
東
京
の

皇
居
だ
け
で
な
く
て
、
京
都
に
も
皇
宮
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
御
大
礼
の
時
で
す
。
し
か

も
、
そ
の
も
と
を
辿
れ
ば
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
明
治
天
皇
が
京
都
へ
お
出
ま
し
に
な

り
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
東
京
行
幸
以
降
、
す
っ
か
り
寂
れ
て
い
る
京
都
を
非
常
に
心

配
さ
れ
、「
将
来
の
即
位
礼
・
大
嘗
祭
を
京
都
で
実
施
出
来
な
い
か
」
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
政
府
の
関
係
者
が
検
討
し
て
、
同
二
十
二
年
制
定
の
「
皇
室
典
範
」
に
「
即
位
ノ

礼
及
大
嘗
祭
ハ
、
京
都
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
」
と
い
う
明
文
を
設
け
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、

大
正
天
皇
の
即
位
礼
・
大
嘗
祭
、
お
よ
び
昭
和
天
皇
の
即
位
礼
・
大
嘗
祭
は
、
京
都
で
行
わ
れ

た
の
で
す
。

そ
の
両
即
位
礼
で
用
い
ら
れ
た
「
高
御
座
」
は
、
一
三
〇
〇
年
余
り
前
の
文
武
天
皇
朝
ま
で

に
出
来
あ
が
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
平
安
前
期
末
（
十
世
紀
前
半
）

に
で
き
た
『
延
喜
式
』
な
ど
に
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
記
録
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
中
世
・
近
世
に
は
、
財
政
的
な
事
情
も
あ
っ
て
、
か
な
り
貧
弱
に
な
っ
て
お
り
ま
し

た
。
し
か
も
幕
末
に
は
、
安
政
の
大
火
で
内
裏
が
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
明
治

元
年
（
一
八
六
八
）
の
即
位
式
に
は
、
高
御
座
の
代
わ
り
に
御
帳
台
を
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
を
何
と
か
復
元
し
よ
う
と
し
て
造
ら
れ
た
の
が
、
大
正
初
め
の
高
御
座
で
す
。

平
成
の
初
め
こ
ろ
、
私
は
御
大
礼
に
先
立
っ
て
、
大
正
初
め
に
高
御
座
を
造
ら
れ
た
方
の
お

孫
さ
ん
に
会
い
、
お
祖
父
さ
ん
た
ち
が
ど
ん
な
思
い
で
造
ら
れ
、
如
何
に
苦
労
さ
れ
た
の
か
を

承
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
当
時
の
職
人
さ
ん
た
ち
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
高
い
技
を
も
っ

て
、
ど
れ
だ
け
精
魂
を
込
め
て
造
ら
れ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
も
の
が
今
な
お
京
都
に
あ
り
ま
す
。

平
安
以
来
の
京
都
は
、
奈
良
や
飛
鳥
と
同
じ
く
古
都
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
単
な

る
古
都
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
正
・
昭
和
の
御
大
礼
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
京
都
御
所
を

京
都
皇
宮
と
言
い
、
今
も
皇
宮
警
察
が
守
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
ミ
ヤ
コ
」
と
い
う
の
は
、

ミ
ヤ
（
御
屋
＝
天
皇
の
宮
殿
）
が
あ
る
コ
（
処
）
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
天
皇
が
常
住
し
て
お

ら
れ
な
く
て
も
「
京
都
皇
宮
」（
御
所
）
が
あ
る
限
り
、
京
都
は
ミ
ヤ
コ
と
称
し
う
る
の
で
す
。

そ
の
京
都
に
あ
る
高
御
座
が
東
京
へ
運
ば
れ
て
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
の
御
大
礼
に
用

い
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
今
回
も
、
早
々
と
昨
年
東
京
に
運
ば
れ
て
全
面
的
な
修
理
を
加
え
ら
れ

ま
し
た
。
百
年
余
り
前
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
相
当
傷
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
用
材
そ

の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
元
の
ま
ま
使
い
、
塗
り
や
金
具
を
み
が
き
あ
げ
る
よ
う
な
大
修
理
を
加
え

ら
れ
ま
し
て
、
新
し
く
甦
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
高
御
座
は
、
即
位
礼
に
天
皇
陛
下
の
み
が
登
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
大
正
か
ら
は
、
皇
后

陛
下
も
側
に
立
た
れ
る
こ
と
が
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
『
登
極
令
』
に
定
め
ら
れ

ま
し
た
。
高
御
座
と
ほ
ぼ
同
様
の
「
御
帳
台
」
と
称
す
る
も
の
が
、
高
御
座
の
東
隣
に
並
べ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

近
代
に
入
り
ま
し
て
、
天
皇
は
従
来
ど
お
り
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
存
在
で
す
が
、
皇
后
さ
ま
も

一
緒
に
並
び
立
た
れ
る
形
で
、
洋
風
を
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
大
正
の
御
大
礼

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昭
憲
皇
太
后
が
お
亡
く
な
り

に
な
ら
れ
た
の
で
、
翌
四
年
秋
に
延
期
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
に
貞
明
皇
后
が
懐
妊
さ
れ
て
、

の
ち
の
三
笠
宮
さ
ま
を
十
二
月
の
初
め
に
出
産
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
直
前
の
大
礼
に
は
出
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
従
っ
て
、
両
陛
下
お
揃
い
で
、
即
位
礼
に
御
出
に
な
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
の

御
大
礼
で
初
め
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
継
い
で
、
平
成
と
令
和
の
即
位
礼
に
お
い
て

も
、
両
陛
下
お
揃
い
で
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
を
含
め
て
考
え
ま
す
と
、
即
位
礼
も
基
本
的
に
は
古
来
の
伝
統
を
大
事
に
さ
れ
な
が

ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
変
化
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
即
位
礼

の
装
束
は
明
治
か
ら
一
変
し
て
お
り
ま
す
。
一
三
〇
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
は
、
古
代
中
国
の
皇
帝

が
身
に
着
け
る
よ
う
な
礼
服
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
明
治
の
初
め
か
ら
は
、
和
風
の
束
帯
で
最
高
の
黄
櫨
染
御
袍
（
こ
う
ろ
ぜ
ん
の
ご

ほ
う
）
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
皇
后
陛
下
も
、
い
わ
ゆ
る
十
二
単
を
召
さ
れ
て

参
列
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
唐
風
を
改
め
て
和
風
に
し
て
洋
風
も
と
り
い
れ
る
、
と

い
う
形
で
近
代
化
を
と
げ
て
お
り
ま
す
。
古
来
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
新
し
く
改
革

を
加
え
る
と
い
こ
と
が
、
即
位
礼
の
在
り
方
に
も
見
ら
れ
る
の
で
す
。

こ
の
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
は
、
正
午
す
ぎ
雨
模
様
の
中
で
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
高

御
座
に
天
皇
陛
下
が
登
ら
れ
、
ま
た
隣
の
御
帳
台
に
皇
后
陛
下
が
立
た
れ
た
午
後
一
時
ご
ろ
、

不
思
議
な
こ
と
に
雨
が
や
み
、
し
か
も
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
あ
た
り
に
美
し
い
虹
が
出
た
の

で
す
。
私
は
ス
タ
ジ
オ
の
内
に
い
ま
し
た
の
で
映
像
を
見
た
だ
け
で
す
が
、
本
当
に
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
天
か
ら
の
祝
福
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
夕
方
に
予
定
さ
れ
て
い
た
「
祝
賀
御
列
の
儀
」
は
、
延
期
に
な
り
ま
し
た
。

い
つ
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
十
一
月
十
日
で
す
。
こ
の
十
一
月
十
日
は
、
大
正
・
昭
和
の
即

位
礼
が
京
都
で
行
わ
れ
た
日
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

ど
う
し
て
大
正
・
昭
和
の
即
位
礼
を
こ
の
日
に
し
た
か
と
い
え
ば
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

九
月
、
徳
川
将
軍
慶
喜
が
大
政
奉
還
を
申
し
出
て
勅
許
さ
れ
た
日
を
、
新
暦
に
換
算
し
ま
す
と

十
一
月
十
日
な
の
で
す
。
そ
れ
を
意
識
し
て
、
大
正
の
即
位
礼
も
昭
和
の
即
位
礼
も
こ
の
日
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
平
成
の
天
皇
が
立
太
子
礼
を
あ
げ
ら
れ
た
の
も
、
昭
和
二
十
七

年
（
一
九
五
二
）
の
十
一
月
十
日
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
由
緒
あ
る
日
を
選
ば
れ
て
、
祝
賀
御

列
の
儀
を
な
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

六
、
大
嘗
祭
用
の
神
饌
と
庭
積
机
代
物
の
お
供
え

さ
ら
に
大
嘗
祭
の
こ
と
は
、
岡
田
先
生
か
ら
お
話
が
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
一
つ
だ

け
申
し
ま
す
と
、
大
嘗
祭
で
最
も
大
切
な
も
の
は
、
お
供
え
も
の
で
す
。
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
あ

り
ま
す
が
、
一
番
大
事
な
の
は
お
米
と
粟
を
神
饌
と
し
て
お
供
え
に
な
る
こ
と
で
す
。
お
米
だ

け
で
な
く
粟
も
神
饌
と
し
て
お
供
え
に
な
り
ま
す
。

し
か
も
、
加
え
て
全
都
道
府
県
か
ら
「
庭
積
机
代
物
」（
に
わ
づ
み
の
つ
く
え
し
ろ
も
の
）
と

い
う
も
の
が
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
悠
紀
殿
・
主
基
殿
と
言
わ
れ
る
大
嘗
宮
の
中
で
お
供
え

に
な
る
御
神
饌
と
別
物
で
し
て
、
大
嘗
宮
の
前
庭
に
並
べ
ら
れ
る
全
国
の
特
産
品
で
す
。

今
回
三
重
県
か
ら
は
、
茶
・
み
か
ん
・
の
し
あ
わ
び
・
乾
燥
ひ
じ
き
・
鰹
節
が
出
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
の
時
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
た
と
え
ば
山
形
県
を
見
ま
す
と
、

ラ
・
フ
ラ
ン
ス
と
か
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
な
ど
、
お
し
ゃ
れ
な
物
も
新
し
く
出
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
今
日
の
日
本
全
国
で
こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
も
の
が
で
き
る
こ
と
を
、
大
嘗
祭
の

神
々
（
天
照
大
神
と
天
神
地
祇
）
や
新
天
皇
陛
下
の
御
覧
に
供
す
る
た
め
に
積
み
並
べ
ら
れ
る

の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
が
始
ま
っ
た
の
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
大
嘗
祭
か
ら
で
す
。
東
京
の
皇
居
で

初
め
て
行
わ
れ
た
明
治
大
嘗
祭
に
は
、
悠
紀
（
ゆ
き
）
国
と
し
て
現
在
の
甲
府
市
、
ま
た
主
基

（
す
き
）
国
と
し
て
現
在
の
鴨
川
市
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
そ
の
両
地
方
か
ら
願
い
出
て
、
こ
の

机
代
物
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
変
い
い
こ
と
だ
と
認
め
ら
れ
、
大
正
以
降
は
全
国
か
ら

出
し
て
も
う
ら
こ
と
に
な
り
、
今
回
に
及
ん
で
い
ま
す
。

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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た
だ
少
し
残
念
な
こ
と
に
、
毎
年
の
新
嘗
祭
に
も
大
嘗
祭
に
も
、
全
都
道
府
県
か
ら
お
米
と

粟
を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
粟
を
出
せ
る
と
こ
ろ
が
減
っ
て
、

今
で
は
わ
ず
か
二
十
五
府
県
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
い
で
に
申
せ
ば
、
大
嘗
宮
の
建
物
は
、
長
ら
く
萱
葺
で
作
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
回

は
板
葺
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
作
れ
る
職
人
が
少
い
と
、
費
用
が
か
か
る
か
ら
と
い
う
の
が

理
由
だ
そ
う
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
今
後
、
粟
も
作
れ
る
人
が
少
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
止
め
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
遺
憾
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

お
よ
そ
日
本
人
は
、
縄
文
時
代
か
ら
粟
や
稗
（
ひ
え
）・
黍
（
き
び
）・
豆
な
ど
、
畑
で
で
き

る
も
の
を
食
べ
て
お
り
ま
し
た
。
や
が
て
弥
生
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
水
田
で
作
る
お
米
は
、

収
穫
量
も
多
い
し
栄
養
価
も
高
い
と
い
う
こ
と
で
、主
食
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

お
米
だ
け
で
な
く
、
粟
を
作
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
毎
年
の
新
嘗
祭

に
お
米
と
粟
を
お
供
え
し
ま
す
。

ま
た
大
嘗
祭
で
も
、
特
別
に
悠
紀
の
地
方
と
主
基
の
地
方
か
ら
神
饌
用
の
お
米
と
粟
を
出
し

て
も
ら
う
と
共
に
、
全
都
道
府
県
か
ら
庭
積
机
代
物
と
し
て
お
米
も
粟
も
出
し
て
も
ら
う
こ
と

が
続
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
大
変
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
。
平
常
時
に
は
水
田
で
お
米
が

と
れ
て
も
、
非
常
時
に
は
陸
田
で
と
れ
る
粟
な
ど
を
備
え
て
お
く
知
恵
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も

大
切
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
ま
い
り
ま
す
と
、
伝
統
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
こ
と
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
は
、そ
こ
に
見
識
の
あ
る
人
々
が
い
て
、

そ
の
思
い
を
み
ん
な
で
受
継
ぐ
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
長
ら
く
伝
え
て
い
け
ま
せ
ん
。
今
回
そ

の
よ
う
な
こ
と
も
痛
切
に
実
感
し
ま
し
た
。

ま
だ
い
ろ
い
ろ
申
し
上
げ
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
時
間
一
杯
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
こ
れ
に
て
失
礼
い
た
し
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
佐
野
】
所
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
十
分
ほ
ど
休
憩
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

〔
発
題
一
〕

大
嘗
祭
研
究
に
つ
い
て
―
平
成
と
令
和
の
大
嘗
祭
を
終
え
て
―

岡
田

莊
司

【
佐
野
】
休
憩
前
に
引
き
続
き
ま
し
て
、
再
開
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
発
題
一
と

い
た
し
ま
し
て
、
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
、
岡
田
莊
司
先
生
よ
り
お
話
を
伺
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
岡
田
莊
司
】
只
今
、
所
功
先
生
か
ら
令
和
の
即
位
の
礼
に
つ
い
て
、
詳
細
な
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。
本
日
は
、
平
成
の
大
嘗
祭
と
令
和
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
二
度
に
わ
た
り
御
代
替
わ
り

の
大
嘗
祭
に
際
会
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
回
顧
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

実
は
、
昨
年
の
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
六
月
二
十
八
日
に
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
セ
ン

タ
ー
神
道
研
究
所
で
大
嘗
祭
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
に
は
、「
大
嘗

祭
―
天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性
―
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
。
こ
れ
は
、
特
に
藤
原
忠
通
の
大

嘗
祭
記
録
と
、
い
ま
で
は
有
名
に
な
り
ま
し
た
後
鳥
羽
上
皇
が
順
徳
天
皇
の
た
め
に
書
か
れ
た

記
録
、
御
告
文
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
ら
を
紹
介
し
な
が
ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
既
に
校
正
は
終
わ
っ
て
お
り
、
来
年
（
令
和
二
年
・
二
〇
二
〇
）
三
月
発
行
予
定
の
『
皇

學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
六
号
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
以
前
の
平
成
二
十
六
年
七
月
に
は
、
加
茂
正
典
・
斎
藤
英
喜
・
藤
森
馨
先
生
と

ご
一
緒
に
、「
古
代
の
祭
祀
と
伊
勢
神
宮
」
を
総
合
テ
ー
マ
に
、「
古
代
祭
祀
論
の
基
調
」（『
皇

學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
二
号
掲
載
）
と
題
し
て
話
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
お
許
し
く
だ
さ
い
。

平
成
と
令
和
の
大
嘗
祭
に
際
し
て
、
こ
の
三
十
年
間
に
い
ろ
い
ろ
な
研
究
書
・
著
書
が
で
て

い
ま
す
。
皇
學
館
大
学
で
は
、
昭
和
の
と
き
に
、
所
先
生
が
ご
紹
介
さ
れ
ま
し
た
『
大
嘗
祭
の

研
究
』（
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
）、
さ
ら
に
は
、『
続
大
嘗
祭
の
研
究
』（
同
大

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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学
出
版
部
、
平
成
元
年
六
月
）
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
前
の
大
嘗
祭
研
究
に
役
立
ち
ま
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
か
ら
令
和
の
三
十
年
の
中
で
、
私
が
勉
強
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
神
道
研
究
所

で
作
ら
れ
た
『
訓
讀
註
釋

儀
式

践
祚
大
嘗
祭
』（
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
四
年
六
月
）
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
が
ご
苦
労
さ
れ
、
総
力
を
あ
げ
て
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
す
。
も
う
一
つ
、
虎
尾
俊
哉
先
生
が
編
者
と
な
っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
『
訳
注
日
本
史

料

延
喜
式
』
の
上
中
下
三
巻
（
集
英
社
、
上
・
平
成
十
二
年
五
月
、
中
・
平
成
十
九
年
六
月
、
下
・

平
成
二
十
九
年
十
二
月
）
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。『
延
喜
式
』
五
十
巻
の
詳
し
い
注
釈
が
施
さ

れ
て
お
り
、
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
、
伊
勢
の
斎
宮
と
神
宮
祭
祀
な
ど
を
研
究
す
る
上
で
た
い
へ
ん

便
利
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
践
祚
大
嘗
祭
式
は
岡
田
が
、
伊
勢
大
神
宮
式
は
藤
森
先
生
が

補
注
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
、
感
謝
し
て
い
る
の
は
、
所
先
生
の

お
仕
事
で
す
。
所
先
生
が
昨
年
刊
行
さ
れ
ま
し
た
『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』（
国

書
刊
行
会
、
平
成
三
十
年
八
月
）
で
す
。
私
が
近
現
代
を
専
門
と
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
を

見
ま
す
と
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
大
嘗
祭
、
あ
る
い
は
大
正
の
大
嘗
祭
な
ど
、
近
現
代
の

大
嘗
祭
や
即
位
の
礼
に
関
す
る
詳
細
な
史
料
・
研
究
が
よ
く
理
解
で
き
、
収
録
さ
れ
尽
く
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
で
所
先
生
が
先
月
（
十
一
月
二
十
三
日
）「
日
本
学
賞
」
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
平
成
の
と
き
に
比
べ
て
大
嘗
祭
研
究
は
格
段
に
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

有
り
難
い
こ
と
で
す
。

令
和
の
大
嘗
祭
を
迎
え
て

令
和
の
即
位
を
記
念
し
て
東
京
と
奈
良
に
お
い
て
『
正
倉
院
展
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
奈

良
国
立
博
物
館
の
方
は
、
七
十
一
回
目
で
す
の
で
、
戦
後
す
ぐ
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
先
月
、

奈
良
国
立
博
物
館
の
展
示
を
拝
見
し
て
き
ま
し
た
が
、
入
口
の
最
初
に
出
て
き
た
品
は
「
赤
漆

文
欟
木
御
厨
子
（
あ
か
う
る
し
の
ぶ
ん
か
ん
ぼ
く
の
お
ん
ず
し
）」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
国
家

珍
宝
帳
』、
別
名
『
東
大
寺
献
物
帳
』
の
二
番
目
に
載
っ
て
い
る
両
開
き
の
棚
で
す
。
こ
の
中

に
非
常
に
貴
重
な
品
々
が
入
っ
て
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
『
国
家
珍
宝
帳
』
の
解
説
の
中
で
、

天
武
天
皇
、
さ
ら
に
持
統
天
皇
、
文
武
天
皇
、
一
代
お
い
て
元
正
天
皇
、
聖
武
天
皇
、
孝
謙
天

皇
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
皇
室
に
と
っ
て
の
お
宝
物
と
し
て
所
蔵

さ
れ
て
き
ま
し
た
赤
漆
の
棚
が
大
嘗
祭
が
始
ま
っ
た
天
武
天
皇
、
持
統
天
皇
の
時
以
来
の
伝
世

品
と
し
て
現
在
に
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
驚
嘆
に
値
し
ま
す
。
来
年
は
、『
日
本
書
紀
』
が
成

立
し
て
一
三
〇
〇
年
を
迎
え
ま
す
が
、
ま
さ
に
『
日
本
書
紀
』
が
成
立
す
る
以
前
、
壬
申
の
乱

の
後
、
天
武
天
皇
が
即
位
さ
れ
、
天
皇
の
新
嘗
で
あ
る
、
の
ち
の
大
嘗
祭
に
匹
敵
し
た
祭
祀
が

始
ま
っ
た
御
世
の
、
そ
の
時
に
お
持
ち
に
な
っ
て
い
た
厨
子
が
現
在
ま
で
伝
世
し
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
後
は
、
東
大
寺
に
残
さ
れ
、
近
代
以
降
は
皇
室
の
御
物
と
し
て
勅
封
さ
れ
て
守
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
海
外
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
遺
物
は
発
掘
品
が
多
い
な
か
で
、
我
が
国
で
は
、
皇

室
の
伝
統
の
な
か
に
伝
世
品
が
伝
え
ら
れ
、
祭
り
と
し
て
大
嘗
祭
が
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
る
こ
と

は
、
大
嘗
祭
研
究
に
携
わ
る
者
と
し
て
非
常
に
あ
り
が
た
く
、
令
和
の
大
嘗
祭
を
前
に
拝
見
で

き
た
こ
と
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

先
月
の
令
和
の
大
嘗
祭
が
終
わ
り
ま
す
と
、
皇
居
内
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
大
嘗
宮
の
一
般
公

開
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
な
か
に
も
行
か
れ
た
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
新
聞
報
道
に

よ
り
ま
す
と
、
平
成
の
と
き
に
比
べ
て
、
今
回
の
令
和
の
方
が
倍
以
上
の
人
が
参
観
し
た
と
あ

り
ま
し
た
。
平
成
と
令
和
と
で
は
、
皇
居
内
の
場
所
は
同
じ
で
し
た
が
、
と
く
に
感
じ
た
の
は
、

大
手
町
の
方
向
は
三
十
年
前
と
違
っ
て
高
層
ビ
ル
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
前
回
と

違
う
こ
と
は
、
屋
根
の
葺
き
方
が
、
萱
葺
で
は
な
く
板
葺
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

大
嘗
宮
を
見
学
し
て
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
大
嘗
宮
を
囲
む
柴
垣
に
椎
の
枝
葉
が
挿
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
『
貞
観
儀
式
』
と
『
延
喜
式
』
の
践
祚
大
嘗
祭
に
も
記
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
和
語
で
「
志
比
乃
和
恵
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
膳
屋
に
も
椎
の
枝

が
挿
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
椎
の
枝
葉
を
こ
の
よ
う
に
挿
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
椎
の
実

は
縄
文
時
代
、
稲
作
以
前
の
秋
の
収
穫
物
で
し
た
。
私
は
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
が
小
学
校
の

通
学
路
だ
っ
た
の
で
、
毎
年
秋
に
な
る
と
、
大
き
い
椎
の
木
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
く
さ
ん
実

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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を
落
と
し
て
い
ま
し
た
。
昭
和
三
十
年
代
前
半
、
伊
勢
湾
台
風
の
こ
ろ
で
す
け
ど
も
、
友
達
と

生
で
食
べ
て
い
ま
し
た
。
結
構
お
腹
に
た
ま
り
ま
す
。
古
く
か
ら
の
食
料
の
供
給
源
と
し
て
、

椎
の
実
や
栗
の
実
は
重
宝
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
、
皇
學
館
に
来
る
途
中
、
神
宮
徴
古

館
で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
大
嘗
祭
」
展
を
拝
見
し
ま
し
た
。
そ
し
て
倭
姫
宮
の
前
の
道
を
通
っ

て
き
ま
し
た
が
、
椎
の
実
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
と
お
り
少
し
実
を
拾
い

ま
し
た
。
伊
勢
は
椎
の
木
と
実
が
多
い
よ
う
で
す
。

『
延
喜
式
』
大
膳
職
式
を
見
ま
す
と
、
新
嘗
祭
の
と
き
の
豊
明
節
会
に
は
、
椎
の
実
が
四
合

御
料
と
し
て
出
さ
れ
ま
す
。
中
男
作
物
と
言
っ
て
、
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
の
租
税
の
制
度
が

あ
る
の
で
す
け
ど
も
、
青
年
男
子
が
差
し
出
す
品
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
伊
勢
国
か
ら
は
大
膳

に
「
椎
子
二
担
」
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
伊
勢
の
地
は
椎
の
実
と
関
係
が
深
か
っ
た
よ

う
で
す
。
天
皇
の
新
嘗
祭
と
同
じ
日
に
、
伊
勢
斎
宮
の
新
嘗
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に

も
『
延
喜
式
』
斎
宮
式
に
よ
り
ま
す
と
、「
椎
子
」
と
あ
る
椎
の
実
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

椎
の
実
は
斎
宮
寮
で
準
備
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
伊
勢
の
地
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
さ
き
ほ
ど
鳥
羽
市
の
橋
本
宮
司
様
か
ら
椎
に
関
す
る
資
料
を
頂
き
ま
し
た
が
、
お
話
し
に

よ
る
と
、
鳥
羽
市
の
神
社
で
は
、
椎
の
葉
を
使
っ
て
玉
串
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
椎

の
葉
と
実
が
、
伊
勢
の
地
で
は
神
様
と
つ
な
が
る
神
事
に
使
わ
れ
て
お
り
、
食
料
供
給
が
重
要

で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

神
膳
供
進
と
伊
勢
祭
祀
と
の
関
係
性

九
十
年
前
、
昭
和
の
大
嘗
祭
に
あ
た
り
、
私
が
勤
務
し
て
い
た
大
学
（
國
學
院
大
學
）
の
大

先
輩
に
あ
た
り
ま
す
折
口
信
夫
先
生
は
大
嘗
宮
の
悠
紀
殿
・
主
基
殿
に
用
意
さ
れ
る
中
央
の
神

座
（
寝
座
）
は
天
皇
が
資
格
完
成
の
た
め
に
物
忌
を
す
る
場
所
で
あ
り
、
神
話
に
見
え
る
真
床

覆
衾
を
か
ぶ
り
、
こ
れ
を
取
り
除
い
た
時
、
完
全
な
天
子
様
（
天
皇
）
に
な
ら
れ
る
と
論
じ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
昭
和
の
寝
座
秘
儀
説
、
マ
ト
コ
オ
フ
ス
マ
論
の
は
じ
ま
り
で
し
た
。
昭
和

の
戦
後
、
こ
の
学
説
は
当
時
流
行
し
て
い
た
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
も
手
伝
っ
て
、
無
批
判
に
学
問

世
界
に
拡
散
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
・
中
世
の
記
録
に
は
、
ど
こ
に
も
そ
う

し
た
秘
儀
説
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
神
饌
の
御
供
進
が
重
要
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ぎ
の
室
町
時
代
に
記
さ
れ
た
記
録
に
、
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
後
円
融
天
皇
大
嘗
祭
（
永
和
元
・
一
三
七
五
）
二
条
良
基
の
『
永
和
度
大
嘗
会
記
』

神、

膳、

の
次
第
は
人
の
し
ら
ぬ
み
ぬ
事
な
れ
は
し
る
し
申
に
を
よ
は
す
、
天
神
地
祇
を
天
子

の
て
つ
か
ら
ま
つ
ら
せ
給
て
、
神、

供、

を
そ
な
へ
給
ふ
と
そ
う
け
給
は
る
、
執
柄
の
家
な
と

の
外
は
し
る
人
も
な
き
に
や
、
夕、

膳、

は
亥
時
に
て
侍
へ
け
れ
と
も
、
や
う
ヽ
夜
あ
け
か
た

に
な
り
ぬ
、
近
代
は
か
や
う
に
そ
侍
る
、
神、

膳、

は
て
て
又
廻
立
殿
に
か
へ
ら
せ
給
ふ
、
又

御
ゆ
か
け
あ
り
、
そ
の
の
ち
主
基
の
神
殿
へ
な
り
て
、
又
御、

膳、

を
そ
な
へ
給
ふ
、
さ
き
の

こ
と
し
、
抑
天
子
の
代
の
は
し
め
に
大
神
宮
以
下
に
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
神、

膳、

な
れ
は
、

い
か
ほ
と
も
結
構
せ
ら
れ
て
金
銀
の
器
な
と
に
て
こ
そ
ま
い
る
へ
け
れ
と
も
、
た
ゝ
器
か

し
は
の
葉
は
か
り
を
あ
み
つ
ら
ね
て
御、

膳、

の
器
に
そ
な
へ
た
り
、
神
代
の
風
俗
儉
約
を
さ

き
と
せ
ら
れ
け
る
事
の
い
み
し
さ
、

・
称
光
天
皇
大
嘗
祭
（
応
永
二
二
・
一
四
一
五
）
関
白
一
条
経
嗣
『
応
永
大
嘗
会
記
』

何
よ
り
も
神
膳
の
儀
こ
と
ゆ
へ
な
く
と
け
お
こ
な
は
れ
ぬ
る
、
神
威
の
い
た
り
も
い
ち
し

る
し
く
め
て
た
し
、
凡
神
国
の
大
事
ハ
大
嘗
会
也
、
大
嘗
会
の
大
事
ハ
神
膳
に
過
た
る
こ

と
ハ
な
し
、
其
故
は
神
座
・
神
服
を
ま
う
け
て
、
ま
さ
し
く
あ
ま
て
る
大
神
を
勧
請
し
申

さ
れ
て
、
天
子
御
身
つ
か
ら
ま
つ
り
給
ふ
儀
也
、
代
々
執
柄
申
さ
た
に
付
て
も
故
実
口
伝

と
も
お
ほ
く
あ
る
に
や
、

後
円
融
天
皇
大
嘗
祭
に
つ
い
て
書
か
れ
た
二
条
良
基
の
『
永
和
度
大
嘗
会
記
』
や
称
光
天
皇

大
嘗
祭
に
つ
い
て
の
関
白
一
条
経
嗣
『
応
永
大
嘗
会
記
』
な
ど
を
見
ま
す
と
、
一
番
大
事
な
こ

と
が
神
饌
の
御
供
献
で
あ
る
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
三
十
年
前
、平
成
の
大
嘗
祭
に
際
し
て
、

拙
論
で
は
天
皇
の
御
所
作
は
神
膳
が
中
心
で
あ
り
、
寝
座
は
大
神
が
来
臨
し
泊
ま
ら
れ
る
神
の

座
で
あ
り
、
天
皇
と
い
え
ど
も
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
見
立
て
の
座
」
で
あ
る
と
論
じ
ま
し
た
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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大
嘗
祭
と
同
じ
形
式
の
新
嘗
が
始
ま
っ
た
の
は
、
天
武
天
皇
の
時
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
代

一
度
に
な
る
の
は
、
持
統
天
皇
の
時
で
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
六
七
二
年
に
壬
申
の
乱
が
起

こ
り
ま
す
。
伊
勢
国
に
大
海
人
皇
子
が
入
ら
れ
て
、
天
照
大
御
神
を
遥
拝
す
る
。
そ
し
て
壬
申

の
乱
に
勝
利
し
ま
す
。
翌
年
、
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
）
の
時
に
飛
鳥
浄
御
原
宮
で
即
位
さ

れ
ま
し
た
。
豪
族
と
の
対
立
、
国
家
を
二
分
す
る
争
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
、
新
し
い
祭
祀
が

生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
大
来
皇
女
と
い
う
天
武
天
皇
の
皇
女
を
、

後
の
初
斎
院
に
あ
た
る
、
泊
瀬
の
斎
宮
に
赴
か
せ
ま
す
。
そ
の
年
の
秋
十
一
月
に
播
磨
・
丹
波

を
卜
定
し
ま
し
た
。
こ
の
稲
米
を
用
い
て
新
嘗
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
大
来
皇
女
も
新
嘗
を
奉

仕
し
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
翌
年
、
大
来
皇
女
が
伊
勢
の
斎
宮
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
斎

宮
は
、
い
ま
ち
ょ
う
ど
、
松
阪
寄
り
の
と
こ
ろ
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
数
年
前
か

ら
七
世
紀
後
半
の
初
期
斎
宮
に
あ
た
る
部
分
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
今
後
正
殿
の
部
分
が
出
て
く

れ
ば
、
斎
王
の
祭
祀
と
の
関
係
性
も
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
嘗
祭

が
始
ま
っ
た
時
期
に
合
わ
せ
て
、
の
ち
の
ち
の
『
延
喜
式
』
の
記
載
を
も
照
ら
し
て
考
え
る
と
、

大
来
皇
女
の
新
嘗
も
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
の
斎
宮
発
掘
調
査
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

新
し
く
は
じ
ま
っ
た
郡
（
当
時
は
評
）
の
卜
定
が
あ
り
、
播
磨
と
丹
波
の
国
内
に
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
必
ず
し
も
当
初
は
東
西
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
毎

年
、
新
嘗
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
、
当
時
は
地
方
の
、
郡
が
選
ば
れ
て
郡
司
子
弟
が
奉
仕
し
ま
し

た
。
そ
し
て
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
九
月
条
に
よ
る
と
、
尾
張
と
丹
波
に
悠
紀
と
主
基
が

決
め
ら
れ
ま
し
た
。「
悠
紀
（
ユ
キ
）」
と
い
う
の
は
、
神
聖
な
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
第
一

の
供
献
の
儀
を
す
る
と
こ
ろ
、「
主
基
（
ス
キ
）」
は
第
二
番
目
の
供
献
の
儀
を
す
る
と
こ
ろ
で

す
。
日
を
ま
た
い
で
二
度
の
神
膳
供
進
が
あ
る
こ
と
は
、
伊
勢
神
宮
祭
祀
と
共
通
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
こ
伊
勢
の
皆
様
に
と
っ
て
は
常
識
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
折
口
の
マ
ト
コ
オ
フ
ス

マ
説
で
は
、
二
度
同
じ
儀
式
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
か
、
説
明
が
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
大
嘗
祭

と
伊
勢
神
宮
祭
祀
の
進
行
の
時
間
帯
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
儀
式
』
巻
一
神
今
食
儀
を
見
ま
す
と
、「
亥
一
刻
、
御
膳
を
薦
め
、
亥
四
刻
、
御
膳
を
徹
す
」、

「
寅
一
刻
、
暁
膳
を
供
え
る
、
寅
四
刻
、
御
膳
を
徹
す
」
と
あ
り
ま
す
。
時
間
帯
は
、
午
後
九

時
く
ら
い
か
ら
十
一
時
、
暁
の
御
膳
が
翌
日
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
と
な
っ
て
い
ま
す
。
神

今
食
と
は
、六
月
と
十
二
月
に
新
嘗
祭
に
準
じ
た
よ
う
な
儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
間
は
、

基
本
的
に
、
当
時
の
大
嘗
祭
も
新
嘗
祭
も
変
わ
り
な
い
で
す
。
次
の
『
儀
式
』
巻
三
践
祚
大
嘗

祭
儀
・
中
に
、「
亥
一
刻
、
御
膳
を
供
え
、
亥
四
刻
徹
す
」「
寅
一
刻
、
主
基
御
膳
を
供
え
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
近
代
以
降
に
つ
き
ま
し
て
は
、
悠
紀
殿
の
儀
式
が
三
時

間
ほ
ど
早
め
ら
れ
て
お
り
、
陛
下
は
、
午
後
六
時
半
ご
ろ
に
殿
に
入
ら
れ
て
、
実
際
に
終
わ
る

の
は
、
午
後
九
時
半
く
ら
い
で
す
。
平
成
時
代
の
天
皇
陛
下
の
入
御
、
出
御
時
間
帯
は
、
今
回

も
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
早
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
は
、
み
な
さ
ま
ご
承
知
の
と
お
り
、
朝
御
饌
・
夕
御
饌
が
行
わ

れ
て
お
り
ま
す
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
九
月
例
の
神
嘗
祭
「
亥
刻
よ
り
始
め
、
丑
時
に
至
る

ま
で
に
、
朝
御
饌
・
夕
御
饌
、
二
度
供
奉
畢
」、『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
六
月
例
の
月
次
祭
「
亥

時
よ
り
始
め
、
丑
時
に
至
る
ま
で
、
朝
の
大
御
饌
・
夕
の
大
御
饌
、
二
度
間
置
き
て
供
奉
。
こ

れ
を
由
貴
と
号
す
」
な
ど
と
あ
り
ま
す
。
宮
中
祭
祀
の
御
神
饌
供
献
、
あ
る
い
は
伊
勢
神
宮
の

神
嘗
祭
な
り
、
六
月
・
十
二
月
の
月
次
祭
、
三
節
祭
、
ま
た
遷
宮
の
儀
式
な
り
、
行
わ
れ
る
時

間
帯
が
同
じ
で
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
儀
式
の
本
質
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

天
武
天
皇
二
年
に
始
ま
る
こ
の
儀
式
に
、
い
ろ
い
ろ
学
説
は
あ
り
ま
す
が
、
中
世
の
記
録
で

は
、
た
し
か
に
伊
勢
五
十
鈴
川
上
坐
天
照
大
御
神
及
び
天
神
地
祇
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
本
来
的
に
は
、
嘗
祭
り
の
対
象
は
、
天
照
大
御
神
が
元
々
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、

天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
の
御
世
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
持
統
天
皇

の
御
世
に
な
り
ま
す
と
、
大
嘗
祭
と
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
持
統
天
皇
三
年

（
六
八
九
）
に
飛
鳥
浄
御
原
令
が
成
立
し
、
同
四
年
元
旦
に
即
位
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
。
同
四

年
九
月
に
、
こ
れ
は
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
な
ど
の
記
録
に
よ
り
ま
す
と
、
式
年
遷
宮
が
行
わ

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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れ
る
。
同
五
年
に
は
、
大
嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇

の
時
代
に
古
代
祭
祀
・
祭
式
の
基
本
的
体
系
が
確
立
し
て
い
く
こ
と
は
確
か
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
大
嘗
祭
と
天
皇
新
嘗
は
伊
勢
祭
祀
と
一
体
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。

天
皇
は
御
座
に
座
ら
れ
、
京
都
の
場
合
、
東
南
の
方
向
に
向
け
て
ス
ゴ
モ
の
上
に
神
膳
を
重

ね
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
伊
勢
神
宮
の
方
向
を
強
く
意
識
し
て
供
膳
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
外
宮
の
御
饌
殿
祭
祀
の
形
式
を
天
皇
宮
殿
内
に
取
り
込
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
御
饌
殿
祭
祀
が
一
番
近
場
で
内
宮
の
神
に
対
し
て
、
朝
・
夕
の
御
饌
を
供
え
る
意

味
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
天
皇
祭
祀
で
は
、
遠
く
拝
み
祭
る
形
で
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
、
遠
近

の
二
重
性
が
重
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
神
殿
の
中
央
の
神
座
、
寝
座
は
神
を

迎
え
る
た
め
の
象
徴
的
な
見
立
て
の
座
で
し
た
。
天
皇
が
も
っ
と
も
恐
ろ
し
か
っ
た
こ
と
は
天

照
大
神
の
祟
り
で
す
。
こ
れ
を
防
ぐ
意
味
で
も
、
見
立
て
の
座
と
供
膳
・
遥
拝
の
座
を
必
要
と

し
た
の
で
し
ょ
う
。
崇
神
天
皇
の
と
き
か
ら
、
同
床
同
殿
は
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
天
武

天
皇
の
と
き
か
ら
、天
皇
祭
祀
に
お
い
て
同
床
共
殿
の
理
念
が
復
興
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

大
嘗
祭
に
お
い
て
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
天
皇
の
御
所
作
と
と
も
に
、
采
女
と
い
う
女

性
の
方
が
神
饌
供
献
の
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
國
學
院
雑
誌
』

の
特
集
号
（
一
二
〇
巻
十
一
号
、
令
和
元
年
十
一
月
）
に
「
大
嘗
祭
―
陪
膳
采
女
の
作
法
と
祝
詞

を
中
心
に
―
」
と
題
し
て
、
最
近
紹
介
し
ま
し
た
。
女
性
が
神
殿
に
入
る
こ
と
は
聖
婚
儀
礼

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
天
照
大
神
に
丁
重
に
食
膳
を
お
供
え
す
る
作
法
で
あ
り
、
天
皇
日
常

の
お
食
事
に
女
官
が
供
膳
さ
れ
る
こ
と
の
延
長
線
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
食
膳
に
毎

日
内
膳
が
担
当
す
る
こ
と
も
同
じ
で
す
。
天
つ
神
か
ら
受
け
ら
れ
た
食
料
供
給
に
つ
い
て
、
天

皇
と
天
下
の
公
民
（
オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ
）
と
が
生
業
を
と
お
し
て
一
体
と
な
っ
て
生
育
し
て
い
く

こ
と
の
報
賽
を
、
祭
祀
と
し
て
象
徴
化
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
日
常

の
天
皇
と
公
民
の
食
膳
確
保
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
毎
年
、
ま
た
代
替
わ
り
ご
と
に
天

照
大
神
に
報
賽
し
た
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

最
近
新
し
く
宍
戸
忠
男
氏
が
『
神
道
宗
教
』
の
大
嘗
祭
特
集
号
（
二
五
四
・
二
五
五
合
併
号
、

令
和
元
年
）
で
紹
介
さ
れ
た
史
料
で
、
東
山
御
文
庫
の
中
に
霊
元
上
皇
が
書
か
れ
た
『
大
嘗
会

神
饌
次
第
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
世
最
後
の
大
嘗
祭
を
斎
行
さ
れ
ま
し
た
後
土
御
門
天

皇
の
式
次
第
を
写
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
は
「
神
殿
の
西
北
を
と
を
ら
せ
給
ふ
と
き
、
御
裾

の
つ
く
ゑ
な
ど
に
か
ヽ
ら
ぬ
様
に
、
よ
く
御
進
退
あ
る
べ
し
、
御
座
揖
の
ヽ
ち
、
御
裾
を
引
き

よ
せ
ら
る
ヽ
儀
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
後
土
御
門
天
皇
は
、
西
か
ら
入

ら
れ
、
北
を
通
り
ま
す
。
そ
の
北
に
は
、
繒
服
・
麁
服
の
入
っ
た
案
が
あ
り
、
そ
れ
に
引
っ
か

か
ら
ぬ
よ
う
に
と
あ
り
ま
す
。
将
来
の
天
皇
に
な
る
方
へ
の
残
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
、こ
れ
を
、

気
を
つ
け
な
さ
い
と
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、「
こ
れ
神
前
に
お
そ
れ
ま
し
ま
す
ゆ
へ
な
り
、

お
よ
そ
神
殿
の
事
ハ
、
ま
た
〈
全
〉
し
く
神
ま
す
〈
座
〉
が
ご
と
く
の
礼
、
げ
ん
で
う
〈
厳
重
〉

な
る
べ
き
事
な
り
、
い
か
に
も
御
心
を
正
し
く
せ
ら
る
べ
し
」
と
あ
り
、
中
で
の
祭
祀
に
関
す

る
機
微
と
言
い
ま
す
か
、
中
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
天
皇
が
歩
か
れ
た
後
、
裾
が
案
に
触
れ

て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
、
神
殿
内
に
不
具
合
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
、
気
を
つ
け
な
さ

い
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
同
書
の
最
後
に
は
、「
神
膳

の
次
第
に
お
い
て
ハ
、
尤
肝
心
と
い
ふ
べ
き
歟
、
能
々
秘
蔵
あ
る
べ
き
者
也
」
と
い
う
こ
と
で
、

神
膳
の
供
進
が
大
事
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
世
の
再
興
に
尽
力
さ
れ
た
霊
元

上
皇
は
、「
神
膳
ノ
間
ノ
事
、
能
々
御
暗
誦
有
ル
可
シ
、
主
上
御
作
法
ノ
大
事
、
只
此
ノ
事
ニ

有
リ
」と
記
し
て
、と
も
に
神
膳
供
進
を
大
事
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ち
ゃ

ん
と
暗
誦
し
て
お
く
よ
う
に
と
、
霊
元
上
皇
は
最
後
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

ふ
た
た
び
折
口
論
へ

最
後
に
、
折
口
大
嘗
祭
論
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
は
令
和
の
大

嘗
祭
を
終
え
て
、
三
十
年
前
を
回
顧
し
た
と
き
、
も
う
一
度
折
口
論
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
気

が
し
て
い
ま
す
。
大
正
の
学
問
形
成
期
に
、
マ
レ
ビ
ト
論
が
確
立
し
て
い
た
折
口
は
、
昭
和
初

期
の
時
代
性
と
は
い
え
、
受
霊
論
に
拍
車
を
か
け
て
い
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
神
威
を
頂
く

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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と
い
う
意
味
で
、
受
霊
論
は
理
解
で
き
る
が
、
神
そ
の
も
の
に
な
る
即
神
論
と
し
て
の
受
霊
論

は
認
め
難
い
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
そ
こ
に
至
っ
た
の
か
。
一
世
紀
近
い
前
に
、
マ
レ
ビ
ト
論
を

据
え
る
折
口
に
は
、
中
世
公
家
社
会
の
記
録
に
は
じ
ま
り
、
昭
和
三
年
の
新
聞
ま
で
、
神
膳
供

進
の
作
法
の
こ
と
は
熟
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
一
蹴
し
て
い
っ
た
の
は
何
故
だ

ろ
う
。
ま
だ
回
答
は
闇
の
な
か
に
あ
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
昭
和
か
ら
平
成
へ
、
そ
し
て
令
和

へ
と
、
大
嘗
祭
論
議
の
結
果
、
近
代
日
本
の
学
問
の
方
向
性
が
大
き
く
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
だ
け
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

平
成
の
大
嘗
祭
に
際
し
て
、
私
は
、
折
口
信
夫
先
生
を
批
判
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に

重
い
重
い
荷
物
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
お
り
ま
し
た
。
國
學
院
の
大
先
輩
を
否

定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
。
折
口
信
夫
に
対
し
て
は
、
い
ま
新
た
な
折
口
信
夫
ブ
ー
ム
が
始
ま
っ

て
お
り
、
斎
藤
英
喜
先
生
の
『
折
口
信
夫
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
著
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
度
、
折
口
先
生
の
論
の
中
か
ら
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
古
代
人
の
信
仰
」（『
惟

神
道
』
昭
和
十
七
年
二
月
～
五
月
号
、『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
十
巻
、
中
央
公
論
社
）
で
、
こ
れ
は

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
皇
典
講
究
所
の
北
京
支
部
に
お
け
る
講
演
録
が
、
翌
年
発
表
さ

れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
日
本
の
神
道
と
い
う
ふ
も
の
は
宮
廷
―
皇
室
か
ら
出
て

ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
皇
室
の
神
道
が
日
本
の
国
の
神
道
の
基
で
あ
る
。
此
事
は
説
明
す
る
迄
も

無
い
事
柄
で
あ
る
様
に
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
之
に
関
す
る
知
識
理
論
を
明
確
に
し
て
、
お
互
ひ

の
信
念
を
一
層
深
め
た
い
と
考
へ
る
次
第
で
あ
る
。」
と
、
冒
頭
で
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
お
り

ま
す
。
私
も
古
代
律
令
国
家
が
始
ま
る
七
世
紀
後
半
の
天
武
・
持
統
朝
の
前
後
か
ら
、
皇
室
の

神
道
と
祭
祀
と
が
連
動
し
て
神
社
祭
祀
・
祭
儀
が
組
み
立
て
ら
れ
、
祈
年
祭
を
始
め
と
し
た
祭

祀
の
体
系
が
作
ら
れ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
折
口
先
生
の
戦
前
に
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
通
り
、
皇
室
の
神
道
こ
そ
が
、
一
番
の
基
盤
で
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

私
も
、
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

我
々
は
霊
魂
は
一
つ
と
考
へ
る
が
、
古
代
人
の
信
仰
か
ら
す
る
と
、
霊
魂
は
無
限
に
人
に

這
入
る
と
思
つ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
抽
象
的
で
あ
る
か
ら
這
入
ら
な
い
こ
と
は
な
い
が
、

殊
に
天
皇
の
御
體
に
は
、
如
何
程
多
く
の
霊
が
這
入
つ
て
ゐ
る
か
考
へ
ら
れ
な
い
ほ
ど
這

入
つ
て
ゐ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
場
合
に
よ
つ
て
は
少
く
、
場
合
に
よ
つ
て
は
沢

山
あ
る
様
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
は
日
本
の
神
道
の
一
つ
の
根
本
的
な
考
へ
で
あ

つ
て
、
と
も
か
く
天
皇
の
御
使
ひ
に
な
る
御
魂
が
體
に
御
這
入
り
に
な
る
と
、
新
し
い

天
ス
メ
ミ
マ

皇
ノ
ミ
コ
ト

が
こ
の
世
に
は
お
現
れ
に
な
る
の
で
あ
る
。
先
の
世
の
天
皇
は
高
天
原
に
昇
り
、

新
し
い
天
皇
が
新
に
降
り
て
お
出
で
に
な
る
。
信
仰
上
で
は
御
代
々
々
に
新
し
く
、
こ
の

土
地
に
御
出
で
に
な
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま
た
霊
魂
の
上
か

ら
ば
か
り
考
へ
る
と
、
大
御
身

オ
ホ
ミ
マ

の
内
に
御ミ

魂タ
マ

が
御
這
入
り
に
な
る
と
い
ふ
型
に
な
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
御
魂
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
三
年
の
大

嘗
祭
以
降
に
な
る
と
、
御
魂
の
問
題
が
一
番
中
心
に
据
え
ら
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
部
分
は
戦
時

下
の
時
代
性
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
多
彩
な
霊
魂
の
交
流
・
交
換
、
御
魂
が
天
皇
の
御
体
に

入
っ
て
い
く
、
そ
し
て
、
御
霊
の
往
還
が
日
本
の
神
道
の
根
本
的
な
考
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
お
書
き
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
御
魂
と
い
う
の
は
、
国
々
の
御
魂
で
あ
っ
た
り
、
家
々

の
魂
で
あ
っ
た
り
、
大
嘗
祭
の
と
き
の
国
風
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
京
都
の
賀
茂
祭
な
ど
に

奉
納
さ
れ
る
東
遊
の
儀
礼
で
も
霊
魂
の
受
霊
を
信
じ
る
こ
と
を
大
事
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
皇

と
地
域
・
人
々
と
が
つ
な
が
る
一
体
論
、
外
来
魂
と
内
在
魂
と
の
霊
の
交
換
を
確
信
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
わ
た
し
は
折
口
の
論
じ
た
「
み
こ
と
も
ち
」
と
し
て
の
天
皇
の
立
場
は
よ
く
理
解
で

き
、
中
央
の
神
座
（
寝
座
）
に
お
い
て
、
何
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
と
い
う
秘
儀
は
な
く
て
、
神

饌
供
進
が
も
っ
と
も
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
折
口
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
御
魂
の

交
流
と
い
う
の
は
、
当
然
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
神
社
に
お
い
て
、
祭
に
参
加
す
る
、
神
輿
を

担
ぐ
、
あ
る
い
は
神
宮
に
お
参
り
に
行
く
、
大
き
な
杉
に
抱
き
つ
く
の
も
そ
う
で
す
け
ど
、
現

代
人
に
お
い
て
も
神
威
を
頂
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
す
。
な
の
で
、
そ
の
こ
と
自
体
を

私
は
、
否
定
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
日
本
人
の
信
仰
の
一
番
の
骨
格
に
当
た
る
と

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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こ
ろ
で
す
が
、
無
制
限
に
御
魂
の
交
換
が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
天
皇
即
神
論
も
よ
く
言
わ

れ
ま
す
が
、
限
定
的
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

平
成
と
令
和
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
平
成
の
大
嘗
祭
論
議
は
大
き
な
学
問
的
論

争
で
し
た
。
こ
の
論
争
に
よ
っ
て
、
近
代
の
学
問
の
方
向
性
が
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
確

か
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
学
問
を
さ
ら
に
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
佐
野
】
岡
田
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
、
発
題
二
と
し
ま
し
て
国

士
舘
大
学
教
授
の
藤
森
馨
先
生
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

〔
発
題
二
〕

平
安
時
代
の
神
璽
観

藤
森

馨

【
藤
森
馨
】
み
な
さ
ん
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
御
即
位
の
前
と
言
い
ま
す
か
、
上

皇
さ
ま
が
御
退
位
を
明
言
さ
れ
た
と
き
の
思
い
出
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
れ
は
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
七
月
十
三
日
で
し
た
。
こ
ち
ら
に
お
出
で
の
所
先

生
と
村
上
天
皇
の
日
記
で
あ
る
『
村
上
天
皇
御
記
』
を
読
む
研
究
会
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ

う
し
て
お
り
ま
す
と
、
午
後
七
時
前
か
ら
、
突
然
、
所
先
生
の
携
帯
に
電
話
が
入
っ
て
入
っ
て
、

し
ょ
う
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
も
こ
れ
は
、
陛
下
が
御
譲
位
に
な
る
よ
う
だ
と
、

え
っ
そ
ん
な
ば
か
な
、
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
急
遽
、
研
究
会
は
中

止
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
思
い
出
で
、
今
回
の
令
和
の
御
世
を
迎
え
る
こ

と
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
、
重
箱
の
隅
太
郎
、
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
若
い
頃
か
ら
の
あ
だ
名
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
ま
た
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

一
、
令
制
即
位
礼

践
祚
と
即
位
と
い
う
の
は
、
元
々
同
じ
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
即
位
さ
れ
る
日
の
儀

式
に
つ
い
て
、「
養
老
神
祇
令
」
に
は
、「
凡
そ
践
祚
の
日
に
は
、
中
臣
、
天
神
の
寿
詞
を
奏
せ

よ
。
忌
部
、神
璽
の
鏡
剣
を
た
て
ま
つ
れ
」と
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、「
飛
鳥
浄
御
原
令
」

で
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
「
飛
鳥
浄
御
原
令
」
か
と
申
し
ま
す

と
、『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
称
制
四
年
（
六
九
〇
）
春
正
月
戊
寅
朔
に
「
物
部
麻
呂
朝
臣
大

盾
樹
つ
。
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
、
天
神
寿
詞
を
読
む
。
畢
り
て
忌
部
宿
禰
色
夫
知
神
璽
の
鏡

剣
を
皇
后
に
奉
上
す
。
皇
后
天
皇
位
に
即
く
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
「
大
宝
令
」
で
す

と
こ
の
後
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
「
飛
鳥
浄
御
原
令
」
で
考
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

実
は
、
中
臣
が
天
神
寿
詞
を
奏
上
す
る
、
忌
部
が
神
璽
の
鏡
剣
を
奉
上
す
る
、
こ
う
い
う
儀

式
は
、
こ
の
と
き
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
理
由
は
簡
単
で
し

て
、
天
武
天
皇
よ
り
前
の
事
例
を
拾
っ
て
み
ま
す
と
、
だ
い
た
い
群
臣
が
印
綬
、
印
と
あ
り
ま

し
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
奉
っ
て
、
天
皇
は
即
位
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
持
統
天
皇
以

降
は
、
中
臣
と
忌
部
が
こ
の
よ
う
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
、
天
武
朝
・
持
統
朝
、
先
ほ
ど
岡
田
先
生
か
ら
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
大
嘗
祭
が
整
え

ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
斎
王
制
度
が
き
ち
っ
と
整
え
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
と
軌
を
一
に

し
て
い
る
の
で
す
。
忌
部
の
氏
の
氏
文
と
言
い
ま
す
か
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、『
古
語

拾
遺
』
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ひ
た
す
ら
我
が
氏
は
、
鏡
剣
を
天
皇
に
献
上
す
る
と
い

う
こ
と
を
言
い
続
け
て
お
り
ま
す
。
私
も
二
十
年
以
上
『
古
語
拾
遺
』
を
読
み
続
け
て
い
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
記
事
ば
か
り
で
し
て
、
あ
や
し
い
書
物
の
一
つ
な
の
で
す
。

あ
と
も
う
一
つ
、『
家
傳
』
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
藤
原
鎌
足
、
ま
た
不

比
等
ら
の
伝
記
で
す
が
、
こ
れ
を
読
む
と
、「
中
臣
は
世
々
祭
事
を
掌
れ
り
。
神
人
の
間
を
相
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和
す
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
も
あ
や
し
い
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
中
に

「
天
（
都
）
水
」
の
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
天
水
の
こ
と
は
、
天
神
寿
詞
と
も
言
い
ま
す
が
、

天
神
寿
詞
に
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。

中
臣
に
し
ろ
忌
部
に
し
ろ
、
律
令
制
と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
た
段
階
で
神
事
氏
族
と
改

め
て
位
置
附
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

二
、
践
祚
と
即
位
の
区
別

さ
て
、
践
祚
と
即
位
の
区
別
と
い
う
の
を
こ
こ
で
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
元
々
、
奈

良
時
代
ま
で
、
践
祚
と
即
位
は
同
じ
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
初
頭
に
践
祚
と
即
位
が

区
別
さ
れ
ま
し
た
。
元
来
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
践
祚
と
即
位
に
区
別
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
何
時
か
ら
か
と
言
い
ま
す
と
、
平
安
時
代
初
頭
の
平
城
天
皇
の
時
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま

で
は
、
受
禅
即
位
（
先
帝
か
ら
位
を
譲
ら
れ
る
）
で
も
、
崩
御
後
の
即
位
に
し
ろ
、
時
間
が
経
過

し
た
即
位
で
も
、即
日
即
位
で
も
、「
即
位
」と
国
史
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
日
本
後
紀
』に
桓
武
天
皇
の
崩
御
と
、平
城
天
皇
の
即
位
を
見
て
み
る
と
、大
同
元
年（
八
〇
六
）

三
月
十
七
日
条
に
「
頃
有
り
て
天
皇
正
寝
に
崩
ず
。
春
秋
七
十
。
皇
太
子
哀
号
擗
踊
し
て
、
迷

い
て
起
た
ず
。
参
議
従
三
位
近
衛
中
将
坂
上
大
宿
禰
田
村
麻
呂
・
春
宮
大
夫
従
三
位
藤
原
朝
臣

葛
野
麻
呂
、
固
く
請
け
扶
け
て
殿
よ
り
下
り
て
東
廂
に
遷
る
。
次
い
で
璽
并
び
に
剣
櫃
を
東
宮

に
奉
る
」（『
日
本
後
紀
』
訳
注
日
本
史
料
、
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
、
た
ん
に
「
剣
櫃
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
で
す
。
御
剣
で
も
な
け
れ
ば
、
宝
剣
で
も

な
い
の
で
す
。
そ
の
後
、
平
城
天
皇
は
大
同
元
年
五
月
十
八
日
に
大
極
殿
に
即
位
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

東
京
大
学
の
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
、
も
う
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
井
上
光

貞
先
生
は
、
こ
の
平
城
天
皇
の
時
に
行
わ
れ
た
剣
璽
等
承
継
の
儀
が
、
践
祚
の
は
じ
ま
り
で

あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
（『
日
本
古

代
の
王
権
と
祭
祀
』、
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
四
）。
つ
ま
り
、
剣
璽
等
承
継
の
儀
は
、
践
祚
と

後
世
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
神
璽
之
鏡
剣
は
、
元
来
即
位
の
際
に
奉
つ
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
先
帝
存
命
中
で
あ
れ
、
崩
御
後
で
あ
れ
、
践
祚
の
際
に
剣
璽
は

新
帝
に
奉
上
さ
れ
る
事
が
一
般
的
と
な
り
、
践
祚
の
儀
と
即
位
の
儀
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

一
方
で
、
践
祚
の
儀
に
つ
い
て
宮
内
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
天
皇
陛
下
が
皇
位
を
継

承
さ
れ
た
あ
か
し
と
し
て
剣
璽
・
御
璽
・
国
璽
を
承
継
さ
れ
る
剣
璽
等
承
継
の
儀
が
，
昭
和

六
十
四
年
一
月
七
日
、
皇
居
に
お
い
て
、
国
事
行
為
た
る
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
」
と
あ

り
、
剣
璽
・
御
璽
・
国
璽
を
継
承
し
、
天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
う
し
て
践
祚
は

剣
璽
を
皇
太
子
が
受
け
ら
れ
、
新
帝
と
な
り
、
時
間
を
経
た
後
に
、
正
式
に
即
位
す
る
即
位
儀

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
や
や
難
解
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
践

祚
と
即
位
儀
を
区
別
す
る
理
由
を
、『
帝
室
制
度
史
』
に
見
ま
す
。

神
器
伝
承
の
儀
は
、
上
代
に
在
り
て
は
鏡
と
剣
と
を
奉
上
す
る
の
例
な
り
し
が
、
平
安
時

代
践
祚
と
即
位
と
別
あ
る
に
至
り
て
、
後
は
、
神
鏡
は
別
殿
に
奉
安
し
て
同
座
し
奉
ら
ず
、

剣
と
璽
と
を
上
る
例
と
な
れ
り
。
之
を
剣
璽
渡
御
の
儀
と
謂
ふ
。
剣
璽
渡
御
の
儀
は
、
先

帝
と
新
帝
と
の
御
在
所
異
な
る
場
合
に
は
、
左
右
近
衛
府
の
中
将
若
く
は
少
将
を
剣
璽
使

と
為
し
、
先
帝
の
御
在
所
よ
り
移
し
て
之
を
新
帝
に
上
り
、
御
同
殿
の
場
合
に
は
、
内
侍

よ
り
直
に
新
帝
に
上
る
の
例
な
り
。
践
祚
の
儀
を
行
ひ
た
ま
ふ
時
日
に
つ
い
て
は
、
皇
位

は
一
日
も
む
な
し
く
す
べ
か
ら
ざ
る
の
大
義
に
照
し
、
天
皇
の
崩
御
又
は
譲
位
の
即
日
之

を
行
ひ
た
ま
ふ
こ
と
を
正
則
と
す
。

右
に
よ
れ
ば
、
昭
和
天
皇
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
御
崩
御
さ
れ
、
そ
の
日
、
今
の
上
皇
様
が
践

祚
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
践
祚
の
儀
は
皇
位
を
一
日
も
空
位
に
し
な
い
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
先
学
が
多
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
後
期
か
ら
桓
武

天
皇
の
即
位
ま
で
、
皇
位
継
承
に
は
様
々
な
葛
藤
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
反
省
を
受
け
、

践
祚
の
儀
即
ち
剣
璽
等
承
継
の
儀
は
案
出
さ
れ
た
令
外
の
即
位
儀
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
誰
が
案
出
し
た
か
と
い
う
と
、
恐

ら
く
は
、
桓
武
天
皇
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

三
、
践
祚
（
剣
璽
等
承
継
の
儀
）
の
式
次
第

さ
て
、
宮
内
庁
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
こ
の
度
の
儀
式
は
平
安
時
代
前
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
儀

式
』、
先
ほ
ど
、
岡
田
先
生
か
ら
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
皇
學
館
大
学
が
非
常
に
詳

細
な
訓
読
や
解
説
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
清
和
天
皇
の
頃
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
『
儀
式
』
の
譲
国
儀
を
、
司
会
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
佐
野

真
人
先
生
が
、
以
下
左
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
儀
式
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
私
が
言
う
こ

と
は
、
何
も
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
引
用
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『
儀
式
』
譲
国
儀
の
次
第

①
天
皇
が
あ
ら
か
じ
め
本
宮
（
内
裏
）
か
ら
去
り
、
御
在
所
へ
移
る
。

②
三
日
前
、
固
関
使
が
発
遣
さ
れ
る
。

③
当
日
、
太
政
官
は
式
部
省
を
召
し
、
刀
祢
を
会
集
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
る
。

④
大
臣
は
内
記
を
召
し
、
譲
位
宣
命
の
作
成
を
命
じ
る
。

⑤
宣
命
の
草
案
を
内
侍
に
付
け
て
奏
覧
を
請
う
。
も
し
損
益
す
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、
勅

処
分
に
よ
る
。

⑥
返
賜
の
後
に
大
臣
は
本
所
に
復
し
、
黄
紙
に
書
か
せ
て
書
杖
を
挟
ん
で
祗
候
す
る
。

⑦
式
部
省
が
親
王
以
下
の
版
位
、
中
務
省
が
宣
命
者
の
版
位
を
設
置
。
諸
衛
は
中
儀
を
服

す
る
。

⑧
式
部
省
が
百
官
を
率
い
て
南
門
の
外
に
列
立
す
る
。
但
し
、
参
議
以
上
は
門
内
に
候
ず
る
。

⑨
天
皇
が
南
殿
に
出
御
す
る
。

⑩
内
侍
が
大
臣
を
喚
び
、
大
臣
に
宣
命
を
執
ら
せ
る
。

⑪
大
臣
は
宣
制
に
堪
え
う
る
参
議
以
上
を
定
め
（
宣
命
者
の
決
定
）、
内
侍
に
付
け
て
奏
覧

を
請
い
、
大
臣
は
階
下
に
候
ず
る
。

⑫
皇
太
子
が
春
宮
坊
を
出
て
、
南
殿
の
殿
上
の
座
に
就
く
。

⑬
大
臣
が
南
殿
に
昇
り
座
に
就
く
。

⑭
近
衛
が
南
門
を
開
き
、
大
臣
が
舎
人
を
喚
び
親
王
以
下
の
参
入
を
命
じ
る
。

⑮
親
王
以
下
・
五
位
以
上
は
門
内
、
六
位
以
下
が
門
外
に
列
立
す
る
。

⑯
参
列
者
が
所
定
の
位
置
に
就
い
た
ら
、
大
臣
は
宣
命
大
夫
（
宣
命
者
）
を
喚
び
、
宣
命

文
を
授
け
る
。

⑰
宣
命
大
夫
は
南
殿
を
降
り
、
し
ば
ら
く
便
所
に
立
つ
。

⑱
大
臣
が
宣
命
大
夫
と
同
じ
階
か
ら
南
殿
を
降
り
、
庭
中
の
列
に
加
わ
る
。

⑲
宣
命
大
夫
は
進
み
出
て
宣
命
版
に
就
く
。

⑳
皇
太
子
が
座
か
ら
起
つ
。

㉑
宣
命
大
夫
が
宣
命
を
読
む
。

㉒
親
王
以
下
が
再
拝
す
る
。

㉓
大
臣
以
下
が
拝
舞
す
る
。

㉔
宣
命
大
夫
が
本
列
に
戻
る
。

㉕
親
王
以
下
が
退
出
す
る
。

㉖
中
務
丞
が
参
入
し
、
版
位
を
取
り
除
い
て
退
出
す
る
。

㉗
近
衛
が
門
を
閉
じ
る
。

㉘
「
今
帝
」
が
南
殿
を
降
り
、
南
の
階
か
ら
一
丈
ほ
ど
の
場
所
で
拝
舞
す
る
。

㉙
拝
舞
が
終
わ
り
「
今
帝
」
は
歩
行
し
て
帰
る
。

㉚
内
侍
が
節
剱
を
奉
持
す
る
。
所
司
は
御
輿
に
供
奉
す
る
が
、
皇
帝
（
今
帝
）
は
辞
退
し

て
御
輿
に
は
乗
御
し
な
い
。
諸
衛
は
警
蹕
を
お
こ
な
う
。

㉛
少
納
言
一
人
が
大
舎
人
等
を
率
い
て
伝
国
璽
櫃
を
奉
持
し
て
追
従
す
る
。

㉜
少
納
言
一
人
が
大
舎
人
・
闈
司
を
率
い
て
鈴
・
印
鑰
を
奉
持
し
、「
今
上
御
所
」
に
進
る
。

㉝
近
衛
少
将
が
近
衛
を
率
い
て
供
御
雑
器
を
奉
持
し
、
同
所
（
今
上
御
所
）
に
進
る
。
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㉞
「
今
上
」
が
春
宮
坊
に
御
す
。
諸
衞
の
警
蹕
・
侍
衛
は
常
儀
の
通
り
で
あ
る
。（「
譲
国

儀
」
儀
式
文
の
成
立
と
変
遷
―
新
帝
の
上
表
を
中
心
に
―
『
神
道
史
研
究
』
通
巻
二
七
六
号
）

以
上
が
譲
国
儀
の
式
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
①
番
を
見
て
下
さ
い
。
こ
の
御
在
所
と

は
、
御
院
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
所
へ
、
天
皇
が
遷
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
⑨
で
は
、
南
殿
に
出

御
さ
れ
る
と
あ
り
、
こ
れ
は
御
在
所
の
南
殿
の
こ
と
で
す
。
そ
の
後
、
参
列
者
が
南
殿
に
き
て
、

⑰
に
あ
る
よ
う
に
譲
位
の
宣
命
を
宣
命
大
夫
が
群
臣
に
告
げ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
は
、
⑳
に

あ
り
ま
す
よ
う
に
皇
太
子
は
座
か
ら
立
ち
ま
す
。
こ
れ
は
、
殿
上
の
座
で
す
。
そ
の
あ
と
、
宣

命
大
夫
が
宣
命
を
読
み
、親
王
以
下
が
再
拝
し
、大
臣
以
下
が
拝
舞
し
ま
す
。
そ
の
後
、「
今
帝
」

つ
ま
り
新
帝
が
南
殿
を
降
り
、
南
の
階
か
ら
一
丈
ほ
ど
の
場
所
で
拝
舞
す
る
わ
け
で
す
。
拝
舞

と
い
う
の
は
、
み
な
さ
ん
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
い
ま
や
ら
れ
て
い
る
拝

舞
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
昔
、
春
日
大
社
で
、
拝
舞
を
す
る
場
面
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
簡
単
な
所
作
で
し
た
。
こ
れ
で
合
っ
て
い
る
の
か
疑
問
で
す
。

問
題
は
㉚
番
か
ら
の
こ
と
で
す
。
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
天
皇
は

譲
位
に
先
立
ち
内
裏
を
離
れ
、
御
在
所
に
移
ら
れ
る
。
譲
位
の
儀
当
日
、
皇
太
子
が
殿
上
に
上

が
り
、
譲
国
儀
が
行
わ
れ
ま
す
。
皇
太
子
が
起
立
す
る
と
、
譲
国
の
宣
命
が
宣
せ
ら
れ
る
。
新

帝
が
歩
行
し
て
お
帰
り
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
内
侍
が
節
剣
を
奉
持
し
、
少
納
言

一
人
が
伝
国
璽
櫃
を
奉
持
し
て
追
従
し
た
と
あ
り
、
節
剣
と
出
て
き
ま
す
。

右
譲
国
儀
の
次
第
を
ま
と
め
る
と
、
皇
太
子
は
坊
、
春
宮
坊
か
ら
先
帝
の
御
在
所
に
参
入
し
、

剣
璽
等
承
継
の
儀
が
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

四
、
璽
と
は
な
に
か

さ
て
、
三
種
の
神
器
と
は
八
咫
鏡
、
草
薙
剣
、
八
坂
瓊
曲
玉
を
指
す
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
神
璽
之
鏡
剣
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
元
来
神
璽
は
鏡
剣
の
形
容
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

た
の
が
、
井
上
光
貞
氏
で
す
（
前
掲
書
）。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
神
璽
で

あ
る
鏡
剣
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
剣
璽
等
承
継
の
儀
に
出
て
く
る
璽
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。
八
坂
瓊
曲
勾
玉
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
忌
部
氏
に
よ
っ
て

新
帝
に
奉
上
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
恐
ら
く
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
璽
と
は

公
式
令
四
〇
条
に
、「
天
子
の
神
璽
、
謂
は
く
践
祚
の
日
の
寿
の
璽
を
い
ふ
。
宝
と
し
て
用
ゐ

ら
れ
ず
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
実
用
品
で
は
な
く
、
宝
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
璽
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
訳
注
日
本
史
料
『
日
本
後
紀
』
補
注
大
同
元
年
三
月
十
五

日
条
補
注
、
集
英
社

二
〇
〇
三
年
）。
な
お
、
内
印
が
「
天
皇
御
璽
」
と
陽
刻
（
字
の
部
分
が
浮

く
よ
う
に
削
ら
れ
て
い
る
）
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
「
天
子
の
神
璽
」
と
見
る
向
き
も
あ
り

ま
す
が
、実
用
に
は
用
い
な
い
と
公
式
令
に
あ
る
以
上
、実
用
に
用
い
ら
れ
て
い
る
内
印
を「
天

子
神
璽
」
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
黛
弘
道
氏
は
、『
律
令
国
家
成
立
氏
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
八
二
年
）
の
中
の

「
三
種
神
器
に
つ
い
て
」
で
、
内
印
と
相
違
し
寸
法
の
規
定
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
勾
玉

を
神
璽
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、内
印
は
三
寸
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
天
子
の
神
璽
に
は
寸
法
が
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
、
勾
玉
と
考
え
た
方

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
平
城
天
皇
か
ら
宇
多
天
皇
ま
で
の
譲
国
儀
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
小
林
宣
彦
氏
は
、

「
践
祚
で
奉
ら
れ
る
神
璽
は
、
印
も
し
く
は
玉
と
鏡
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ

れ
る
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
二
〇
巻
一
号

令
和
元
年
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
議
論
は
あ

る
も
の
の
、
践
祚
と
は
桓
武
天
皇
に
よ
り
、
空
位
の
時
間
を
無
く
す
即
位
儀
礼
、
つ
ま
り
、
先

ほ
ど
見
た
持
統
天
皇
の
即
位
儀
と
大
い
に
相
違
い
た
し
ま
す
。
持
統
天
皇
の
即
位
儀
は
、
令
制

即
位
儀
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
践
祚
の
儀
と
い
う
の
は
、
令
外
の
即
位
で
あ
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
儀
式
は
桓
武
天
皇
の
崩
御
後
直
ち
に
実
行
さ
れ
た
の

で
す
。
さ
て
、
践
祚
即
ち
剣
璽
等
承
継
の
儀
は
、「
伝
国
璽
櫃
」
と
い
う
用
語
が
、『
貞
観
儀
式
』

と
い
う
儀
式
書
に
初
見
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、『
貞
観
儀
式
』
で
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
次
の
光
孝
天
皇
ま
で
の
践
祚
と
剣
璽
等
承
継
の
儀
は
、

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
以
下
一
瞥
し
て
み
た
い
。

仁
明
天
皇
か
ら
譲
位
を
受
け
た
文
徳
天
皇
へ
の
践
祚
は
、
諒
闇
践
祚
で
『
日
本
文
徳
天
皇
実

録
』（
原
漢
文
以
下
同
じ
）
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
二
十
一
日
、「
仁
明
皇
帝
清
涼
殿
に
崩
ず
。

時
に
皇
太
子
殿
を
下
る
。
宜
陽
殿
東
庭
休
廬
に
ま
し
ま
す
。
左
右
大
臣
諸
卿
及
び
少
納
言
左
右

近
衛
少
将
な
ど
率
い
て
、
天
子
神
璽
・
宝
剣
・
符
節
・
鈴
印
な
ど
を
献
ず
」
と
あ
り
、
剣
は
「
宝

剣
」
と
出
て
き
ま
す
。

文
徳
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
た
清
和
天
皇
の
践
祚
は
、
文
徳
天
皇
同
様
、
諒
闇
践
祚
で
、『
日

本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
八
月
二
十
七
日
、「
帝
新
成
殿
に
崩
ず
。（
中
略
）

大
納
言
安
倍
朝
臣
安
人
少
納
言
近
衛
少
将
主
鈴
な
ど
を
率
い
て
、
璽
・
印
樻
な
ど
を
も
た
ら
し

め
、
直
曹
に
い
れ
奉
る
」
と
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。

清
和
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
た
陽
成
天
皇
へ
の
践
祚
は
、『
貞
観
儀
式
』
に
則
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
十
一
月
二
十
九
日
、「（
前
略
）
皇

太
子
・
天
子
の
神
璽
・
宝
剣
を
受
け
て
鳳
輦
に
御
し
、
春
宮
に
帰
る
」
と
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
陽
成
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
た
光
孝
天
皇
へ
の
践
祚
を
見
て
み
ま
す
。
陽
成
天
皇
譲

位
は
特
殊
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
二
月
四
日
、「（
前

略
）
こ
こ
に
於
い
て
神
璽
・
宝
鏡
・
剣
な
ど
王
公
に
付
し
、
即
日
親
王
公
卿
歩
行
し
天
子
の
神

璽
・
宝
鏡
・
剣
な
ど
を
今
皇
帝
の
東
二
条
宮
に
奉
る
。（
中
略
）
二
条
院
と
東
二
条
宮
相
去
る

こ
と
東
行
数
百
歩
」と
あ
り
ま
す
。
光
孝
天
皇
の
践
祚
に
も
し
も
宝
鏡
が
奉
ら
れ
た
と
す
る
と
、

前
掲
小
林
氏
は
玉
も
し
く
は
印
と
宝
鏡
が
奉
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ

う
で
も
無
い
よ
う
で
す
。
佐
野
真
人
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
先
帝
と
新
帝
の
御
座
所
が
相
違

す
る
場
合
、
賢
所
の
御
動
座
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
堀
河
天
皇
・
鳥
羽
天
皇
・
崇
徳
天
皇
・
近
衛

天
皇
・
後
白
河
天
皇
・
二
条
天
皇
・
六
条
天
皇
・
高
倉
天
皇
・
安
徳
天
皇
・
後
鳥
羽
天
皇
の
例

が
あ
る
と
い
う
（
佐
々
木
恵
介
『
天
皇
と
摂
政
・
関
白
』
講
談
社

二
〇
一
一
年
）。
実
際
、
鎌
倉
時

代
に
で
き
た
『
世
俗
浅
深
秘
抄
』
に
は
、「
他
の
御
所
に
行
幸
あ
る
時
は
、
賢
所
御
間
に
渡
す
、

必
ず
警
固
あ
り
、
或
年
始
行
幸
の
間
、
白
地
の
時
賢
所
渡
御
せ
ず
、
十
日
ば
か
り
の
間
そ
の
難

無
し
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
天
皇
が
他
の
御
所
に
移
ら
れ
る
時
、
賢
所
は
必
ず
御
動
座
し
、

年
始
行
幸
の
場
合
に
は
、
賢
所
の
御
動
座
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
条
院
と
東
二
条
宮
と
の
間
は
近
い
と
は
い
え
、
距
離
が
あ
っ
た
た
め
、
賢
所
即
ち
宝
鏡
の

御
動
座
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
光
孝
天
皇
に
は
三
種
の
神
器
が
奉
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
の
事
例
は
、
そ
う
し
た
践
祚
の
儀
の
嚆
矢
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
ま
す
と
、璽
の
ほ
か
に
内
侍
の
奉
じ
た
節
刀
で
あ
る
が
、も
し
草
薙
剣
で
あ
っ

た
と
す
る
と
、
延
暦
二
十
五
年
の
平
城
天
皇
や
文
徳
天
皇
、
清
和
天
皇
の
事
例
の
よ
う
に
、
諒

闇
譲
位
の
際
、
新
帝
に
奉
献
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
も
少
し
く
触
れ
た
よ
う
に
、
神
祇
令

に
は
本
来
忌
部
が
即
位
に
際
し
て
奉
献
す
る
と
あ
る
。
素
戔
嗚
尊
か
ら
天
照
大
神
に
献
上
さ
れ

た
神
器
を
諒
闇
と
い
う
穢
れ
の
中
で
、
神
祇
官
人
忌
部
が
新
帝
に
奉
上
す
る
と
は
、
到
底
考
え

ら
れ
な
い
。
前
述
の
平
城
天
皇
の
践
祚
条
に
も
「
剣
」
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
御
剣
」

と
は
見
え
な
い
点
、
そ
し
て
非
常
に
信
憑
性
の
高
い
『
貞
観
儀
式
』
に
も
「
節
刀
」
と
し
か
見

え
な
い
点
、
同
様
に
光
孝
天
皇
践
祚
儀
か
ら
推
測
す
る
に
、
草
薙
剣
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
清
和
天
皇
か
ら
陽
成
天
皇
へ
の
践
祚
に
際
し
て

は
、「
宝
剣
」
と
見
え
ま
す
。
ま
た
、『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
と
い
う
平
安
時
代

を
代
表
す
る
儀
式
書
類
を
見
ま
し
て
も
、『
北
山
抄
』
に
「
宝
剣
」
と
見
え
る
他
は
、
ど
の
書

物
に
も
「
剣
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
剣
を
草
薙
剣
と
断
定
で
き
る
で
あ

り
ま
し
ょ
う
か
。
も
う
一
度
後
世
の
人
に
研
究
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
大
刀
契

と
い
う
大
刀
が
宮
に
伝
来
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
節
刀
と
は
、
こ
の
中
の
一
振
で
あ
る
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

五
、
神
璽
と
は
何
か

次
に
、
養
老
公
式
令
四
〇
条
に
見
ら
れ
る
神
璽
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）

― 70―



う
か
。
井
上
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
令
制
で
は
鏡
剣
の
形
容
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も

の
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
公
式
令
四
〇
条
の
神
璽
は
明
ら
か
に
相
違
す
る

研
究
が
あ
る
。
大
石
良
材
氏
が
「
大
刀
契
―
平
安
時
代
に
お
け
る
神
器
観
―
」（『
日
本
王
権

の
成
立
』
塙
選
書

昭
和
五
十
年
）
の
中
で
、
詳
細
に
令
制
神
璽
に
つ
い
て
考
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
下
大
石
氏
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、
論
考
を
進
め
た
い
。

氏
は
名
例
律
に
見
え
る

六
に
曰
は
く
、
大
不
敬
、
謂
は
く
大
社
を
毀
ち
、
及
び
祭
祀
の
神
御
の
物
、
乗
輿
の
服
御

の
物
を
盗
み
、
神
璽
・
内
印
を
盗
み
、（
中
略
）〈
神
璽
と
は
、
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
令
に
依

る
に
践
祚
の
日
に
、
中
臣
天
神
の
寿
詞
を
奏
し
、
忌
部
神
璽
の
鏡
剣
を
上
る
〉

と
い
う
記
事
と
、
賊
盗
律
の

凡
そ
神
璽
を
盗
め
ら
ば
、
絞
。
関
契
、
内
印
、
駅
の
鈴
は
遠
流
。〈
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
践

祚
の
日
の
寿
璽
〉

と
い
う
条
文
か
ら
、
神
璽
は
明
ら
か
に
形
容
語
と
し
て
の
神
璽
で
は
な
く
、
物
体
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
公
式
令
四
〇
条
の
「
天
子
の
神
璽
、
謂
は
く
践
祚
の
日

の
寿
の
璽
を
い
ふ
。
宝
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
ず
」
と
し
、
神
璽
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
神
璽

を
盗
む
と
あ
る
こ
と
は
、
形
容
語
と
し
て
の
神
璽
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

石
氏
の
指
摘
は
正
鵠
射
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
大
石
氏
は
荻
野
三
七
彦
著
の
『
印
章
』（
神
璽
と
印
章
）
に
見
ら
れ
る
応
長
二
年

（
一
三
一
三
）
正
月
に
執
行
さ
れ
た
璽
の
筥
の
御
搦
に
関
す
る
『
花
園
天
皇
宸
記
』
の
興
味
深

い
記
事
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
荻
野
氏
の
訓
読
を
こ
こ
に
紹
介
し
ま
す
。

関
白
（
藤
原
冬
平
）
璽
筥
の
事
注
す
る
所
の
も
の
一
巻
こ
れ
を
侍
す
、
是
れ
を
披
見
す
る

に
、
こ
の
文
云
、
璽
筥
中
に
は
印
を
入
る
と
云
々
、
こ
れ
高
家
口
伝
云
々
、
又
抑
も
璽
筥

は
神
代
よ
り
未
だ
か
わ
ら
ず
、若
し
く
は
印
を
納
む
る
か
是
関
白
の
説
な
り
、日
本
書
紀
・

古
事
記
等
を
通
勘
す
る
に
玉
た
る
か
、
但
し
此
の
こ
と
冬
平
公
に
尋
ぬ
る
の
処
、
異
朝
に

於
て
は
伝
国
の
璽
は
玉
た
る
の
由
分
明
、
神
璽
に
於
て
は
は
彼
に
同
じ
か
ら
ず
、
霊
物
と

し
て
知
ら
ざ
る
の
由
こ
れ
を
称
す
、
但
し
慈
鎮
和
尚
記
に
分
明
の
趣
こ
れ
あ
り
、
八
勾
玉

本
文
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
か
、

と
あ
り
ま
す
。
花
園
天
皇
と
関
白
冬
平
の
や
り
と
り
の
中
で
も
、
高
家
（
朝
廷
カ
）
の
口
伝
で

は
印
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
日
本
書
紀
・
古
事
記
等
を
通
勘
す
る
に
玉
た
る
か
、」
と
、

天
皇
と
関
白
の
議
論
も
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
誰
も
璽
の
筥
の
中

身
を
見
た
こ
と
が
、
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
前
掲
大
石
氏
に
よ
れ
ば
、
花
園
天
皇
と
関
白
冬
平
の
議
論
に
決
着
を
つ
け
る
文

書
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
京
都
青
蓮
院
所
蔵
の
慈
円
の
「
夢
想
記
」
で
建
仁
三
年
（
一
二
〇
二
）

に
書
写
さ
れ
、
さ
ら
に
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

又
去
る
寿
永
乱
逆
之
時
、
安
徳
天
皇
浮
し
め
給
の
時
、
同
三
種
宝
物
御
随
身
の
間
、
合
戦

の
時
、
天
皇
外
祖
母
六
波
羅
二
位
之
を
懐
き
奉
り
て
、
海
底
に
入
り
了
、
此
の
時
内
侍
所

大
納
言
時
忠
取
り
奉
り
、
安
穏
に
上
洛
す
、
宝
剣
は
遂
に
も
っ
て
海
底
に
没
し
了
わ
ん
ぬ
、

永
く
失
い
了
ん
ぬ
、
又
神
璽
の
箱
は
海
上
に
浮
か
ぶ
の
間
、
武
士
何
物
か
知
ら
ず
、
憖
に

之
を
見
る
、
そ
の
時
尹
明
法
師
の
女
子
内
侍
た
る
の
間
、
粗
伺
い
見
る
、
二
つ
の
懸
子
な

り
、
上
下
各
の
お
の
珠
玉
を
四
果
（
マ
マ
）
を
入
れ
る
な
り
、
都
合
玉
八
果
こ
れ
あ
り
と

云
々
、
粗
あ
ら
こ
れ
を
伝
聞
す
る
に
記
文
に
云
わ
く
、
見
證
い
わ
く
、
今
夢
想
の
三
箇
事

も
っ
て
符
合
す
。
珍
重
不
思
議
、
言
語
道
断
、
よ
っ
て
故
に
此
の
葉
子
を
記
置
（『
青
蓮

院
文
書
』
第
五
巻
）（
原
漢
文

續
天
台
宗
全
書

平
成
二
年
三
月
）

大
石
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
秦
の
伝
国
璽
の
系
譜
を
引
く
、
唐
代
の
天
子
八
宝
の

数
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
伝
国
璽
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
前

掲
の
花
園
天
皇
宸
記
を
受
け
、
井
上
光
貞
氏
は
、
前
掲
書
の
中
で
、「
他
方
｢璽
｣が
神
器
一
般

を
さ
し
た
か
、
印
・
玉
等
の
器
物
を
さ
し
た
か
詳
ら
か
に
し
が
た
い
」
と
さ
れ
、「
璽
筥
中
の

器
物
は
印
か
玉
（
勾
玉
）」
の
二
説
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
青
蓮
院
所
蔵

の
「
夢
想
記
」
か
ら
玉
で
あ
っ
た
可
能
性
は
確
実
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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結

び

皇
位
の
継
承
に
様
々
な
問
題
の
あ
っ
た
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
か
け
て
、
ひ
と
ま

ず
神
代
か
ら
の
伝
来
物
を
用
い
ず
、
新
た
な
璽
・
剣
を
媒
介
と
し
て
執
行
さ
れ
る
剣
璽
等
承
継

の
儀
（
践
祚
）
の
案
出
に
よ
り
、
皇
位
継
承
は
円
滑
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
剣
璽

等
承
継
の
儀
を
中
心
と
す
る
践
祚
と
は
、
空
位
を
無
く
す
た
め
平
安
時
代
初
頭
に
成
立
し
た
新

た
な
即
位
儀
礼
で
あ
り
、
即
位
と
は
神
祇
令
に
規
定
さ
れ
た
古
来
か
ら
の
即
位
儀
礼
と
い
っ
て

も
よ
か
ろ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
令
制
即
位
儀
礼
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
古
来
か
ら

の
即
位
儀
礼
は
、
先
帝
崩
御
の
時
に
は
必
ず
し
も
直
ち
に
は
挙
行
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
空
位

の
時
間
に
反
乱
事
件
や
皇
位
の
簒
奪
を
企
図
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
例
え
ば
、
他
戸
親
王

廃
太
子
・
氷
上
川
継
配
流
・
早
良
親
王
廃
太
子
）。
し
か
し
、
践
祚
（
剣
璽
等
承
継
の
儀
）
の
案
出
に

よ
り
、
未
然
に
そ
う
し
た
事
態
が
防
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
前
代
の
宗
教
的

側
面
が
後
退
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
内
田
順
子
「
譲
国
儀
の
検
討
―
九
世
紀
王
位
就
任
儀
礼
の

検
討
―
」『
古
代
祭
祀
の
歴
史
と
文
学
』
塙
書
房

一
九
九
七
年
）。
即
ち
践
祚
の
儀
は
令
外
の
即
位

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

皇
位
の
継
承
は
、
相
続
者
の
問
題
や
、
外
戚
の
問
題
な
ど
、
常
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
。

仮
と
は
い
え
、
践
祚
の
儀
と
い
う
即
位
儀
礼
が
案
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
皇
位
継
承
を
容
易
に
し

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
容
易
さ
が
、
事
態
を
紛
糾
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
花
山
天
皇

は
、
藤
原
兼
家
の
謀
略
に
よ
り
、
自
身
の
子
供
で
は
な
い
一
条
天
皇
に
譲
位
さ
せ
ら
れ
た
が
、

『
大
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
内
裏
を
出
よ
う
と
さ
れ
た
と
き
、「（
月
が
）
明
る
い
の
で
い
か
が
し
よ
う
」

と
兼
家
の
子
の
道
兼
に
躊
躇
い
の
詞
を
発
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
兼
は
「
さ
り
と
て
、

皇
位
に
お
と
ど
ま
り
な
さ
り
よ
う
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
神
璽
・
宝
剣
が
一
条
天
皇
に
渡
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
か
ら
」
と
、
花
山
天
皇
を
無
理
矢
理
退
位
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

践
祚
が
、
後
世
に
花
山
天
皇
の
よ
う
な
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
事
実
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、奈
良
時
代
末
期
困
難
を
極
め
た
皇
位
継
承
を
円
滑
に
執
行
さ
せ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

平
安
時
代
以
降
、
恐
ら
く
は
桓
武
天
皇
が
発
案
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
践
祚
の
儀
が
、
皇
位
継
承
に

安
定
を
も
た
ら
し
た
と
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
う
一
度
申
し
ま
す
と
、
時
代
が
降
り
ま
す
と
践
祚
の
儀
で
充
分
と
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
内

田
順
子
氏
は
、
従
来
の
即
位
礼
の
宗
教
的
側
面
が
後
退
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
内
田
氏
前
掲
書
）。

こ
れ
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
天
子
の
神
璽
は
、
玉
で
あ
っ
た
可
能
性

が
、
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
新
し
い
践
祚
の
儀
で
神
道
祭
の
側
面
が
後
退
し
た
と
前

掲
書
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
前
代
の
宗
教
的
側
面
が
後
退
し
た
と
考
え
て
お
ら

れ
ま
す
（
内
田
氏
前
掲
書
）。

以
上
、
お
粗
末
な
話
と
な
り
ま
し
た
が
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
佐
野
】
藤
森
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
場
設
営
の
た
め
に
十
分
ほ
ど
休
憩
時

間
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〔
相
互
討
論
〕

【
佐
野
】
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
休
憩
前
に
引
き
続
き
ま
し
て
再
開
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
人
の
先
生
方
の
基
調
講
演
と
ご
発
題
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
方
そ
れ
ぞ
れ
が
、
お
力
を
入

れ
た
ご
発
表
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
本
当
な
ら
先
生
お
一
人
お
一
人
に
一
時
間
の
講
演
を
し
て

い
た
だ
い
て
も
良
い
よ
う
な
、
ご
内
容
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
か
ら
、
補
足
が
ま
だ

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、私
の
取
り
ま
と
め
の
コ
メ
ン
ト
を
簡
潔
に
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

改
め
ま
し
て
、
申
し
遅
れ
ま
し
た
が
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所

の
佐
野
が
司
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
所
先
生
の
基
調
講
演
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
令
和
大
礼
の
成
果
と
課
題
と
い
う
こ
と
で
、

ま
だ
立
皇
嗣
の
礼
が
四
月
に
控
え
て
お
り
ま
す
が
、
無
事
に
大
嘗
祭
、
そ
し
て
御
親
謁
、
賢
所

御
神
楽
の
儀
と
一
連
の
皇
位
継
承
儀
礼
が
恙
な
く
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
譲

位
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
二
〇
二
年
ぶ
り
の
皇
位
継
承
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
年
前

や
平
安
時
代
の
譲
国
儀
と
は
違
っ
た
儀
式
が
行
わ
れ
、
今
回
は
退
位
礼
正
殿
の
儀
と
い
う
も
の

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
問
題
と
な
り
ま
し
た
の
が
、
改
元
の
問
題
で
す
。
四
月
一
日

に
新
元
号
発
表
、
五
月
一
日
に
施
行
、
上
皇
陛
下
が
そ
の
御
在
世
中
に
、
元
号
を
改
め
る
政
令

に
ご
署
名
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
儀
礼
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
と
し
て
問

題
が
残
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
譲
位
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
皇
室
典
範
特
例

法
を
制
定
す
る
形
で
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
高
齢
社
会
が
進
だ
と
き
に
は
、
一

つ
の
方
法
と
し
て
、
あ
く
ま
で
一
代
限
り
の
特
例
だ
と
し
て
も
、
検
討
を
進
め
る
、
あ
る
い
は

制
度
と
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
ご
指
摘
で
し
た
。

岡
田
莊
司
先
生
の
ご
発
題
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
の
大
嘗
祭
の
御
創
始
、

そ
し
て
式
年
遷
宮
の
御
創
始
、
そ
れ
か
ら
斎
王
制
度
・
斎
宮
制
度
の
関
係
。
こ
れ
が
、
天
武
天

皇
・
持
統
天
皇
の
頃
に
集
中
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
岡
田
先
生
が
よ
く
言
わ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
、
も
と
も
と
大
嘗
祭
は
素
朴
な
祭
り
が
本
質
に

あ
る
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
現
在
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
今
後
は
検

討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
藤
森
先
生
の
ご
発
題
は
、
非
常
に
重
要
な
ご
指
摘
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
践
祚
の
儀

に
見
え
る
剣
と
い
う
の
は
、
宝
剣
、
あ
る
い
は
『
貞
観
儀
式
』
で
は
、
節
刀
と
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
般
に
三
種
の
神
器
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
草
薙
の
剣
と
断
定
し
て
よ

い
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
神
璽
に
つ
い
て
、
天
子
の
神
璽

に
つ
い
て
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
勾
玉
あ
る
い
は
印
で
は
な
く
、
玉
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
ご
指
摘
で
あ
り
ま
し
て
、
今
後
、
践
祚
の
日
に
用
い
ら
れ
る
皇
位
に
由
来
す
る
も
の
が
如

何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

補
足
の
方
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
、
所
先
生
か
ら
お

願
い
し
ま
す
。

【
所
】
今
回
の
御
大
礼
も
盛
大
か
つ
厳
粛
に
行
わ
れ
た
と
い
う
結
果
を
見
ま
す
と
、
お
お
む
ね

良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
至
る
先
人
た
ち
の
ご
努
力
を
想
起
し
て
、
感
謝
し
心
に
留
め

て
お
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
我
々
の
世
代
で
将
来
に
向
け
て
、
何
を
す
べ
き

か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
敢
え
て
論
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
皇
室
が
続
い
て
い
か
れ
る
た
め
に

は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
か
と
い
う
議
論
を
、
近
く
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
皇
室
典
範
特
例
法
」
が
で
き
た
と
き
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
付
帯
決
議
」

に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
提
起
さ
れ
て
い
る
課
題
は
、
政
府
だ
け
で
な
く
我
々
国
民
と

し
て
も
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
原

理
と
原
則
を
は
っ
き
り
と
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
よ
そ
原
理
と
い
う
の
は
、
絶
対
に
変
わ
ら
な
い
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
セ
オ
リ
ー
で
す
。
そ

れ
に
対
し
て
、
原
則
と
い
う
の
は
、
状
況
に
よ
り
必
要
に
応
じ
て
例
外
を
認
め
変
化
し
て
い
く

ル
ー
ル
だ
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
例
で
い
え
ば
、
や
は
り
明
治
以
降
の
終
身
在
位
は
、
皇
位
継
承
の
原
則
と
さ
れ
ま
し

た
が
、
必
ず
し
も
原
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
平
成
の
天
皇
は
、

飛
鳥
時
代
の
皇
極
天
皇
か
ら
江
戸
時
代
の
光
格
天
皇
に
い
た
る
ま
で
、
六
十
例
近
い
譲
位
例
が

あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
て
ほ
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
終
身
在
位
は
、

明
治
以
降
に
定
め
ら
れ
た
皇
位
継
承
の
原
則
で
は
あ
っ
て
も
、
長
い
歴
史
を
み
れ
ば
、
必
ず
し

も
原
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
以
降
の
在
り
方
を
、
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
原
理
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
、

絶
対
に
変
え
て
は
い
け
な
い
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
論
者
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
、
長
い
歴
史
を
ふ
ま
え
て
、
近
代
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
在
り
方
と
し
て
終
身
在
位
を
制
度
化

し
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
相
応
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
現
行
典
範
に
も
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
当
分
は
原
則
と
し
て
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
即
位
礼
も
大
嘗
祭
も
元
号
も
、
長
年
の
原
則
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
折
々
に
変

化
を
加
え
ら
れ
、
そ
れ
が
今
回
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
我
々
が
歴
史
を

顧
み
る
時
、
は
た
し
て
不
変
の
原
理
と
い
う
も
の
が
本
当
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と

を
冷
静
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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私
ど
も
が
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、明
治
以
降
の
在
り
方
を
絶
対
視
し
な
い
で
、千
年
・

二
千
年
の
歴
史
の
在
り
方
も
振
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
中
の
残
す
べ
き
と
こ
ろ
は
残
し
、
変
え

る
べ
き
と
こ
ろ
は
変
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
伝
統
を
受
け
継
ぎ
未
来
を
拓
い
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

【
佐
野
】
で
は
、
続
い
て
は
岡
田
先
生
、
補
足
の
方
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
岡
田
】
最
後
に
、
も
う
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
の
は
、
津
田
左
右
吉
先
生
の
ご
論
で
す
。

戦
後
書
か
れ
ま
し
た
「
建
国
の
事
情
と
万
世
一
系
の
思
想
」（『
世
界
』
昭
和
二
十
一
年
一
月
号
、『
津

田
左
右
吉
全
集
』
第
一
巻
所
収
）
の
文
章
を
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
戦
前
は
、
上
代
史
の
研
究
、

特
に
日
本
書
紀
等
の
古
典
籍
、神
話
と
歴
史
の
部
分
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
、

発
禁
本
に
な
り
、
津
田
の
論
は
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
は
「
進
歩
的
文
化
人
」
と
し
て
活
躍

し
て
も
ら
お
う
と
い
う
期
待
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
文
章
の
中
に
津
田
左
右
吉
先
生

の
真
意
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

国
民
自
ら
国
家
の
す
べ
て
を
主
宰
す
べ
き
現
代
に
お
い
て
は
、
皇
室
は
国
民
の
皇
室
で
あ

り
、
天
皇
は
「
わ
れ
わ
れ
の
天
皇
」
で
あ
ら
れ
る
。「
わ
れ
ら
の
天
皇
」
は
わ
れ
ら
が
愛

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
民
の
皇
室
は
国
民
が
そ
の
懐
に
そ
れ
を
抱
く
べ
き
で
あ
る
。
二
千
年

の
歴
史
を
国
民
と
と
も
に
せ
ら
れ
た
皇
室
を
、
現
代
の
国
家
、
現
代
の
国
民
生
活
に
適
応

す
る
地
位
に
置
き
、
そ
れ
を
美
し
く
、
そ
れ
を
安
泰
に
し
、
そ
う
し
て
そ
の
永
久
性
を
確

実
に
す
る
の
は
、
国
民
自
ら
の
愛
の
力
で
あ
る
。
国
民
は
皇
室
を
愛
す
る
。
愛
す
る
と
こ

ろ
に
こ
そ
民
主
主
義
の
徹
底
し
た
姿
が
あ
る
。
国
民
は
い
か
な
る
こ
と
を
も
な
し
得
る
能

力
を
具
え
、
ま
た
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
と
こ
ろ
に
、
民
主
政
治
の
本
質
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
し
て
ま
た
か
く
の
如
く
皇
室
を
愛
す
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
世
界
に
通
ず
る

人
道
的
精
神
の
大
い
な
る
発
露
で
あ
る
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、昭
和
二
十
一
年
に
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
け
ど
も
、実
際
に
敗
戦
に
あ
っ

た
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
天
皇
制
も
、
あ
る
い
は
日
本
の
国
家
も
、
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
中

で
書
き
上
げ
て
い
ま
す
。
民
主
主
義
も
具
体
的
に
進
ん
で
い
な
い
中
で
、
皇
室
と
国
民
の
関
係

を
説
明
し
て
い
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
、
所
先
生
も
、
昭
和
の
時
代
は
、
厳
し
い
時
代
で
、
反
天

皇
・
反
神
社
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
だ
ん
だ
ん
と
薄

め
ら
れ
て
い
く
、
特
に
象
徴
天
皇
制
の
も
と
で
、
天
皇
の
祭
祀
と
天
皇
の
祈
り
が
国
民
の
中
に

も
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
の
が
、
平
成
の
こ
こ
三
十
年
間
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
平

成
の
世
を
、
津
田
左
右
吉
先
生
は
七
十
年
前
に
、
見
通
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
津
田
先
生

は
よ
う
や
く
安
堵
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
戦
前
と
戦
後
に
お
け
る
混
沌
と
し
た
中
で
の

当
時
の
見
識
、
ま
た
学
問
に
お
け
る
立
ち
位
置
な
ど
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

学
問
姿
勢
、
そ
の
想
い
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
は
大
事
に
受
け
留
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

【
佐
野
】
藤
森
先
生
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
藤
森
馨
】
私
は
、
補
足
す
べ
き
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
実
は
、
番
組
名
を
言
っ
て
は
い
け

な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
御
譲
位
が
決
ま
っ
た
段
階
で
見
て
お
り
ま
し
た

と
こ
ろ
、
憲
法
学
者
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
し
て
、
三
種
の
神
器
が
継
承
さ
れ
る
以
上
、
こ
れ

は
宗
教
儀
礼
だ
、
な
ど
と
訳
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
叫
ば
れ
た
の
で
す
。
で
は
、
本
当
に
、
宝

剣
と
勾
玉
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
関
心
を
持
ち
、
意
地
に
な
り
ま
し
て
、
こ
の
度
の

よ
う
な
、
皆
さ
ま
に
し
て
み
る
と
、
何
を
考
え
て
い
る
の
だ
と
、
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
発

表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
実
は
、
元
に
な
っ
た
の
は
、『
悠
久
』
と
い
う
雑
誌
に
書

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
持
参
し
て
、
宮
内
庁
の
あ
る
高
官
の
と
こ
ろ
に
参
り
ま
し

た
。
そ
の
時
に
、
念
を
押
し
た
と
い
う
と
失
礼
に
当
た
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
空
位
は
な
い

で
す
よ
ね
、
と
聞
き
ま
し
た
。
現
実
に
は
、
空
位
が
あ
っ
た
、
と
言
わ
れ
ま
す
と
困
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
後
も
お
話
し
た
の
で
す
が
、
本
当
は
無
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
宗
教
上

の
問
題
で
、
と
そ
の
時
も
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
困
っ
た
も
の
だ
な
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
よ
う
な
論
文
を
書
い
た
わ
け
で
す
。
皆
さ
ま
か
ら
し
て
み
る
と
、
三
種
の
神
器
で
は
な
い

と
、
何
で
そ
れ
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
正
直
な
今
の
研
究

成
果
を
出
さ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど
、
岡
田
先
生
に
思
想
史
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
れ
ま
し
て
、
特
に
北
畠
親
房
が
浮
か
ん
だ
の
で
す
が
、
こ
れ
が

難
し
く
て
で
す
ね
、
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
岡
野
先
生
が
第
一
人
者
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

岡
野
先
生
に
お
伺
い
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
佐
野
】
藤
森
先
生
の
二
枚
目
の
資
料
に
見
ら
れ
る
『
帝
室
制
度
史
』
を
見
て
頂
き
ま
し
て
、

「
天
皇
の
崩
御
又
は
譲
位
の
即
日
之
を
行
ひ
た
ま
ふ
こ
と
を
正
則
と
す
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す

が
、
今
回
の
儀
礼
は
、
法
律
的
に
は
、
日
付
が
変
わ
っ
た
瞬
間
に
皇
位
が
継
承
さ
れ
て
、
儀
礼

と
し
て
は
、
退
位
礼
正
殿
の
儀
が
四
月
三
十
日
の
夕
刻
、
剣
璽
等
承
継
の
儀
は
五
月
一
日
午
前

に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
辺
り
は
、
所
先
生
が
問
題
提
起
さ
れ
た
元
号
の
問
題
と
非
常
に
関

わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
昭
和
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
昭
和
六
十
四
年
一
月
七
日
午
前
六
時
三
十
三
分
に
、
当

時
皇
太
子
の
明
仁
親
王
が
御
践
祚
に
な
り
皇
位
を
継
が
れ
、
そ
の
後
、
臨
時
の
閣
議
を
も
っ
て
、

新
元
号
の
平
成
の
決
定
を
見
て
、
元
号
を
改
め
る
政
令
に
ご
署
名
さ
れ
、
翌
日
に
施
行
さ
れ
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
回
の
事
例
を
考
え
ま
す
と
、
四
月
三
十
日
に
報
道
の
言
葉
を
用
い
ま
す
と
退
位
、
五
月
一

日
に
即
位
と
い
う
こ
と
が
先
に
決
ま
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
時
の
儀
礼
を
ど
う
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
後
回
し
と
な
り
、
日
付
だ
け
が
先
行
し
て
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

仮
に
、
崩
御
の
時
の
例
を
参
照
す
れ
ば
、
四
月
三
十
日
の
午
前
に
「
譲
位
の
儀
」
が
行
わ
れ
、

譲
位
と
い
う
言
葉
が
天
皇
の
個
人
的
意
志
に
入
る
か
入
ら
な
い
か
の
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す

け
ど
も
、「
皇
室
典
範
特
例
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
退
位
す
る
」
と
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
、

そ
の
瞬
間
直
ち
に
新
帝
御
践
祚
と
し
、
午
後
か
ら
元
号
を
改
め
る
政
令
に
新
帝
陛
下
の
御
署
名

を
い
た
だ
き
五
月
一
日
施
行
と
い
う
形
が
先
例
を
重
視
し
た
在
り
方
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
あ
る
い
は
、
昨
年
の
十
二
月
九
日
に
は
、
改
元
が
五
月
二
日
に
ず
れ
込
む
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
報
道
が
出
て
お
り
ま
し
た
。
今
回
だ
け
の
特
例
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今

後
は
さ
ら
に
皇
位
継
承
の
儀
礼
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
が
ふ

さ
わ
し
い
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

【
所
】
今
の
件
は
、
私
が
参
加
し
て
お
り
ま
す
研
究
会
で
も
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と

を
昨
年
来
議
論
し
て
き
ま
し
た
。
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
法
律
的
な
定
め
と
し
て
は
「
特
例
法
」

が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
皇
室
会
議
で
決
め
ら
れ
た
の
は
、
四
月
三
十
日
限
り
で
譲
位
さ
れ
、
翌

五
月
一
日
か
ら
新
天
皇
が
即
位
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
法
制
を
重
視
す
れ
ば
、
そ
れ

に
伴
う
儀
式
を
ど
う
な
さ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
区
別
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

先
例
を
み
て
も
、
明
治
天
皇
の
場
合
、
孝
明
天
皇
が
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
十
二
月
二
十
五

日
に
崩
御
さ
れ
、
翌
三
年
正
月
九
日
に
践
祚
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
二
週
間
ほ
ど
、
い
わ
ば

空
位
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
そ
れ
で
よ
し
と
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
明
治
天
皇
が
皇

位
を
継
が
れ
た
の
は
何
時
か
ら
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
せ
ず
、『
明
治
天
皇
紀
』
も

微
妙
な
書
き
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
藤
森
先
生
が
先
ほ
ど
の
べ
ら
れ
ま
し
た
と
お
り
、
空
位
を

な
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
念
と
し
て
当
然
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
事
実
と
し
て
は
、
多
少

間
隔
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
代
法
の
観
念
か
ら
可
能
な
限
り
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
決
め
ら
れ
、
先
帝
崩
御

の
何
時
何
分
何
秒
を
も
っ
て
新
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
こ
と
に
し
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
そ
の
事

と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
必
要
な
儀
式
・
行
事
を
ど
う
よ
う
に
し
て
実
施
す
る
か
は
、
準
備
を
要
す

る
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
政
府
と
宮
内
庁
で
検
討
し
、
践
祚
の
儀
に
あ
た
る
「
剣
璽
等
承
継

の
儀
」
と
そ
れ
に
つ
ぐ
「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
は
、
ど
の
よ
う
に
セ
ッ
ト
で
や
っ
て
い
た
だ
い

た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
研
究
会
で
も
相
当
に
議
論
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
私
ど
も
が
一
致
し
た
意
見
と
要
望
は
、
大
筋
ほ
ぼ
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、

良
い
意
味
で
驚
き
ま
し
た
の
は
、
二
百
年
ぶ
り
の
譲
位
に
関
す
る
儀
式
が
「
退
位
礼
正
殿
の
儀
」

と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
当
初
政
府
は
、
御
譲
位
を
「
生
前
退
位
」
と
称
し
、
な
る
べ
く

そ
っ
と
引
い
て
頂
く
た
め
何
も
や
ら
な
い
考
え
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
ま
も
な
く
、
有
識
者
に
意
見
を
求
め
、
天
皇
の
御
譲
位
＝
退
位
は
、
新
天
皇
の
御
即

位
と
相
対
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
御
即
位
に
関
し
て
、「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
と
い
う
名
前
の
儀

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

― 75―



式
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
れ
に
相
当
す
る
名
称
の
儀
式
が
い
る
と
提
案
し
て
、「
退
位

礼
正
殿
の
儀
」
が
で
き
ま
し
た
。
内
容
は
僅
か
十
数
分
の
儀
式
で
し
た
け
ど
も
、
格
式
と
し
て

は
即
位
礼
と
同
等
の
名
称
と
な
っ
た
の
で
す
。
正
式
な
名
称
は
大
事
で
あ
り
ま
し
て
、
御
譲
位

と
い
う
も
の
が
、
御
即
位
に
対
応
す
る
重
要
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
儀
式
の
名
称
で
示
し

え
た
意
義
は
大
き
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
一
つ
残
念
な
こ
と
は
、
退
位
の
儀
に
も
即
位
の
剣
璽
等
承
継
の
儀
と
即
位
後
朝
見
の

儀
に
も
ま
た
即
位
礼
と
大
嘗
祭
に
も
、
未
成
年
の
皇
族
が
出
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
未
成

年
と
い
っ
て
も
、
新
天
皇
陛
下
の
皇
女
愛
子
内
親
王
は
当
時
す
で
に
十
七
歳
で
す
し
、
秋
篠
宮

殿
下
の
長
男
悠
仁
親
王
は
十
三
歳
で
す
。
近
い
将
来
、
皇
室
で
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
れ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
お
二
人
に
は
、
ぜ
ひ
出
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

念
の
た
め
、
先
例
を
申
し
ま
す
と
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
一
月
に
行
わ
れ
た
御
大
礼

当
時
、
後
の
昭
和
天
皇
の
裕
仁
親
王
は
、
十
四
歳
の
少
年
で
あ
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、
政
府
は
お

出
ま
し
頂
か
な
い
と
い
う
方
針
で
し
た
。
し
か
し
当
時
、
東
宮
御
学
問
所
の
「
倫
理
」
御
用
掛

で
あ
っ
た
杉
浦
重
剛
先
生
が
、「
そ
う
で
は
な
い
、こ
の
方
は
将
来
天
皇
に
な
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

即
位
礼
を
実
際
に
見
て
お
か
れ
る
べ
き
だ
」
と
強
く
主
張
さ
れ
て
、
列
車
で
京
都
へ
向
か
わ
れ
、

即
位
礼
に
参
列
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

重
要
な
儀
式
・
行
事
は
、
お
若
い
時
か
ら
体
験
し
て
頂
く
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
今
回
そ

れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
り
、
今
後
ぜ
ひ
考
え
直
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

【
佐
野
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
も
だ
ん
だ
ん
と
無
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、

一
応
、
相
互
討
論
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
先
生
方
で
ご
発
表
を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
聞
か
れ
た

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
質
問
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
所
】
一
つ
、
藤
森
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
節
剣
と
い
う
用
語
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
節
剣

は
何
を
さ
す
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

【
藤
森
馨
】
節
剣
は
、
私
の
個
人
的
な
見
解
で
す
が
、
大
刀
契
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。『
村
上
天
皇
御
記
』
を
の
ぞ
い
て
、
四
十
幾
つ
か
の
太
刀
が
あ
っ

た
と
い
う
ふ
う
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
、
現
在
は
考
え
て

お
り
ま
す
。
大
刀
契
自
体
は
、
だ
ん
だ
ん
と
神
器
と
同
じ
様
な
扱
い
に
な
っ
て
き
ま
す
。
行
幸

に
も
随
伴
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、そ
の
あ
た
り
は
、や
は
り
時
代
時
代
に
よ
っ

て
、
変
わ
っ
て
き
た
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

【
佐
野
】
今
こ
ち
ら
で
相
談
を
い
た
し
ま
し
て
、
先
ほ
ど
岡
野
先
生
の
お
名
前
が
挙
が
っ
て
お

り
ま
し
た
の
で
、
岡
野
先
生
、
コ
メ
ン
ト
の
ほ
う
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
岡
野
友
彦
】
皇
學
館
大
学
の
岡
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
い
ま
せ
ん
、
何
も
用
意
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
三
種
の
神
器
を
北
畠
親
房
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
の
は
大

変
大
き
な
問
題
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
、よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

今
日
の
岡
田
莊
司
先
生
の
配
ら
れ
た
資
料
④
を
ご
覧
に
な
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第

九
十
六
代
後
醍
醐
天
皇
の
後
、
九
十
七
代
か
ら
九
十
九
代
の
天
皇
は
、
吉
野
で
即
位
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
南
朝
、
吉
野
朝
廷
の
天
皇
で
す
。
こ
の
お
三
方
は
、
大
嘗
祭
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
な

い
わ
け
で
す
ね
。
三
種
の
神
器
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
大
嘗
祭
を
や
っ
て
い
な
い
。
逆
に
、

光
厳
・
光
明
、
崇
光
天
皇
は
、
特
殊
で
す
が
、
後
光
厳
・
後
円
融
、
そ
し
て
後
小
松
天
皇
は
、

永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
に
大
嘗
祭
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
南
北
朝
を
合
一
し
た
の
は

一
三
九
二
年
で
す
か
ら
、
後
小
松
天
皇
は
北
朝
の
天
皇
と
し
て
大
嘗
祭
を
し
て
お
ら
れ
る
わ
け

で
す
。
次
い
で
、
岡
田
先
生
の
資
料
①
に
後
円
融
天
皇
大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
二
条
良
基
の
『
永

和
度
大
嘗
会
記
』
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
時
期
の
北
朝
の
朝
廷
が
大
嘗
祭
を
き
ち
ん

と
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
か
な
り
意
識
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
く
て
、
そ
れ
は
三
種
の
神
器

が
無
い
か
ら
で
あ
る
と
。
で
す
か
ら
、
天
皇
は
、
な
ぜ
天
皇
で
あ
る
の
か
。
た
い
へ
ん
恐
れ
多

い
問
題
で
す
が
、
三
種
の
神
器
を
継
承
し
て
い
る
か
ら
だ
。
と
い
う
事
と
、
大
嘗
祭
を
や
っ
て

い
る
か
ら
だ
。
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
二
つ
が
大
切
な
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
か
が
欠
け
た
と

き
に
、
そ
の
も
う
片
方
を
と
っ
て
も
大
切
に
議
論
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
い
う
力
学
が
南
北
朝

期
、
私
が
専
門
と
し
て
い
る
時
期
に
は
大
き
く
働
い
て
い
た
。
そ
の
中
に
親
房
の
『
神
皇
正
統

記
』
も
位
置
付
け
る
べ
き
で
、
だ
か
ら
、
親
房
が
、
ど
う
言
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
は
、
親

房
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
事
実
、
三
種
の
神
器
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
議
論
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
お

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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答
え
に
な
っ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。

【
佐
野
】
岡
野
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
方
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
、
内
容
を
ご
存
じ
の
部
分
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

折
角
で
す
の
で
、
御
即
位
の
儀
礼
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
加
茂
先
生
に
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

【
加
茂
正
典
】
皇
學
館
大
学
の
加
茂
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
興
味
深
い
、
ご
発
表
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
所
先
生
の
お
話
の
中
で
、
天
皇
陛
下
と
皇
后
陛
下
が
並
ん
で
、
即
位
式
に
お

ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
大
正
天
皇
の
御
大
礼
か
ら
と
い
う
話
で
し
た
が
、
少
し
誤
解
が
あ
っ
た

よ
う
で
、
即
位
式
に
お
い
て
、
天
皇
陛
下
と
皇
后
陛
下
が
高
御
座
と
御
帳
台
が
並
ぶ
と
い
う
の

は
、『
貞
観
儀
式
』
か
ら
出
て
お
り
ま
す
。
朝
賀
の
儀
と
即
位
の
儀
は
同
じ
形
態
を
と
っ
て
い

ま
す
。

岡
田
先
生
の
方
の
お
話
に
つ
い
て
は
、
東
京
で
も
お
聞
き
を
し
ま
し
て
、
一
点
だ
け
お
聞
き

い
た
し
ま
す
。
も
し
言
わ
れ
て
い
る
遥
拝
の
祭
祀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
特
に
中
央

の
神
座
は
、
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
豊
受
宮
の
御
饌
殿
祭
祀
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
神

座
は
な
い
わ
け
で
す
の
で
、
御
饌
殿
祭
祀
を
京
都
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
中
央

の
神
座
は
舗
設
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
だ
け
で
す
。
岡
田

先
生
の
資
料
①
に
あ
る
、
離
宮
院
神
膳
と
い
う
も
の
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
も
聞
き
た
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
そ
れ
は
お
い
て
お
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
藤
森
先
生
の
こ
の
問
題
は
、
大
変
に
難
し
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
点
が
話
と
し
て
は

あ
る
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
後
に
践
祚
と
い
わ
れ
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
三
種
の
宝
器
、
そ
れ
を

分
け
て
し
ま
う
こ
と
が
後
に
、
践
祚
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
け
ど
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、

私
と
し
て
は
三
種
の
宝
器
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
奈
良
時
代
に
は
橘
奈
良
麻
呂
の
変
な
ど
皇

位
継
承
で
紛
争
が
お
き
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
一
番
問
題
に
な
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
三
種
の
宝

器
で
は
な
く
て
、
内
印
と
か
大
刀
契
で
す
。
い
わ
ゆ
る
兵
を
発
遣
す
る
も
の
。
そ
れ
が
む
し
ろ

所
在
の
問
題
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
次
の
新
帝
に
渡
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
ち
ら
の
方

に
力
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
、
例
の
安
徳
天
皇
の
事
件
で
す
が
、
そ
こ
に

あ
る
青
蓮
院
の
覚
書
を
見
る
に
、
宝
剣
の
方
が
海
水
に
没
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
時
で
て
き

た
璽
の
箱
と
い
う
の
が
状
況
を
考
え
ま
す
と
、
実
態
は
、
勾
玉
し
か
あ
り
得
な
い
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
伝
国
の
璽
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
本
来
、

唐
皇
帝
が
位
を
譲
る
時
に
、
伝
え
ら
れ
る
天
子
八
宝
の
内
の
一
つ
が
伝
国
の
璽
で
あ
り
ま
す
。

な
の
で
、
伝
国
と
い
う
概
念
が
も
う
少
し
、
ご
説
明
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
以

上
で
す
。

【
佐
野
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
に
お
答
え
頂
こ
う
か
と
思
い
ま
す
。
岡
田
先

生
お
願
い
し
ま
す
。

【
岡
田
】
加
茂
先
生
か
ら
の
ご
指
摘
で
あ
り
ま
す
が
、
悠
紀
殿
・
主
基
殿
に
作
ら
れ
る
神
座
が

あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
伊
勢
に
向
か
っ
て
遥
拝
祭
祀
を
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

天
皇
の
お
祭
り
と
し
て
、
基
本
的
に
は
各
時
代
に
お
い
て
も
遥
拝
祭
祀
で
あ
り
ま
し
た
。
正
月

元
旦
の
四
方
拝
か
ら
始
ま
っ
て
、
臨
時
の
遥
拝
も
そ
う
で
す
し
、
式
年
遷
宮
も
庭
上
か
ら
伊
勢

の
地
を
強
く
意
識
し
て
い
ま
し
た
。
神
殿
中
央
に
神
座
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て

は
、
そ
こ
に
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
観
念
す
る
。
特
に
悠
紀
殿
・
主
基
殿
、
二
殿
合
一
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
実
際
に
掌
典
職
を
奉
仕
さ
れ
た
方
が
燈
明
を
つ
け
た
そ
の
時
点
で
、
そ

こ
に
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
と
観
念
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
元
々
か
ら
そ
う
い
う
式
な

の
か
、
新
し
い
式
な
の
か
、
私
と
し
て
は
、
時
代
に
よ
っ
て
神
観
念
と
迎
え
方
が
若
干
変
わ
っ

て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
も
中
央
の
神
座
は
見
立
て
の
座
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
所
作
と
い
う
も
の
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
具
体
的
に
近

代
の
作
法
で
あ
る
神
降
ろ
し
を
し
た
り
す
る
作
法
は
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
は
天
照
大
神
と
い
う

神
の
存
在
が
、
天
皇
に
と
っ
て
非
常
に
重
い
わ
け
で
す
。
具
体
的
に
神
を
ど
う
す
る
、
こ
う
す

る
と
い
う
こ
と
を
、
む
し
ろ
し
な
い
、
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
タ
ブ
ー
性
が
あ
っ
て
、
だ
か

ら
こ
そ
、
あ
の
よ
う
な
形
の
二
重
的
な
、
一
方
で
は
中
央
の
神
座
を
設
け
、
一
方
で
は
遥
拝
の

神
座
を
設
け
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
で
は
そ
れ
し
か
説
明
で

き
な
い
の
が
現
在
の
考
え
で
す
。
こ
れ
は
説
明
が
難
し
い
祭
祀
の
根
源
に
あ
る
も
の
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
さ
ら
に
祭
式
を
と
お
し
て
理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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【
藤
森
】
い
ま
、
岡
田
先
生
の
ご
説
な
の
で
す
が
、
じ
つ
は
、
天
皇
が
不
予
も
し
く
は
物
忌
み

の
時
、
天
照
大
御
神
を
遥
拝
す
る
形
を
採
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
公
卿
勅
使
が
派
遣
さ
れ
た

場
合
、
行
っ
て
帰
っ
て
く
る
ま
で
は
、
遥
拝
し
て
天
照
大
御
神
を
拝
祭
す
る
と
い
う
の
が
鉄
則

で
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、私
は
、遥
拝
祭
祀
の
方
が
理
解
で
き
る
か
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
次
に
私
に
果
た
さ
れ
た
質
問
で
す
が
、
加
茂
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
内
印

と
大
刀
契
、
こ
れ
が
一
つ
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
た
だ
、
内
印
・
大
刀
契
の
時
代
か
ら
少
し

降
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
天
皇
の
位
に
就
い
た
こ
と
を
表
す
も
の
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
、
こ
の
時
は
印
が
問
題
に
な
り
ま
し
た

が
、
天
皇
御
璽
と
剣
と
い
う
、
こ
う
い
う
も
の
は
大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の

は
、
平
安
の
証
拠
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
平
安
時
代
に
な
っ
て
、
内
印
と
鈴
、
そ
れ
が

一
緒
に
御
同
座
す
る
と
い
う
の
は
、
当
然
で
あ
り
ま
し
た
。
奈
良
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
な
例
が
蓄

積
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
が
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
て
い
る
神
璽
と
剣
の
時
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
あ
と
、
伝
国
の
璽
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

い
ま
さ
ら
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
令
の
注
釈
書
な
ど
を
読
み
ま
す
と
、
元
々
秦
の
始
皇
帝
が

制
作
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
で
、始
皇
帝
は
、ま
さ
か
二
世
皇
帝
で
終
わ
る
と
思
っ
て
も
み
な
か
っ

た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
を
引
き
継
い
だ
う
え
で
、
唐
代
に
天
子
八
宝
と
い
う
の
が
作
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
日
唐
関
係
が
盛
ん
な
時
代
で
し
た
か
ら
、

そ
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

【
佐
野
】
少
し
私
か
ら
も
補
足
で
、
加
茂
先
生
の
説
明
の
中
で
、
即
位
と
朝
賀
の
お
話
が
あ
り

ま
し
て
、
専
門
家
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
一
般
の
方
と
学
生
も
お
り
ま
す
の
で
、
わ
か
り
や
す
く

補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
元
日
の
朝
賀
は
、
百
官
が
大
極
殿
に
集
ま
り
ま
し
て
、
天
皇
に

新
年
の
賀
を
申
し
上
げ
、
前
年
の
祥
瑞
を
報
告
す
る
儀
式
が
新
年
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
時
も
天
皇
は
、
高
御
座
に
御
昇
り
に
な
り
ま
し
て
、
基
本
的
に
中
国
の
皇
帝
の
よ
う
な
冕
服

を
お
召
し
に
な
っ
て
、
出
御
さ
れ
ま
す
。
そ
の
時
の
出
御
の
仕
方
が
、
即
位
礼
と
朝
賀
が
一
緒

の
在
り
方
で
あ
り
ま
す
し
、
庭
上
に
置
か
れ
ま
す
旗
等
も
即
位
礼
と
同
じ
で
す
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
即
位
と
朝
賀
は
同
一
の
儀
式
の
構
造
を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、『
貞

観
儀
式
』
で
は
、
即
位
の
儀
に
皇
后
が
お
出
ま
し
に
な
る
こ
と
は
書
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

元
日
の
朝
賀
の
方
に
は
、
皇
后
の
御
座
が
設
け
ら
れ
て
、
出
御
さ
れ
る
儀
式
次
第
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
補
足
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

【
所
】
先
ほ
ど
御
親
祭
の
内
情
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る

上
で
、
宍
戸
忠
男
さ
ん
の
書
か
れ
た
「
貞
享
度
大
嘗
祭
再
興
攷
―
東
山
御
文
庫
蔵
霊
元
院
宸

筆
御
記
録
を
基
に
―
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
四
・
二
五
五
号
、
令
和
元
年
七
月
）
と
い
う
論
文
が

大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
土
御
門
天
皇
の
御
記
録
を
東
山
天

皇
の
時
に
写
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
を
拝
見
す
る
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
思
い
を
込

め
て
大
嘗
祭
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
実
に
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
大
嘗
祭

の
時
に
御
神
饌
を
お
供
え
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
窪
手
や
平
手
と
い
う
簡
素
な
器
か
ら
ピ

ン
セ
ッ
ト
状
の
御
箸
で
、
お
摘
み
に
な
る
の
が
四
百
四
十
四
回
に
も
お
よ
ぶ
そ
う
で
す
。

今
回
、
天
皇
陛
下
が
悠
紀
殿
の
儀
を
終
え
て
廻
立
殿
へ
移
ら
れ
る
お
姿
を
テ
レ
ビ
で
拝
見
し
ま

し
た
が
、
か
な
り
お
疲
れ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
主
基
殿

の
儀
を
終
え
ら
れ
て
お
出
ま
し
に
な
る
と
き
は
、
お
疲
れ
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
実
に
晴
れ
や

か
な
お
顔
と
お
見
受
け
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
全
身
全
霊
を
込
め
て
、
祭
り
を
し
て
お
ら
れ
た
御

姿
を
拝
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
神
祭
り
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
か
と
想
察
い
た
し
ま
し

た
。
天
皇
の
お
祈
り
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
懸
命
に
な
さ
る
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
で
あ
り
、
毎
年

十
一
月
の
新
嘗
祭
な
の
だ
と
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

〔
閉
会
〕

【
佐
野
】
こ
れ
で
、
お
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
元
年
度
皇
學
館

大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
皇
位
継
承
を
考
え
る
」

を
終
了
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ま
、
ご
熱
心
に
聴
い
て
く
だ
さ
り
、
誠
に
長
時

間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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令和元年十二月二十一日 皇學館大学研究開発推進センター神道研究所 公開学術シンポジウム 

皇位継承を考える―令和大礼の成果と課題― 

（京都産業大学名誉教授・モラロジー研究所教授）所  功  

一 新元号「令和」 

（一）年号＝元号の制度化 

・元号＝年号とは、年を表す数字の頭に付ける漢字（表意文字）の名前 

・中国…前漢の武帝（在位ＢＣ一四一～八七）が創建～清末（一九二六） 

・日本…皇極女帝が孝徳天皇に譲位され独自の「大化」創建（六四五） 

・大宝元年（七○一）公布の「大宝令」に使用規定 

「およそ公文に年を記すべくんば、皆年号を用ひよ」（年号公用で統一） 

・明治改元（一八六八）詔書 「以後、一世一元、以て永式とせよ」 

・昭和5
4
年（一九七九）「元号法」（一世一元の再法制化） 

１ 元号は（政府が）政令で定める。／ ２ 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める 

 

（二）譲位（退位）改元 

平成3
1
年（二〇一九）４月3
0
日の「退位」に先立ち（すなわち践祚の前に）、「元号法」に基づいて、

４月１日に新元号が「令和」と政令で定められて公表され、５月１日より施行された。 

（三）「令和」の出典 

・年号（元号）の出典は従来漢籍だったが、今回初めて国書『万葉集』が出典となった。 

『万葉集』巻五、天平２年（七三〇）「梅花歌（和歌）三十二首并せて序」（漢文） 

「帥老（大宰府長官大伴旅人6
6
歳）の宅に宴会を申す（開く）、時に初春（旧暦一月）の 

令（よ）き月（良好な時節）にして、気淑（きよ）く風和（やわら）ぎ……」 

（四）「令和」の意味 

・安倍晋三首相（6
4
歳）談話「希望に満ちあふれた新しい時代を切り開いていく…若者が各々の花を

咲かせることのできる日本をつくりたい」 

・中西進博士（8
9
歳）お考え「令は形が整って麗しいこと…その麗しい和の精神を世界に広めていく

ことが、次代の日本人の務めだ」（産経新聞４月2
9
日号） 

 

二 新天皇の践祚 

（五）令和元年５月１日 「剣璽等承継の儀」と「即位後朝見の儀」（皇居宮殿の正殿松の間にて） 

 ・「剣璽等承継の儀」…「剣」（宝剣）と「璽」（勾玉）および公印（天皇御璽と大日本国璽）を継承 

 ・「即位後朝見の儀」…天皇と皇后が出御され、男女成年の皇族などが供奉した。天皇はおことばを

読みあげられ、内閣総理大臣が御前で奉答した。 

 ・即位奉祝の一般参賀…５月４日 

（六）「即位後朝見の儀の天皇陛下のおことば」 

「上皇陛下には……いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その強い御心をご自身のお姿でお示

しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。……心からの敬意と感謝を申

し上げます。……ここに、皇位を継承するに当たり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致

し、また、歴代の天皇のなさりようを心にとどめ、自己の研鑽に励むとともに、常に国民を思い、

国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすこ

とを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望します。」  

(アンビグラム 野村一晟氏作) 

 
2

 

三 令和の即位礼 

※即位礼（高御座に登壇され、即位を宣明される盛大な国の儀式） 

（七）即位礼の高御座 

①形状 『延喜式』（延長五年〈九二七〉撰進）内匠寮式 

「元正（朝賀＝代始即位式と同様の儀式）……大極殿の高御座（たかみくら）［蓋（屋根）八角

に作る。角上に小鳳像を五色、下に懸るに玉幡を以てす。面ごとに鏡三面を懸く。頂（内上）

に大鏡一面を着け、蓋の上に大鳳形を立つ。……幔台十二基、高御座の東西各四面に立つ］」  

 ②復元 『登極令』付式……明治4
2
（一九〇九）公布 

「紫宸殿の儀……母屋中央南面に三層継壇〔墨漆〕を立て、高御座を安く。その蓋上中央の頂に

大鳳形〔金色〕一翼、棟上の八角に小鳳形〔金色〕各一翼、搏風の上、南北二角に大鏡各一面・

小鏡各四面。その他の六角に大鏡各一面・小鏡各二面を立つ。蓋下の中央に大円鏡一面、棟下

の八角に玉旙各一旒。その内面の御帳の上層に金銅彫鏤の唐草形帽額及び蛇舌を懸く」 

 ③実用 大正４年（一九一五）と昭和３年（一九二八）の即位礼……京都御所の紫宸殿で 

     平成２年（一九九〇）と令和元年（二〇一九）の即位礼……皇居正殿松の間で（京都より移送） 

 

（八）令和即位礼の諸儀式 

日程 

・令和元年1
0
月2
2
日午前 即位礼当日、賢所大前の儀／皇霊殿・神殿に奉告の儀 

・同日午後 即位礼正殿の儀（皇居宮殿の正殿松の間で） 

  正殿松の間中央に高御座を据え、天皇陛下が黄櫨染御袍をお召しになり、剣璽等を帯同し御登壇 

・1
0
月2
2
〜3
1
日 饗宴の儀（宮殿で） 

・10
月23
日 内閣総理大臣主催晩餐会 

・1
1
月９日 御即位奉祝の国民祭典（皇居前） 

・11
月10
日（大正・昭和の即位礼当日） 祝賀御列の儀（パレード） 

 

四 令和の大嘗祭 

※大嘗祭（一代一度の、神饌を供進・共食される厳粛な公的祭祀） 

（九）大嘗祭のお供物 

 ①新嘗祭 嘗…秋の祭「神が供薦を受け…嘗める（召し上がる）のが原義」（白川静氏『字統』平凡社） 

      ニヘ（贄＝お供え物）でアヘ（饗＝お持て成し）するマツリ 

 

 ②大新嘗 『続日本紀』称徳女帝天平神護元年（七六五）十一月庚辰の詔「大嘗の政事を取り以て供へ

奉らしめ……。又詔曰く……今日は大新嘗のなほらひの豊明聞し行ふ日に在り……」 

 ③米と粟 ㋑『日本書紀』神代「天照大神喜びて曰く、この物は則ち顕見しき蒼生（人々）の食ひて活

くべき物なり。乃ち粟・稗・麥・豆を以て陸田の種子とす。稲(米)を以て水田の種子とす」 

      ㋺『延喜式』「四時祭式」「新嘗に供ふ料……御飯幷に粥米各二斗、粟二斗」 

       「践祚大嘗祭式」「神御に供すべき雑器……（柏）葉椀に据ゑ、覆ふに笠形葉盤を以てす。」 

      ㋩『昭和大礼記録』供饌の「米御飯・粟御飯」「米御粥・粟御粥」は「悠紀・主基両斎田の

新穀」各二斗五升。「粟は各地方から献納」 

 ④庭積机代物 大嘗宮の庭積帳殿に、各都道府県から献納された特産品（農林水産物）を供覧 

      ※ 殿内の供進共食神饌と区別、殿庭の供覧品（埋納せず） 
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（十）令和大嘗祭の諸祭儀 

・令和元年５月1
3
日 斎田点定の儀（神殿前庭で亀卜。悠紀・主基の地方を定める） 

・９月2
7
日 斎田抜穂の儀（栃木県高根沢町の悠紀斎田） 

・９月2
7
日 斎田抜穂の儀（京都府南丹市の主基斎田） 

・1
1
月８日 神宮に勅使発遣の儀（宮殿で） 

・1
1
月1
2
日 大嘗祭前二日、御禊・大祓 

・1
1
月1
3
日 大嘗祭前一日、鎮魂の儀・大嘗宮鎮祭（萱葺→板葺） 

・1
1
月1
4
日 大嘗祭当日、神宮に奉幣の儀 

・11
月14
日 大嘗祭当日、賢所大御饌供進の儀 皇霊殿・神殿に奉告の儀 

・1
1
月1
4
日夜半 大嘗宮の儀 悠紀殿供饌の儀 

・1
1
月1
5
日未明 大嘗宮の儀 主基殿供饌の儀 

  ※大嘗宮の儀……天皇が即位後、大嘗宮の悠紀殿・主基殿で、新穀を皇祖及び天神地祇に供えられ、

御自らも召し上り、国家・国民のために安寧と五穀豊穣などを感謝・祈念される 

・11
月16
日 大嘗祭後一日、大嘗宮鎮祭 

・1
1
月1
6
日・1
8
日 大饗の儀（天皇が参列者に白酒や黒酒などを賜り、共に召し上がる饗宴。 

  悠紀・主基両地方の風景屏風、風俗舞・五節舞や万歳楽・太平楽などあり） 

 

※大礼委員会公表資料 

①大嘗祭の御告文（先例） 

建暦二年（一二一二）の順徳天皇大嘗祭の例 

〔後鳥羽天皇宸記
大嘗會卯日

御陪膳儀〕
〇伏見宮本

 

建曆二年十月廿五日
丁

酉御記曰、公家於悠紀・主基神殿可被祈請申詞、一昨日廿三日教申 

之、此事最祕藏事也、代々此事不載諸家記、又無知人歟、殊祕藏爲事也、其詞云、 

坐伊勢五十鈴河上天照大神、又天神地祇諸神明曰、朕因皇神之廣護、國中平安、年穀豐 

稔、覆壽上下救濟諸民、仍奉供今年新所得新飯如此、又於朕躬攘除可犯諸災難於未萌、 

不祥惡事遂莫犯來、又於高山深谷所々社々大海小川而記名厭祭者、皆盡銷滅而已、 

是尤祕事也、朕字
ハ

只次第書樣也、實祈請時
ハ

可爲實名者也、 

【読み下し案】 

伊勢の五十鈴の河上に坐す天照大神、又天神地祇諸の神に明らけく曰さく、朕、皇神の廣き 

護りに因り、國中

くぬち

平らけく安らけく、年穀豐かに稔り、上下を覆い壽ぎ、諸の民を救ひ濟 

さん。仍りて今年新たに得たる所の新飯

にひをもの

を奉ること、此の如し。又、朕が躬に於て犯すべき 

諸の災難を未だ萌
きざ

さざるに攘ひ除き、不祥惡事を遂に犯し來ること莫
な

からん。又、高き山 

深き谷所々の社々大海小川に名を記して厭
まじな

ひ祭らん者、皆盡に

ことごとく

銷し滅さんのみ。 

②令和大嘗祭の稲舂歌 

（イ）悠紀地方の稲舂歌（高根沢）（篠 弘氏作） 

   年ごとに稲田ひろごる高根沢 杵（きね）つく香り町をうるほす 

（ロ）主基地方の稲舂歌（八木）（永田和宏氏作） 

   八木の町氷所（ひどころ）にして稔りたる キヌヒカリをぞ舂（つ）く音聞ゆ 

 

皇
位
継
承
を
考
え
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

― 79―



(7
)
元老院編『国憲按』第一次草案、明治九年（一八七六）第一編第二章「帝位継承」 

第二条「継承の順序は、嫡長入嗣の正序に従ふべし。尊系は卑系に先ち、同系に於ては、親は

疎に先ち、同族に於ては、男は女に先ち、同類に於ては、長は少に先つ。」 

(8
)
宮内省制度取調局起草、「皇室制規」明治十八年（一八八五） 

第一「皇位は男系を以て継承するものとす。もし皇族中、男系絶ゆるときは、皇族の中、女系

を以て継承す・・・」／第七「皇女もしくは皇統の女系にして皇位継承のときは、その皇子に

伝へ、もし皇子なきときには、その皇女に伝ふ。・・・」 

(9
)
『皇室典範』（［旧］Ｋ＝明治二十二年勅定の根本法／［新］Ｓ＝昭和二十二年公布の法律） 

㋑Ｋ第一条「大日本国皇位は、祖宗の皇統にして、男系の男子、之を継承す。」 

 Ｓ第一条「   皇位は、 皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」 

 ※Ｋ第二～八条→Ｓ第二条で、継承の順序を皇族男子の長系長子優先として規定。 

 ※Ｋ第九条→Ｓ第三条で、「皇嗣」の順序変更の要件規定（皇族会議→皇室会議） 

㋺Ｋ第十条「天皇崩ずるときは、皇嗣即ち践祚し、祖宗の神器を承く。」 

Ｓ第四条「天皇が崩じたときは、皇嗣が直ちに即位する。」（皇嗣＝皇太子・皇太孫） 

 ※平成二十九年「皇室典範特例法」・・・終身在位の原則を残し高齢譲位の例外を特認 

㋩Ｋ第三十一条「皇子より皇玄孫（四世）に至るまでは、男を親王、女を内親王とし、五世以

下は男を王、女を女王とす。」 

Ｓ第六条「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫（二世まで）は、男を親王、女を内親王とし、

三世（嫡孫）以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とす。」 

※Ｋは、嫡子優先（庶子公認）→Ｓは嫡子限定（庶子否定） 

※明治四十年（一九〇七）Ｋ「皇室典範増補」（㋩の例外認許）王の降下（復籍不可と明示） 

※大正九年（一九二〇）「皇族の降下に関する施行準則」（勅裁）第一条「皇玄孫の子孫たる王・・・

長子孫の系統四世以内を除くの外、勅旨に依り、家名を賜ひ華族に列す。」 

㋥Ｋ第4
2
条「皇族は養子を為す（迎える・出す）ことを得ず。」 

Ｓ第９条「天皇及び皇族は、養子する（迎える・出す）ことができない。」 

㋭Ｋ第4
4
条「皇族女子の臣籍に嫁したる者は、皇族の列に在らず。」 

Ｓ第1
2
条「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れる」 

㋬Ｋ第5
5
条「皇族会議は、成年以上の皇族男子を以て組織し・・・」（天皇親臨） 

Ｓ第2
8
条「皇族会議は議員十人（皇族二人と三権代表八名）で組織する」（首相議長） 

(1
0

)
「日本国憲法改正案要綱案」（自由党憲法調査委員会、昭和二十九年十一月）「皇室典範を改正

して、女性の天皇を認めるものとし、その場合その配偶者は、一代限り皇族待遇とする。但し

その場合、摂政となることを得ないものとする。」 

(1
1

)
「皇室典範に関する有識者会議報告書」（小泉内閣、平成十七年十一月）「皇位の安定的な継承

を維持するためには、女性天皇・女系天皇への途を開くことが不可欠である」 

(1
2

)
「皇室制度に関する有識者ヒアリング論点整理」（野田内閣、平成二十四年十月）「女性皇族が

一般男性と婚姻後も皇族の身分を保持しうることとする制度改正についての検討を進める」…

Ａ案 夫君も子孫も皇族とする。Ｂ案 夫君と子孫に皇族の身分を付与しない。 

  その改革案を端的に申せば、(ロ
)

皇位継承の有資格者を皇統に属する「男系の男子」限定から

「男系の男子」優先に改めるが、現状では秋篠宮家の文仁親王より悠仁親王へという継承順位

は変わりないこと、(イ
)

ただ万一に備えて、内廷の愛子内親王は結婚されても今上陛下の直宮と

して皇室に留まられ、また三宮家の内親王・女王のうち各一名も各当家を相続しうるようにし

ておくこと、(ハ
)

悠仁親王とその結婚相手に過重負担をかけないためにも、万一に備えて、愛子

内親王が一代限りの女性天皇として立ちうるようにしておく（悠仁親王の御子が女性だけの場

合も同様としておく）ことである。 

(6
)

 さらに万々一の将来に備えるための措置として、いわゆる旧宮家のうち、明治天皇の皇女が

降嫁されている四宮家（竹田・北白川・朝香・東久邇の各宮家、とりわけ東久邇宮家には昭和

天皇の長女成子内親王も降嫁）は、現皇室の近縁名家とみられるから、もしその子孫中に適任

者と認められる人物がいるならば、御子のない常陸宮のような宮家および姉妹すべて皇籍を離

れるような宮家に「養子」として皇族に迎えられるようにしておくことも必要だと思われる。  

〈補足説明〉 

(7
)

 日本の天皇が「万世一系」（万葉一統）といわれるのは、天照大神を皇祖と信じて神武天皇を

皇宗と仰ぐ「皇統」が、全て「男系」により、殆ど「男子」で世襲されてきた系統を指すが、

その半数近くは側室所生の庶子である。つまり、歴史上に女系の天皇は実在しないが、男系の

寡婦・未婚女子は八方十代即位されているのである。従って、正室所生の内親王（女王）が一

代限りの女性天皇となられることは差し支えない。 

(8
)

 前近代の歴代天皇は、傍系の親王・諸王であれば、先代か当代天皇の養子（庶子ならば皇后

の養子）となって直系継承の形をとり、また四親王家の諸王でも当代天皇の養子となれば親王

として宮家を世襲することができたのである。従って、皇族間の養子による継承・相続を認め

ることは差し支えない。 

 

(9
)

 当面の試案は、皇位継承の原則を男系男子優先としながら、一代限りの女性天皇も特例とし

て認めるに留まる。ただ、もし十数年後までに、一方で今上天皇の㋑女性直宮家ができ、他方

で旧宮家子孫の㋺養子継承宮家ができるとして、皇嗣秋篠宮から長男悠仁親王への皇位継承が

見通せるにせよ、その先への展望を開くことは難しい。従って、そのような段階では、㋑の子

女による女系天皇か、㋺の男子による傍系天皇かの正統性・妥当性は、あらためて慎重に協議

し、典範を再修正する必要が生ずるとみられる。旧典範も現状の変化に応じて「増補」という

形で改正されてきたから、まして法律である現典範の改正を重ねることは差し支えない。 

(10)

 なお、望ましい将来像として、もし愛子内親王が旧宮家子孫の適任者を結婚相手に迎え直宮

家の当主として皇室に留まられ、その間に御子が生まれた場合、その御方は男系とみなされる

から、皇位継承の資格をもたれて何ら差し支えない。 

皇位継承を考える―皇室永続の具体的試案― 

（京都産業大学名誉教授・モラロジー研究所教授）所  功  

 
(1

)
世襲天皇（皇室）の永続 

(2
)
皇位継承者（皇族）の健在 

(3
)
皇族の減少（若い親王１、未婚女性６） 

(4
)
皇室典範の制約無理（男子限定など） 

(5
)
内廷の安定と現存宮家の減少防止 

(6
)
近縁旧宮家子孫の現宮家養子入籍 

〈要旨解説〉 

(1
)

 現行の日本国憲法は、日本の国柄を示す第一章を「天皇」とし、その第一条に天皇は「日本

国の象徴」（国家の代表）「国民統合の象徴」（国民の中心）と位置づけるのみならず、第二条に

「皇位は世襲」と規定している。従って、大和朝廷以来の皇統を世襲される天皇（その一族を

含む皇室）の永続をはかることは、憲法上の最重要課題にほかならない。 

(2
)

 この象徴世襲天皇制度を維持し永続するには、その地位と役割を担いうる皇位継承者（皇室

典範に資格規定）が、現在も将来も複数（数名）確実に健在しなければならない。 

(3
)

 しかし、令和元年（二〇一九）十月末現在の皇室には、今上陛下（5
9
歳）のもとにおられる

皇族は僅か十七方、そのうち男性皇族は秋篠宮（5
3
歳）悠仁親王（1
3
歳）父子と常陸宮（8
3
歳）

の三殿下のみ、未婚の皇族女子が三笠宮家の彬子女王（3
7
歳）と瑶子女王（3
6
歳）と高円宮家

の承子女王（3
3
歳）、秋篠宮家の眞子内親王（2
8
歳）と佳子内親王（2
4
歳）、および内廷の敬宮

愛子内親王（1
7
歳）の六殿下、という状況にある。 

(4
)

 しかも、現行の皇室典範によれば、皇位継承者は「皇統に属する男系の男子」に限定されて

いるから、次世代を担いうる若い有資格者は、皇嗣秋篠宮の長男悠仁親王しかおられず、十数

年後に結婚されても男子を授からなければ皇位世襲が不可能となる。 

  また未婚の皇族女子は、現行典範によって、一般男性と結婚すれば皇籍を離れなければなら

ず、もし独身を通されても当人限りだから、どちらであれ各宮家も今上の内廷も（御子のない

常陸宮家も）いずれ断絶するほかない。 

(5
)

 そこで、皇室の永続をはかるため、現行皇室典範の無理な制約を適度に緩和しなければなら

ない。それには、皇統の来歴を正確に理解すると共に、皇室の現状を直視し実現の可能な対策

を熟慮して、関係方面（政府・有識議員など）に提案する必要がある。 

 その対策（提案）を考える際の重要な眼目は、皇室が内廷（いわば本家）と宮家（分家）によ

り構成されていることを認識した上で、天皇を中核（いわば家長）とする内廷が安定し周辺の

宮家も一体的に協力しうる在り方を、制度的にも現実的にも維持できるようにすることだと思

われる。 

  それを具体的に考えてみると、現在の皇室には、(イ
)

内廷に皇子がないけれども皇女がおられ

るから、その敬宮愛子内親王は、将来結婚されても皇族として皇室に留まりうるようにするこ

と、(ロ
)

皇弟の文仁親王は、皇嗣となられても内廷に入らず秋篠宮家の当主に留まっておられる

が、長男の悠仁親王が皇位継承の資格を有するから、内廷の皇女より優位にあること、(ハ
)

従っ

て現行典範どおりならば、皇位は秋篠宮家の文仁親王から悠仁親王となるが、その先に結婚し

て男子を得られるとは限らないから、現行典範の制約を適度に緩和しておく必要がある。 

・命題 

・現状 

・対策 

皇位継承法の原則と特例（史料）

所功

(1
)
『日本書紀』神代［養老四年（七二〇）］ 

「天照大神、勅して曰く・・・皇孫、すでに生まれたまひぬ。号を天津彦彦火瓊瓊杵尊と曰す。・・・

天照大神、乃ち天津彦彦火瓊瓊杵尊に、八坂瓊の曲玉、および八咫鏡・草薙剣、三種の宝物

を賜ふ。・・・皇孫に勅して曰く、爾皇孫、就て治せ、行くませ、宝祚の隆えまさむこと、ま

さに天壌と窮り無けむ、とのたまふ。・・・」 

(2
)
『懐風藻』所収「葛野王」（六六九～七〇六）「王子は淡海帝（天智天皇）の孫、大友太子（弘

文天皇）の長子なり。母は淨御原之帝（天武天皇）長女十市內親王。・・・少くして學を好み、

博く經史に涉り、・・・治部卿を拝す。高市皇子（六五一～六九六）の薨後、皇太后（持統上皇）、

公卿を禁中に引き、日継（皇位継承者）を立つることを謀る。・・・王子進み奏して曰く、我が

国家の法たるや、・・・従来子孫相承け以て天位を継ぐ。もし兄弟相及べば則ち乱これより興ら

む。・・・」（直系長子優先）

(3
)

(4
)
大宝・養老「継嗣令」集解（大宝令七〇一、古記七三八ころ）

「凡そ皇兄弟・皇子、皆親王と為す。［古記（大宝令注釈書）云く、五世の王、即位すれば兄弟を

親王と為すや不や。答、得るなり。］・・・〈女帝の子亦同じ〉（原注）・・・［女帝の子亦同じ、

謂は・・・女帝の兄弟、男帝の兄弟と一種なり。］以外は［並に親王と為す。親王より五世、王

名を得と雖も皇親の限に在らず。・・・］」（男帝優先・皇族限定）

(5
)
『続日本紀』慶雲四年（七〇七）七月壬子条（元明女帝の即位宣命）

「近江の大津宮に御宇し大倭根子（天智）天皇の・・・不改常典と定め賜ひ敷き賜へる法を受

け賜り坐して行ひ賜ふ・・・」（聖武天皇・孝謙女帝の即位宣命も同趣） 

(6
)
『続日本紀』神護景雲三年（七六九）九月巳丑条、宇佐大神託宣

「我が国家は開闢以来、君臣（の分別）定まれり。臣を以て君と為すこと、未だこれあらざる

なり。天つ日嗣（天皇）は必ず皇緒（皇族身分の後継者）を立てよ。」 

※天皇（世襲）の同族＝皇族（無姓）と臣民（賜姓）→国民（家名）の関係
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1 
 

平安時代の神璽観 

一︑令制即位礼 
 

践祚と即位は︑元々同じ意味で使われていた︒天皇の即位される日の儀式について︑﹁養

老神祇令﹂には︑ 
 

  凡そ践祚の日には︑中臣︑天神の寿詞を奏せよ︒忌部︑神璽の鏡剣をたてまつれ︒ 
 

とあり︑ 
 
  持統天皇称制四年︵六九〇︶春正月戊寅朔︑物部麻呂朝臣大盾樹つ︒神祇伯中臣大嶋

朝臣︑天神寿詞を読む︒畢りて忌部宿禰色夫知神璽の鏡剣を皇后に奉上す︒皇后天皇

位に即く︒︵﹃日本書紀﹄︶ 
 

という持統天皇の即位式と︑恐らく﹁飛鳥浄御原令﹂ですでに規定されていた右令文が合

致するので︑践祚と即位は同じであったと考えて間違いはない︒実際﹁令釈﹂という平安

時代初頭には完成していた令文の注釈書には︑ 
 
  釈にいわく︑践祚︑天皇即位す︑これを践祚という︒祚とは位なり︒福なり︒ 
 

とある︒﹁養老神祇令﹂よりさらに古い﹁大宝令﹂の注釈として天平十年︵七三八︶に成

立した﹁古記﹂にも︑ 
 
  践祚の日︑答う︒即位の日なり︒ 
 

とあり︑平安時代どころか奈良時代にも践祚と即位の区別がなかったことがうかがえる︒  
 

二︑践祚と即位の区別 
 
 元来同じ意味であった践祚と即位に区別が生じるようになったのは︑なぜだろうか︒ 
 践祚と即位が︑明確にわかれるのは︑平安時代初頭の平城天皇の時からである︒それま

では︑受禅即位でも︑崩御後の即位にしろ︑時間が経過した即位でも︑即日即位でも︑﹁即

位﹂と国史には記されている︒しかしながら︑﹃日本後紀﹄に桓武天皇の崩御と︑平城天

皇の即位を見てみると︑ 
 

大同元年︵八〇六︶三月十七日︑頃有りて天皇正寝に崩ず︒春秋七十︒皇太子哀号擗

踊して︑迷いて起たず︒参議従三位近衛中将坂上大宿禰田村麻呂・春宮大夫従三位藤

原朝臣葛野麻呂︑固く請け扶けて殿より下りて東廂に遷る︒次いで璽并びに剣櫃を東

2 
 

宮に奉る︒︵﹃日本後紀﹄訳注日本史料︑集英社︑二〇〇三年︶ 
 

とあり︑剣璽等承継の儀が記され︑その後大同元年五月十八日︑ 
 

大極殿に即位す︒ 
 

とあるように︑即位の儀が記されているのである︒井上光貞氏は︑この平城天皇の時に行

われた剣璽等承継の儀が︑践祚のはじまりであるというが︑従うべき見解であろう︵﹃日

本古代の王権と祭祀﹄︑東京大学出版会 一九八四︶︒つまり︑剣璽等承継の儀は︑践祚と

後世呼ばれるようになるのである︒神璽之鏡劍は︑元来即位の際に奉つられるものであっ

った︑これ以降︑先帝存命中であれ︑崩御後であれ︑践祚の際に剣璽は新帝に奉上される

事が一般的となり︑践祚の儀と即位の儀は区別されるようになったのであるという︒ 

ところで︑践祚の儀について宮内庁のホｰムペｰジには︑ 
 
  天皇陛下が皇位を継承されたあかしとして剣璽・御璽・国璽を承継される剣璽等承

継の儀が︐昭和64年1月7日︐皇居において︐国事行為たる儀式として行われま 

した︒ 
 

とあり︑剣璽・御璽・国璽を継承し︑天皇として即位されたとある︒こうして践祚は剣璽

を皇太子が受けられ︑新帝となり︑時間を経た後に︑正式に即位する即位儀が行なわれる

ようになったのである︒やや難解ではあるが︑こうした践祚と即位儀を区別する理由を︑

﹃帝室制度史﹄に見てみよう︒ 
   

神器伝承の儀は︑上代に在りては鏡と剣とを奉上するの例なりしが︑平安時代践祚と

即位と別あるに至りて︑後は︑神鏡は別殿に奉安して同座し奉らず︑剣と璽とを上る

例となれり︒之を剣璽渡御の儀と謂ふ︒剣璽渡御の儀は︑先帝と新帝との御在所異な

る場合には︑左右近衛府の中将若くは少将を剣璽使と為し︑先帝の御在所より移して

之を新帝に上り︑御同殿の場合には︑内侍より直に新帝に上るの例なり︒践祚の儀を

行ひたまふ時日については︑皇位は一日もむなしくすべからざるの大義に照し︑天皇 
の崩御又は譲位の即日之を行ひたまふことを正則とす︒ 

 

右によれば︑践祚の儀は皇位を一日も空位にしないことを目的としているという︒先学

が多く指摘しているように︑奈良時代後期から桓武天皇の即位まで︑皇位継承には様々な

葛藤があった︒そうした反省を受け︑践祚の儀即ち剣璽等承継の儀は案出された可能性も

否定できないのではなかろうか︒ 
 

三︑践祚︵剣璽等承継の儀︶の式次第︑ 
 

3 
 

さて︑宮内庁の発表によれば︑この度の儀式は平安時代前期に編纂された﹃儀式﹄に依

拠して執行されたという︒その﹃儀式﹄の譲国儀を佐野眞人氏は︑以下左のようにわかり

やすく儀式を紹介している︒ 

﹃儀式﹄譲国儀の次第 

① 天皇があらかじめ本宮︵内裏︶から去り︑御在所へ移る︒ 

②三日前︑固関使が発遣される︒ 

③当日︑太政官は式部省を召し︑刀祢を会集させることを命じる︒ 

④大臣は内記を召し︑譲位宣命の作成を命じる︒ 

⑤宣命の草案を内侍に付けて奏覧を請う︒もし損益すべきことがあれば︑勅処分によ

る︒ 

⑥返賜の後に大臣は本所に復し︑黄紙に書かせて書杖を挟んで祗候する︒ 

⑦式部省が親王以下の版位︑中務省が宣命者の版位を設置︒諸衛は中儀を服する︒ 

⑧式部省が百官を率いて南門の外に列立する︒但し︑参議以上は門内に候ずる︒ 

⑨天皇が南殿に出御する︒ 

⑩内侍が大臣を喚び︑大臣に宣命を執らせる︒ 

⑪大臣は宣制に堪えうる参議以上を定め︵宣命者の決定︶︑内侍に付けて奏覧を請い︑

大臣は階下に候ずる︒ 

⑫皇太子が春宮坊を出て︑南殿の殿上の座に就く︒ 

⑬大臣が南殿に昇り座に就く︒ 

⑭近衛が南門を開き︑大臣が舎人を喚び親王以下の参入を命じる︒ 

⑮親王以下・五位以上は門内︑六位以下が門外に列立する︒ 

⑯参列者が所定の位置に就いたら︑大臣は宣命大夫︵宣命者︶を喚び︑宣命文を授け

る︒ 

⑰宣命大夫は南殿を降り︑しばらく便所に立つ︒ 

⑱大臣が宣命大夫と同じ階から南殿を降り︑庭中の列に加わる︒ 

⑲宣命大夫は進み出て宣命版に就く︒ 

⑳皇太子が座から起つ︒ 

㉑宣命大夫が宣命を読む︒ 

㉒親王以下が再拝する︒ 

㉓大臣以下が拝舞する︒ 

㉔宣命大夫が本列に戻る︒ 

㉕親王以下が退出する︒ 

㉖中務丞が参入し︑版位を取り除いて退出する︒ 

㉗近衛が門を閉じる︒ 

㉘﹁今帝﹂が南殿を降り︑南の階から一丈ほどの場所で拝舞する︒ 

㉙拝舞が終わり﹁今帝﹂は歩行して帰る︒ 

㉚内侍が節剱を奉持する︒所司は御輿に供奉するが︑皇帝︵今帝︶は辞退して御輿に

は乗御しない︒諸衛は警蹕をおこなう︒ 
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㉛少納言一人が大舎人等を率いて伝国璽櫃を奉持して追従する︒ 

㉜少納言一人が大舎人・闈司を率いて鈴・印鑰を奉持し︑﹁今上御所﹂に進る︒ 

㉝近衛少将が近衛を率いて供御雑器を奉持し︑同所︵今上御所︶に進る︒ 

㉞﹁今上﹂が春宮坊に御す︒諸衞の警蹕・侍衛は常儀の通りである︒︵﹁譲国儀﹂儀式

文の成立と変遷―新帝の上表を中心にｰ ﹃神道史研究﹄通関二七六号︶ 
 

以上が譲国儀の式次第である︒ 

贅言するまでもないかもしれないが︑まず天皇は譲位に先立ち内裏を離れ︑御在所に移

られる︒譲位の儀当日︑天皇︑皇太子が殿上に上がり︑譲国儀が行われる︒皇太子が起立

すると︑譲国の宣命が宣せられる︒ここで即位された新帝が殿上を降り拝舞し︑歩行して

お帰りになる︒内侍が節剣を奉持し︑少納言一人が伝国璽櫃を奉持して追従したのである︒  

右譲国儀の次第を見てみると︑皇太子は坊から先帝の御在所に参入し︑剣璽等承継の儀

が執行されたのである︒こうした儀式は︑佐野眞人氏によれば︑昼儀として堀河天皇時代

以前には行われていたという︵﹁譲位の儀における剣璽の渡御についてｰ平安時代の事例

を中心にｰ﹂﹃神道史研究﹄第六六巻第二号︑二〇一八︶︒ 
 

四︑璽とはなにか 
 

さて︑三種の神器とは八咫鏡︑草薙剣︑八坂瓊曲玉を指すといわれているが︑﹁神璽之

鏡剣﹂といわれるように︑元来神璽は鏡剣の形容語であったと考えられたのが︑井上光貞

氏である︵前掲書︶︒従うべき見解であろう︒そうすると︑剣璽等承継の儀に出てくる璽

とは何であろうか︒八坂瓊曲勾玉であろうか︒しかしながら︑この時点で忌部氏によって

新帝に奉上されていないことから考えて︑恐らくそうではあるまい︒璽とは公式令四〇条

に︑ 
 
 天子の神璽︑謂はく践祚の日の寿の璽をいふ︒宝として用ゐられず︑ 

 

とある璽ではなかろうか︵訳注日本史料﹃日本後紀﹄補注大同元年三月十五日条補注︑集

英社 二〇〇三年︶︒なお︑内印が﹁天皇御璽﹂と陽刻されているため︑これを﹁天子の

神璽﹂と見る向きもあるが︑実用には用いないと公式令にある以上︑実用に用いられてい

る内印を﹁天子神璽﹂とは考えられない︒なお︑黛弘道氏は︑﹃律令国家成立氏の研究﹄

︵吉川弘文館 一九八二年︶の中の﹁三種神器について﹂で︑内印と相違し寸法の規定が

見られないことから︑勾玉を神璽と考えた方がよいとされている︒一方︑平城天皇から宇

多天皇までの譲国儀を詳細に検討された小林宣彦氏は︑﹁践祚で奉られる神璽は︑印もし

くは玉と鏡を含むものであった可能性が指摘される﹂と述べられている 

議論はあるものの︑践祚とは桓武天皇により︑空位の時間を無くし︑可及的速やかに皇

位の継承を図るため︑案出された新たな即位儀礼即ち古くからの令制即位儀礼ではなく︑

令外の即位であったとは考えられるのではなかろうか︒そして︑その儀式は桓武天皇の崩
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御後直ちに実行されたのである︒さて︑践祚即ち剣璽等承継の儀は︑﹁伝国璽櫃﹂という

用語が︑﹃貞観儀式﹄という儀式書に初見することから考えて︑﹃貞観儀式﹄で制度化され

たものと考えてよいのではなかろうか︒ 
 次に︑光孝天皇までの践祚と剣璽等承継の儀は︑どのように行われてきたのであろうか︒

以下一瞥してみたい︒ 

仁明天皇から譲位を受けた文徳天皇への践祚は︑諒闇践祚で 
 
  嘉祥三年︵八五〇︶三月二十一日︑仁明皇帝清涼殿に崩ず︒時に皇太子殿を下る︒宜

陽殿東庭休廬にまします︒左右大臣諸卿及び少納言左右近衛少将など率いて︑天子神

璽・宝剣・符節・鈴印などを献ず︒﹃文徳天皇実録﹄︵原漢文以下同じ︶ 
 

とある︒ 

文徳天皇から譲位された清和天皇の践祚は︑文徳天皇同様諒闇践祚で︑ 
  
 天安二年︵八五八︶八月二十七日︑帝新成殿に崩ず︒︵中略︶大納言安倍朝臣安人少

納言近衛少将主鈴などを率いて︑璽・印樻などをもたらしめ︑直曹にいれ奉る︒﹃文

徳天皇実録﹄ 
  

とある︒ 
 清和天皇から譲位された陽成天皇への践祚は︑﹃貞観儀式﹄に則ったものと考えられ 

るが︑ 
  
  貞観十八年︵八七六︶十一月二十九日︑︵中略︶皇太子・天子の神璽・宝剣を受け

て鳳輦に御し︑春宮に帰る︒﹃三代実録﹄ 
 

とある︒ 

最後に︑陽成天皇から譲位された光孝天皇への践祚を見てみよう︒陽成天皇譲位は特

殊なものであったため︑ 
   
  ここに於いて神璽・宝鏡・剣など王公に付し︑即日親王公卿歩行し天子の神璽・宝

鏡・剣などを今皇帝の東二条宮奉る︒二条院と東二条宮相去ること東行数百歩﹃三

代実録﹄ 
 

とある︒光孝天皇の践祚にもしも宝鏡が奉られたとすると︑前掲小林氏は玉もしくは印と

宝鏡が奉られたとされるが︑そうでも無いようである︒佐野眞人氏の御教示によれば︑先

帝と新帝の御座所が相違する場合︑賢所の御動座があったようで︑堀河天皇・鳥羽天皇・

崇徳天皇・近衛天皇・後白河天皇・二条天皇・六条天皇・高倉天皇・安徳天皇・後鳥羽天

皇の例があるという︒実際﹃世俗浅深秘抄﹄には︑ 
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  他の御所に行幸ある時は︑賢所御間に渡す︑必ず警固あり︑或年年始行幸の間︑白地

の時賢所渡御せず︑十日ばかりの間その難無し︑ 
 

と見える︒二条院と東二条宮との間に近いとはいえ︑距離があったため︑賢所即ち宝鏡の

御動座があった︒そのため︑光孝天皇には三種の神器が奉られたとは考えられないであろ

うか︒ここの事例は︑そうした践祚の儀の嚆矢である可能性も高い︒ 

ところで︑璽のほかに内侍の奉じた節刀であるが︒もし草薙剣であったとすると︑延暦

二十五年の平城天皇や文徳天皇︑清和天皇の事例のように︑諒闇譲位の際︑新帝に奉献さ

れるであろうか︒前にも少しく触れたように︑神祇令には本来忌部が即位に際して奉献す

るとある︒素戔嗚尊から天照大神に献上された神器を諒闇という穢れの中で︑神祇官人忌

部が新帝に奉上するとは︑到底考えられない︒前述の平城天皇の践祚条にも﹁剣﹂としか

記されておらず︑﹁御剣﹂とは見えない点︑﹃貞観儀式﹄にも﹁節刀﹂としか見えない点︑

同様に光孝天皇践祚儀から推測するに︑草薙剣ではなかった可能性もあるのではなかろう

か︒もちろん︑清和天皇から陽成天皇への践祚に際しては︑﹁宝剣﹂と見えるが︑だから

といって︑草薙剣と断定できるであろうか︒朝廷の中でも解釈に振幅があったようである︒

後の研究を俟ちたい︒ 
 

五︑神璽とは何か︑  
 

次に︑養老公式令四〇条に見られる神璽とはなんであったのであろうか︒井上氏が指摘

されているように令制では鏡剣の形容語として用いられたものと考えられる︒ところが︑

公式令四〇条の神璽は明らかに相違する研究がある︒大石良材氏が﹁大刀契―平安時代に

おける神器観―﹂︵﹃日本王権の成立﹄塙選書八〇 一九七五︶の中で︑詳細に令制神璽に

ついて考証されている︒以下大石氏の研究に導かれながら︑論考を進めたい︒ 

氏は名例律に見える 
 

六に曰はく︑大不敬︑謂はく大社を毀ち︑及び祭祀の神御の物︑乗輿の服御の物

を盗み︑神璽・内印を盗み︑(中略)＜神璽とは︑謂ふこころは︑令に依るに践祚

の日に︑中臣天神の寿詞を奏し︑忌部神璽の鏡剣を上る＞ 
 

という記事と︑賊盗律の 
 

 凡そ神璽を盗めらば︑絞︒関契︑内印︑駅の鈴は遠流︒＜謂ふこころは︑践祚の日の

寿璽 
 

という条文から︑神璽は明らかに形容語としての神璽ではなく︑公式令四〇条の 
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天子の神璽︑謂はく践祚の日の寿の璽をいふ︒宝として用ゐられず︑ 
 

と見られる神璽であると明言されている神璽を盗むとあることは︑形容語としての神璽と

とは考えられない｡大石氏の指摘は正鵠射ているといえよう︒さらに︑大石氏は荻野三七

彦﹃印章﹄︵神璽と印章︶に見られる応長二年︵一三一三︶正月に執行された璽の筥の御

搦に関する﹃花園天皇宸記﹄の興味深い記事を紹介されている︒荻野氏の訓読をここに紹

介する︒ 
 
  関白︵藤原冬平︶璽筥の事注する所のもの一巻これを侍す︑是れを披見するに︑この

文云︑璽筥中には印を入ると云々︑これ高家口伝云々︑又抑も璽筥は神代より未だか

わらず︑若しくは印を納むるか是関白の説なり︑日本書紀・古事記等を通勘するに玉

たるか︑但し此のこと冬平公に尋ぬるの処︑異朝に於ては伝国の璽は玉たるの由分明︑

神璽に於てはは彼に同じからず︑霊物として知らざるの由これを称す︑但し慈鎮和尚

記に分明の趣これあり︑八勾玉本文は疑うべからざるか︑ 
 

とある︒花園天皇と関白冬平のやりとりの中でも︑高家︵朝廷カ︶の口伝では印とある︒

しかしながら﹁日本書紀・古事記等を通勘するに玉たるか︑﹂と︑天皇と関白の議論も決

着がつかなかった︒それはそうであろう︒誰も璽の筥の中身を見たことが︑なかったわけ

であるから︒ 

ところで︑前掲大石氏よれば︑花園天皇と関白冬平の議論に決着をつける文書が存在す

る︒それは京都青蓮院所蔵の覚書で建仁三年︵一二〇二︶に書写され︑さらに承元三年︵一

二〇九︶に書写されたものに以下のようにある︒ 
 
 又去る寿永乱逆之時︑安徳天皇浮しめ給の時︑同三種宝物御随身の間︑合戦の時︑天

皇外祖母六波羅二位之を懐き奉りて︑海底に入り了︑此の之時内侍所大納言時忠取り

奉り︑安穏に上洛す︑宝剣は遂にもって海底に没し了わんぬ︑永く失い了わんぬ︑又

神璽の箱は海上に浮かぶの間︑武士何物か知らず︑憖に之を見る︑その時尹明法師の

女子内侍たるの間︑粗伺い見る︑二つの懸子なり︑上下各のおの珠玉を四果︵ママ︶

を入れるなり︑都合玉八果これありと云々︑粗あら之を伝聞するに記文に云わく︑見

︵言登︶なり︑今夢想の三箇事もって符合す︒珍重不思議︑言語道断︑よって故に此

の葉子に記るすものなり︑︵﹃帝室制度史﹄第五巻︶︵原漢文︶ 
 

大石氏も指摘しておられるが︑秦の伝国璽の系譜を引く︑唐代の天子八宝の数と一致し

ているのである︒前掲の花園天皇宸記を受け︑井上光貞氏は︑前掲書の中で︑ 
 

他方｢璽｣が神器一般をさしたか︑印・玉等の器物をさしたか詳らかにしがたい︒ 
 

とされ︑﹁璽筥中の器物は印か玉︵勾玉︶﹂の二説があるとされている︒ 
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しかしながら︑青蓮院所蔵の覚書から玉であった可能性は高くなったように思われる︒  
 

結び 
 

皇位の継承に様々な問題のあった奈良時代から平安時代初頭にかけて︑ひとまず神代か

らの伝来物を用いず︑新たな璽・剣を媒介として執行される剣璽等承継の儀︵践祚︶の案

出により︑皇位継承は円滑化されたものと考えられる︒剣璽等承継の儀を中心とする践祚

とは︑空位を無くすため平安時代初頭に成立した新たな即位儀礼であり︑即位とは神祇令

に規定された古来からの即位儀礼といってもよかろう︒換言するならば︑令制即位儀礼と

言ってもよかろう︒古来からの即位儀礼は︑先帝崩御の時には必ずしも直ちには挙行され

ていない︒この空位の時間に反乱事件や皇位の簒奪を企図されることが多かった︵例えば︑

他戸親王廃太子・氷上川継配流・早良親王廃太子︶︒しかし︑践祚︵剣璽等承継の儀︶の

案出により︑未然にそうした事態が防がれるようになったのである︒即ち践祚の儀は令外

の即位と言っても過言ではないのではなかろうか︒ 

皇位の継承は︑相続者の問題や︑外戚の問題など︑常に危機的状況にあった︒仮とはい

え︑践祚の儀という即位儀礼が案出されたことは︑皇位継承を容易にした︒しかしながら

その容易さが︑事態を紛糾させることもあった︒花山天皇は︑藤原兼家の謀略により︑自

身の子供ではない一条天皇に譲位させられたが︑﹃大鏡﹄によれば︑内裏を出ようとされ

たとき︑﹁明るいのでいかがしよう﹂と兼家の子の道兼に躊躇いの詞を発せられた︒しか

しながら︑道兼は﹁さりとて︑皇位におとどまりなさりようがございません︒神璽・宝剣

が一条天皇に渡ってしまったのですから﹂と︑花山天皇を無理矢理退位させてしまったの

である︒ 

践祚が︑後世に花山天皇のような悲劇をもたらしたのは︑事実である︒しかしながら︑

奈良時代末期困難を極めた皇位継承を円滑に執行させたのも事実である︒平安時代以降︑

恐らくは桓武天皇が発案されたであろう践祚の儀が︑皇位継承に安定をもたらしたとこと

は︑間違いないのではなかろうか︒ 


