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た
だ
い
ま
ご
紹
介
を
賜
り
ま
し
た
と
お
り
︑
私
は
皇
學
館
大
学
に
十
年
近
く
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
︒
そ
の
後
も
︑
い
ろ
い
ろ
と
御

縁
が
あ
り
ま
し
て
︑
伊
勢
に
来
る
と
本
当
に
懐
か
し
い
思
い
が
よ
み
が
え
り
ま
す
︒

昭
和
四
十
一
年
︵
一
九
六
六
︶
春
︑
名
古
屋
大
学
の
大
学
院
︵
修
士
課
程
︶
を
終
え
て
︑
こ
の
皇
學
館
大
学
に
採
用
さ
れ
︑
教
員
と
し

て
の
正
式
な
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
三
年
目
の
昭
和
四
十
三
年
の
春
︑
こ
の
皇
學
館
大
学
人
文
學
會
が
で
き
ま
し
て
︑
こ

の
学
術
誌
﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
も
創
刊
さ
れ
た
の
で
す
︒

そ
の
当
時
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
︑
皇
學
館
大
学
が
再
興
さ
れ
て
七
年
目
︑
ま
だ
草
創
期
で
し
た
︒
け
れ
ど
も
︑﹁
学
問
で
学
界
に

貢
献
し
よ
う
﹂︑
ま
た
﹁
若
い
研
究
者
を
大
い
に
育
て
よ
う
﹂
と
い
う
気
運
が
︑
こ
の
大
学
に
み
な
ぎ
っ
て
い
ま
し
た
︒
と
り
わ
け
国
史

学
科
教
授
︵
の
ち
学
長
︶
の
田
中
卓
先
生
が
︑
そ
の
こ
と
を
強
く
主
張
さ
れ
ま
し
て
︑﹁
こ
の
伊
勢
は
︑
交
通
の
便
か
ら
い
え
ば
誰
で
も

来
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
ま
さ
に
日
本
の
学
界
で
中
心
的
な
役
割
の
果
た
せ
る
︑
世
界
に
も
貢
献
で
き
る
大
学
で

あ
り
た
い
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
自
ら
雑
誌
を
持
ち
︑
そ
れ
で
一
番
い
い
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
く
︒
そ
れ
が
ま
た
若
い
人
々
の
登
竜
門

と
も
な
る
に
ち
が
い
な
い
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
構
想
は
︑
先
ほ
ど
半
田
美
永
教
授
も
仰
い
ま
し
た
が
︑
今
あ
ら
た
め
て
非
常
に
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
︒
最
近
の
若
い
研
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究
者
は
︑
こ
の
大
学
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
︑
い
っ
ぱ
い
発
表
の
場
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
︒
け
れ
ど
も
当
時
︑
私
ど
も
の
よ
う
な
駆
け
出

し
が
書
い
た
拙
稿
を
載
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
雑
誌
は
︑
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
皇
學
館
に
対
す
る
理
解
も
未
だ
十
分
で
な
い
時

期
で
し
た
か
ら
︑
一
所
懸
命
に
書
い
て
も
容
易
に
載
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
︒
そ
れ
な
ら
︑
自
分
ら
で
学
術
誌
を
つ
く
り
︑
公
正

に
評
価
を
し
て
も
ら
お
う
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
は
︑
大
変
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒

当
時
︑
私
は
国
史
学
科
の
助
手
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
︑
こ
の
﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
創
刊
に
向
け
て
雑
務
を
手
伝
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

し
か
も
創
刊
号
に
必
ず
何
か
書
く
よ
う
言
わ
れ
︑
何
と
か
纏
め
た
の
が
﹁
意
見
封
進
制
度
の
成
立
﹂
と
い
う
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
り
ま
す
︒

名
古
屋
大
学
に
お
け
る
学
部
卒
業
論
文
の
一
部
を
基
に
し
た
も
の
で
す
︒
私
の
卒
論
は
︑
平
安
前
期
末
に
政
治
家
と
し
て
も
学
者
と
し
て

も
活
躍
し
た
三
善
清
行
と
い
う
文
人
官
吏
の
伝
記
的
な
研
究
で
す
︒
こ
の
三
善
清
行
は
︑
教
科
書
に
も
出
て
く
る
﹁
意
見
十
二
箇
条
﹂
で

政
治
改
革
を
提
唱
し
た
人
物
で
す
︒
上
代
社
会
で
も
︑
宮
廷
官
人
た
ち
が
自
分
の
﹁
意
見
﹂
を
封
進
す
る
と
い
う
制
度
が
︑
大
宝
︵
七
〇
一
年
︶

以
来
の
律
令
法
︵
公
式
令
︶
で
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
︑
卒
論
に
手
を
加
え
て
ま
と
め
︑﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
創
刊
号
︵
昭
和
四
十
三

年
四
月
︶
に
出
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
︑
本
当
に
あ
り
が
た
く
思
い
ま
し
た
︒

こ
こ
に
若
い
学
生
さ
ん
も
お
ら
れ
ま
す
が
︑
学
部
の
卒
論
と
い
う
の
は
︑
将
来
︑
専
門
の
研
究
者
に
な
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑
非

常
に
重
要
な
も
の
で
す
︒
普
段
︑
一
般
教
養
や
各
専
門
の
勉
学
も
大
切
で
す
が
︑
最
終
的
に
は
卒
論
を
書
く
︒
そ
し
て
︑
一
生
で
こ
れ
以

上
勉
強
し
た
こ
と
が
な
い
と
思
え
る
よ
う
な
知
的
修
練
を
す
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
狭
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
自
分
の
努
力
で
深
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
と
︑
他
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
︑
こ
う
い
う
方
法
で
こ
う
い
う
風
に
詳
し
く
調
べ
れ
ば
︑
こ
う
い
う
こ
と
ま
で
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
︑
と
い
う
見
通
し
が
立
ち
︑
応
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
私
も
自
分
な
り
に
全
力
を
尽

く
し
て
卒
論
に
取
り
組
み
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
皇
學
館
へ
赴
任
し
て
か
ら
も
先
生
方
の
御
指
導
を
賜
わ
り
︑
卒
論
を
ベ
ー
ス
に
し
て
︑

こ
の
﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
や
﹃
紀
要
﹄﹃
藝
林
﹄
な
ど
に
次
々
と
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
︑
研
究
者
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
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そ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
今
回
こ
ち
ら
か
ら
何
か
お
話
し
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
て
︑
あ
り
が
た
く
お
受
け
し
た
次
第
で
す
︒
不
十
分

な
内
容
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
時
間
が
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
︑
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒

一

皇
室
制
度
の
史
料
集
・
研
究
書

皆
さ
ま
の
お
手
許
に
レ
ジ
ュ
メ
の
よ
う
な
も
の
が
渡
っ
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
︑
お
聞
き
取
り
願
い
ま
す
︒
元

来
︑
縦
書
き
の
原
稿
な
の
で
す
が
︑
こ
ち
ら
の
人
文
學
會
事
務
局
で
入
力
し
て
い
た
だ
き
︑
他
の
も
の
と
合
わ
せ
る
た
め
︑
横
書
き
に
し

て
も
ら
い
ま
し
た
︵
そ
の
た
め
後
掲
資
料
は
ペ
ー
ジ
数
が
逆
順
︶︒

ま
ず
前
半
︵
１
～

︶
は
︑
今
回
作
成
し
た
﹁
宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
﹂
と
い
う
要
点
メ
モ
と
﹁
桂
宮
第
十
一
代
淑
子
内
親
王
の
略

10

年
譜
稿
﹂
と
い
う
年
表
︑
さ
ら
に
後
半
︵

～

︶
は
︑﹁
皇
族
女
子
を
当
主
と
す
る
宮
家
の
設
立
と
そ
の
在
り
方
﹂
と
い
う
要
旨
と
参

11

18

考
資
料
で
す
︒
こ
の
後
半
は
︑
先
ほ
ど
岡
田
登
教
授
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
︑
七
月
五
日
︑
内
閣
官
房
の
方
で
進
め
て
お
り
ま
す

﹁
皇
室
制
度
に
関
す
る
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
﹂︵
第
六
回
︶
へ
招
か
れ
た
時
に
用
意
し
た
レ
ジ
ュ
メ
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

本
日
は
﹁
宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
私
の
専
門
は
︑
主
に
平
安
時
代
の
法
制
文

化
史
が
研
究
の
中
心
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
他
の
時
代
や
分
野
の
こ
と
を
十
分
に
存
じ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
皇
室
の
こ
と
は
早
く
か
ら
関
心

が
あ
り
ま
し
て
︑
平
安
時
代
の
み
な
ら
ず
︑
建
国
以
来
の
歩
み
︑
あ
る
い
は
中
世
・
近
世
か
ら
近
現
代
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
な

り
に
少
し
勉
強
し
て
参
り
ま
し
た
︒
と
は
い
え
︑
宮
家
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
自
分
で
詳
し
く
研
究
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た

だ
︑
幸
い
便
利
な
史
料
集
や
研
究
論
集
が
出
て
お
り
ま
す
の
で
︑
そ
う
い
う
も
の
に
学
び
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
︒

ち
な
み
に
︑
私
ど
も
は
研
究
を
進
め
る
際
︑
も
ち
ろ
ん
自
分
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
史
料
を
集
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
関
係
の

史
料
集
な
ど
が
出
て
お
れ
ば
︑
そ
れ
も
有
効
に
活
用
し
た
ら
良
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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少
し
横
道
に
逸
れ
ま
す
が
︑
私
ど
も
は
学
生
時
代
か
ら
﹃
古
事
類
苑
﹄
と
い
う
便
利
な
も
の
を
見
つ
け
ま
し
て
︑
使
お
う
と
す
る
と
︑

当
時
の
先
生
方
か
ら
﹁
こ
れ
は
使
う
な
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
︒
概
し
て
良
く
出
来
て
お
り
ま
す
か
ら
︑
あ
ま
り
便
利
な
も
の
に
頼
る
と
︑

自
分
で
原
典
を
調
べ
る
努
力
を
し
な
く
な
る
か
ら
︑
見
ち
ゃ
い
け
な
い
と
注
意
さ
れ
た
の
で
す
︒

こ
の
﹃
古
事
類
苑
﹄
と
い
う
一
大
史
料
集
の
編
纂
事
業
は
︑
途
中
か
ら
神
宮
司
庁
が
引
き
受
け
︑
明
治
後
半
に
神
宮
皇
學
館
も
深
く
関

係
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
お
一
人
に
広
池
千
九
郎
と
い
う
学
者
が
お
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
の
方
は
︑
大
分
か
ら
京
都
へ
出
て
来
ら
れ
︑
自
分
で

﹃
史
学
普
及
雑
誌
﹄
な
ど
を
作
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
︑﹃
古
事
類
苑
﹄
の
仕
事
に
抜
擢
さ
れ
て
東
京
へ
移
り
︑
大
い
な
る
貢
献
を
さ
れ
ま

し
た
︒
そ
の
間
に
︑
東
京
帝
国
大
学
の
穂
積
陳
重
と
い
う
民
法
の
先
生
か
ら
厳
し
い
指
導
を
受
け
て
︑
中
国
や
朝
鮮
の
家
族
制
度
を
中
心

と
す
る
東
洋
法
制
史
の
研
究
に
取
り
組
み
︑
東
大
で
法
学
博
士
の
学
位
を
と
ら
れ
︑
そ
れ
か
ら
神
宮
皇
學
館
の
教
授
と
な
り
︑
神
道
史
と

法
制
史
の
講
義
を
担
当
さ
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
の
﹃
古
事
類
苑
﹄
で
最
も
早
く
作
ら
れ
た
﹁
帝
王
部
﹂
に
は
︑
宮
家
制
度
の
関
連
史
料
も
少
し
入
っ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
今
で
は
︑

最
も
詳
し
い
﹃
皇
室
制
度
史
料
﹄
と
い
う
も
の
が
出
て
お
り
ま
す
︒
こ
れ
は
戦
前
の
帝
国
学
士
院
編
﹃
帝
室
制
度
史
﹄
を
受
け
継
い
で
︑

戦
後
に
宮
内
庁
の
書
陵
部
で
編
纂
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
中
に
﹁
皇
族
﹂
と
い
う
篇
が
四
冊
あ
り
︑
特
に
今
日
お
話
し
す
る
内
容
に

関
係
の
深
い
史
料
が
第
四
冊
に
網
羅
さ
れ
︑
そ
こ
に
簡
潔
な
解
説
も
付
い
て
い
ま
す
︒

と
り
わ
け
﹁
世
襲
親
王
家
﹂
の
成
立
事
情
と
か
︑
そ
の
展
開
過
程
と
か
︑
そ
の
経
済
的
待
遇
な
ど
に
つ
い
て
上
手
に
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
︒
こ
の
編
纂
に
関
わ
ら
れ
た
の
は
宮
内
庁
書
陵
部
の
研
究
者
で
あ
り
ま
す
︒
し
か
も
︑
そ
の
中
の
一
人
で
武
部
敏
夫
と
い
う
方
が

﹃
書
陵
部
紀
要
﹄
第
十
二
号
︵
昭
和
三
十
五
年
︶
に
﹁
世
襲
親
王
家
の
継
統
に
つ
い
て
︱
伏
見
宮
貞
行
・
邦
頼
両
親
王
の
場
合
︱
﹂
と
い

う
論
文
を
載
せ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
世
襲
親
王
家
の
う
ち
特
に
伏
見
宮
家
の
こ
と
を
中
心
に
研
究
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ

る
と
思
い
ま
す
が
︑
何
よ
り
上
質
の
史
料
集
と
し
て
﹃
皇
室
制
度
史
料
﹄︑
お
よ
び
論
文
と
し
て
武
部
先
生
の
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
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も
う
ひ
と
つ
は
︑
宮
家
制
度
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
現
在
こ
ち
ら
に
お
ら
れ
ま
す
上
野
秀
治
先
生
な
ど
が
実
質
中
心
と
な
っ

て
編
纂
さ
れ
ま
し
た
霞
会
館
の
﹃
旧
華
族
家
系
大
成
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︶
と
い
う
大
変
貴
重
な
系
譜
集
成
が
ご
ざ
い
ま
す
︒
こ
れ
は
平
成
に

入
っ
て
か
ら
増
補
さ
れ
ま
し
て
︑
今
そ
れ
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
︒
そ
の
中
に
旧
宮
家
の
方
々
の
こ
と
な
ど
も
出
て
参
り
ま

す
︒
そ
れ
か
ら
︑
こ
の
問
題
に
比
較
的
早
く
か
ら
関
心
を
持
た
れ
た
の
が
︑
同
志
社
大
学
の
高
久
嶺
之
介
と
い
う
方
で
し
て
︑
こ
の
教
授

が
書
か
れ
た
論
文
を
一
二
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
︒

し
か
し
︑
宮
家
に
関
わ
る
研
究
が
︑
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
む
し
ろ
平
成
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
私
の

知
り
得
て
い
る
範
囲
で
申
し
ま
す
と
︑
浅
見
雅
男
と
い
う
方
が
﹃
闘
う
皇
族
︱
あ
る
宮
家
の
三
代
︱
﹄︵
角
川
選
書
︑
平
成
十
七
年
︶
と

か
﹃
皇
族
誕
生
﹄︵
角
川
書
店
︑
平
成
二
十
年
︶
と
い
う
本
を
書
か
れ
ま
し
た
︒
浅
見
さ
ん
は
︑﹃
文
藝
春
秋
﹄
の
名
編
集
者
で
現
在
も
在
籍

し
て
お
ら
れ
ま
す
︒
私
は
共
同
通
信
に
い
た
高
橋
紘
さ
ん
を
通
じ
て
浅
見
さ
ん
を
知
り
︑
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
︒

慶
応
義
塾
大
学
の
経
済
学
部
出
身
で
す
が
︑
非
常
に
歴
史
が
お
好
き
で
︑
プ
ロ
以
上
の
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒

若
い
学
生
の
皆
さ
ん
は
︑
大
学
院
へ
進
ん
で
専
門
の
研
究
者
に
な
る
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
︑
本
当
に
歴
史
や
文
学
が
好
き
で
あ
れ
ば
︑

そ
れ
を
十
年
・
二
十
年
と
続
け
て
い
か
れ
て
ま
す
と
︑
セ
ミ
プ
ロ
か
ら
プ
ロ
級
の
お
仕
事
を
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
い
ま
す
︒
実
は

今
や
い
ろ
ん
な
分
野
で
プ
ロ
と
ア
マ
の
境
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
︒
も
う
下
手
な
プ
ロ
よ
り
も
優
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
が

い
っ
ぱ
い
出
て
い
ま
す
︒

こ
の
浅
見
さ
ん
は
︑
今
や
こ
の
方
面
の
第
一
人
者
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
方
の
書
か
れ
た
本
は
︑
主
と
し
て
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
︑
宮
家
が
増
え
た
経
緯
︑
そ
れ
に
関
わ
る
大
正
か
ら
昭
和
ま
で
続
く
複
雑
な
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
こ
の

中
に
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
率
直
に
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
率
直
と
い
う
の
は
︑
ど
ん
な
こ
と
で
あ
れ
光
も
影
も
あ
る
︑
そ
の
影
の
部
分

も
目
を
そ
ら
さ
ず
︑
調
べ
尽
く
し
て
遠
慮
な
く
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
た
め
︑﹁
え
え
っ
︑
こ
ん
な
こ
と
が
﹂
と
か
︑﹁
え
え
っ
︑
ど
う

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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し
て
な
の
﹂
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
確
か
な
史
料
を
丹
念
に
調
べ
ら
れ
﹁
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と

を
我
々
に
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
す
︒

も
う
一
人
︑
小
田
部
雄
次
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
︒
立
教
大
学
を
出
ら
れ
︑
近
代
史
の
う
ち
︑
と
り
わ
け
皇
室
に
関
係
す
る
こ

と
を
研
究
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
︒
特
に
梨
本
宮
伊
都
子
さ
ま
の
日
記
を
全
文
解
読
す
る
と
い
う
共
同
作
業
を
進
め
る
過
程
で
︑
梨
本
宮
家

の
み
な
ら
ず
︑
他
の
宮
家
に
も
関
心
を
持
た
れ
︑
幾
つ
か
の
書
物
を
出
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
こ
に
あ
げ
た
﹃
皇
族
︱
天
皇
家
の
近
現

代
史
︱
﹄︵
平
成
二
十
一
年
︶
は
︑
中
公
新
書
で
あ
り
ま
す
が
︑
非
常
に
詳
し
く
書
か
れ
た
力
作
で
す
︒
先
ほ
ど
挙
げ
ま
し
た
何
人
か
の
成

果
も
取
り
入
れ
ら
れ
︑
主
と
し
て
幕
末
・
明
治
か
ら
戦
後
に
至
る
宮
家
・
旧
宮
家
の
こ
と
を
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
以
外
に
︑
一
昨
年
︑

﹃
天
皇
と
宮
家
﹄︵
新
人
物
往
来
社
︑
平
成
二
十
二
年
︶
と
い
う
本
も
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
雑
誌
の
特
集
﹁
天
皇
家
と
宮
家
﹂
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
︒
こ
れ
は
新
人
物
往
来
社
か
ら
出
て
い
る
月
刊
﹃
歴
史
読
本
﹄
の

平
成
十
八
年
十
一
月
号
に
︑
当
時
の
編
集
長
か
ら
﹁
宮
家
の
特
集
を
す
る
の
で
手
伝
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
言
わ
れ
︑
微
力
を
尽
く
し
ま
し
た
︒

私
も
書
き
ま
し
た
が
︑
そ
の
中
に
︑
今
谷
明
さ
ん
︑
若
松
正
志
さ
ん
︑
久
保
貴
子
さ
ん
︑
高
橋
紘
さ
ん
︑
小
田
部
雄
次
さ
ん
︑
野
村
玄
さ

ん
︑
藤
田
大
誠
さ
ん
︵
藤
田
さ
ん
は
確
か
皇
學
館
高
校
の
出
身
で
︑
今
は
國
學
院
大
学
の
准
教
授
で
す
︶︑
そ
れ
か
ら
清
水
節
さ
ん
︵
節
さ
ん
は
清

水
潔
学
長
の
御
令
息
で
す
︶︑
そ
れ
か
ら
今
日
も
何
か
と
御
尽
力
い
た
だ
い
て
い
る
大
平
和
典
さ
ん
︑
ま
た
私
が
京
都
産
業
大
学
で
指
導
し

ま
し
た
川
田
敬
一
さ
ん
︵
現
在
金
沢
工
業
大
学
准
教
授
︶
な
ど
の
協
力
を
得
ま
し
た
︒
そ
の
お
か
げ
で
︑
か
な
り
よ
く
出
来
た
特
集
雑
誌
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
今
こ
の
大
半
を
再
編
し
て
単
行
本
化
す
る
こ
と
に
な
り
︑
私
の
新
稿
を
加
え
て
︑﹃
日
本
の
宮
家
と
女
性
宮
家
﹄

と
い
う
題
で
九
月
の
出
版
を
目
指
し
努
力
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒

こ
の
よ
う
に
最
近
十
年
ほ
ど
の
間
に
︑
宮
家
・
皇
族
に
関
す
る
研
究
成
果
が
数
多
く
出
て
お
り
ま
す
︒
今
日
は
︑
こ
れ
ら
を
参
考
に
し

な
が
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
中
身
は
︑
大
き
く
わ
け
て
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
と
し
ま
し
た
︒
ま
ず
Ⅰ
﹁
前
近
代
の
世
襲
親
王
家
﹂
に
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つ
い
て
︑
こ
れ
は
多
く
の
方
が
す
で
に
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
あ
ら
ま
し
申
し
上
げ
ま
す
︒
次
い
で
Ⅱ
﹁
近
現
代
の
伏
見
宮

家
系
宮
家
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
上
で
Ⅲ
﹁
現
存
宮
家
の
相
続
と
新
宮
家
の
創
設
﹂
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
た
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

な
お
︑
そ
の
も
う
一
つ
の
括
り
の
方
に
︑
そ
れ
の
裏
付
け
と
な
る
史
料
を
引
用
し
て
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
参

り
ま
し
た
時
に
作
っ
た
も
の
で
す
が
︑
そ
の
説
明
を
先
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

ヒ
ア
リ
ン
グ
は
三
〇
分
と
い
う
制
限
が
あ
り
ま
し
た
の
で
︑
ま
ず
全
体
の
要
旨
を
一
か
ら
九
に
ま
と
め
て
一
枚
に
し
ま
し
た
︒
つ
い

で
︑
そ
れ
を
裏
付
け
る
形
で
﹁
宮
家
の
来
歴
と
今
後
の
あ
り
方
﹂
に
関
す
る
資
料
を
加
え
ま
し
た
︒
さ
ら
に
﹁
四
親
王
家
と
近
現
代
宮
家

の
継
承
次
第
﹂
と
題
し
て
︑
伏
見
宮
家
・
桂
宮
家
・
有
栖
川
宮
家
・
閑
院
宮
家
の
継
承
次
第
を
分
か
り
や
す
く
示
し
ま
し
た
︒
そ
の
後
に
︑

近
代
宮
家
の
中
で
も
︑
と
り
わ
け
明
治
天
皇
の
四
内
親
王
が
降
嫁
し
て
お
ら
れ
る
四
宮
家
を
中
心
と
し
た
系
図
も
入
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て

最
後
に
︑
現
在
の
皇
室
を
構
成
さ
れ
る
方
々
︑
そ
の
方
々
が
十
年
後
・
二
十
年
後
・
三
十
年
後
に
ど
の
よ
う
な
年
令
構
成
と
な
る
か
と
い

う
略
図
と
︑
今
後
﹁
女
性
宮
家
﹂
と
い
う
も
の
を
可
能
に
す
る
と
す
れ
ば
︑
ど
う
い
う
形
で
考
え
ら
れ
る
か
︑
に
つ
い
て
の
私
案
も
略
図

で
示
し
ま
し
た
︒
今
日
の
話
は
そ
の
内
容
に
及
び
得
ま
せ
ん
が
︑
今
後
議
論
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
︒

こ
の
た
び
新
た
に
作
り
ま
し
た
の
は
︑
も
う
一
種
類
の
﹁
桂
宮
家
第
十
一
代
・
淑
子
内
親
王
の
略
年
譜
稿
﹂
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
宮

内
庁
所
蔵
の
﹃
四
親
王
家
実
録
﹄
に
基
づ
い
て
作
り
ま
し
た
︒
ご
承
知
の
と
お
り
︑
宮
内
庁
に
書
陵
部
と
い
う
専
門
図
書
館
が
あ
り
ま
す
︒

こ
こ
は
一
昔
前
ま
で
︑
い
ろ
い
ろ
厳
し
い
制
約
が
あ
り
ま
し
て
︑
今
も
江
戸
時
代
ま
で
の
史
料
は
︑
拝
見
も
撮
影
も
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
︒

し
か
し
︑
明
治
以
降
の
公
文
書
類
に
つ
い
て
は
︑
同
庁
に
併
設
の
﹁
宮
内
公
文
書
館
﹂
へ
移
管
さ
れ
ま
し
た
か
ら
︑
基
本
的
に
支
障
の
な

い
限
り
見
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

そ
の
中
に
︑
大
正
時
代
か
ら
昭
和
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
﹃
天
皇
・
皇
族
実
録
﹄
と
い
う
膨
大
な
史
料
集
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
神
武

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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天
皇
か
ら
孝
明
天
皇
に
至
る
歴
代
天
皇
の
実
録
と
︑
さ
ら
に
世
襲
宮
家
の
実
録
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
︒
詳
し
く
は
拙
稿
﹁﹃
天
皇
・
皇
族

実
録
﹄
の
成
立
過
程
﹂︵
平
成
十
八
年
﹁
産
大
法
学
﹂
四
〇
巻
一
号
︶
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

そ
の
う
ち
﹃
歴
代
天
皇
実
録
﹄
は
既
に
ゆ
ま
に
書
房
と
い
う
所
か
ら
数
年
か
け
て
出
版
さ
れ
︑
今
で
は
簡
単
に
見
ら
れ
ま
す
︒
し
か
も
︑

久
し
く
部
外
者
に
は
見
せ
て
も
ら
う
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
﹁
皇
族
実
録
﹂
が
︑
つ
い
最
近
︑
拝
見
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
︒

の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
を
撮
影
す
る
こ
と
ま
で
認
め
ら
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
の
で
︑
四
月
・
五
月
に
参
り
ま
し
た
︒

撮
影
と
い
う
の
は
︑
今
や
デ
ジ
カ
メ
時
代
で
す
か
ら
︑
自
分
の
デ
ジ
カ
メ
を
持
ち
込
ん
で
自
由
に
撮
影
さ
せ
て
も
ら
え
ま
す
︒
ま
っ
た

く
夢
の
よ
う
な
話
で
す
︒
私
は
機
器
に
弱
い
の
で
︑
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
橋
本
富
太
郎
研
究
員
に
同
行
し
て
も
ら
い
︑
八
百
枚
ほ
ど
撮

ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
︒
こ
れ
は
ま
だ
活
字
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
今
で
は
清
書
さ
れ
た
原
本
を
見
せ
て
も
ら
え
ま
す
し
︑
撮
影
ま
で

さ
せ
て
も
ら
え
る
︑
と
い
う
時
代
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
ん
な
こ
と
あ
ま
り
行
き
過
ぎ
て
よ
い
の
か
な
あ
︑
と
い
う
気
も
い
た
し
ま
す
が
︑

と
も
か
く
そ
れ
に
基
づ
い
て
年
譜
を
作
り
ま
し
た
︒

こ
れ
は
今
日
の
為
に
初
め
て
作
っ
た
も
の
で
す
︒
こ
の
﹃
桂
宮
家
実
録
﹄
の
﹁
淑
子
内
親
王
実
録
﹂
を
︑
関
係
者
以
外
で
撮
影
し
た
の

は
私
が
初
め
て
だ
と
い
わ
れ
ま
し
た
か
ら
︑
こ
う
い
う
形
で
使
う
の
も
最
初
だ
と
思
い
ま
す
︒
一
部
分
の
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
年
表
で
す
け
れ

ど
も
︑
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
詳
し
く
は
原
本
を
見
ら
れ
︑
研
究
な
ど
に
役
立
て
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
︒

二

前
近
代
の
世
襲
親
王
家
の
来
歴

㈠

令
制
﹁
皇
親
﹂
の
範
囲

そ
れ
で
は
︑
ま
ず
レ
ジ
ュ
メ
Ⅰ
﹁
前
近
代
の
世
襲
親
王
家
﹂
か
ら
始
め
ま
す
︒
本
日
も
主
題
に
掲
げ
ま
し
た
﹁
宮
家
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
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公
的
な
法
令
用
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
便
宜
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒
平
た
く
言
え
ば
︑
皇
室
と
い
う
の
は
︑
大
き
な
名
家
だ
と
み
ら

れ
︑﹁
皇
家
﹂
と
も
い
わ
れ
ま
す
︒
そ
の
う
ち
︑
本
家
に
あ
た
る
と
こ
ろ
を
﹁
内
廷
﹂
と
言
い
︑
そ
れ
に
対
し
て
分
家
に
あ
た
る
の
が
﹁
宮

家
﹂
で
す
︒

現
在
︑
私
ど
も
は
﹁
日
本
国
憲
法
﹂
の
も
と
に
﹁
皇
室
典
範
﹂
と
い
う
法
律
を
も
っ
て
い
ま
す
が
︑
も
う
一
つ
︑﹁
皇
室
経
済
法
﹂
と

い
う
法
律
も
あ
り
ま
す
︒
そ
の
﹁
皇
室
経
済
法
﹂
で
は
︑﹁
皇
室
費
﹂
の
う
ち
︑
内
廷
の
方
々
の
為
の
費
用
を
﹁
内
廷
費
﹂
と
い
い
︑
宮

家
の
方
々
の
費
用
を
﹁
皇
族
費
﹂
と
言
っ
て
お
り
ま
す
︒
ヒ
ア
リ
ン
グ
資
料
の
参
考
資
料
末
尾
に
﹁
皇
室
︵
内
廷
と
宮
家
︶
の
構
成
略
系
図
﹂

が
あ
り
ま
す
︒
こ
こ
で
﹁
内
廷
﹂
と
い
う
の
は
︑
点
線
で
囲
ん
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
︑
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
と
皇
太
子
・
同
妃
両
殿
下
お

よ
び
御
長
女
の
敬
宮
愛
子
内
親
王
︑
こ
の
五
方
を
内
廷
の
方
々
と
申
し
ま
す
︒
た
だ
念
の
た
め
言
え
ば
︑
天
皇
の
み
は
格
別
の
御
存
在
で

し
て
皇
族
と
申
し
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
︑
天
皇
と
皇
后
以
下
の
皇
族
四
方
︑
合
わ
せ
て
五
方
が
内
廷
と
い
う
本
家
を
構
成
さ
れ
ま
す
︒
皇

室
に
お
い
て
特
別
に
重
要
な
存
在
は
︑
こ
の
内
廷
の
方
々
で
あ
り
ま
す
︒
た
だ
︑
お
住
ま
い
は
︑
天
皇
と
皇
后
が
皇
居
に
お
ら
れ
︑
皇
太

子
御
一
家
は
東
宮
の
方
に
お
ら
れ
ま
す
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
宮
家
﹂
は
ご
存
じ
の
と
お
り
︑
例
え
ば
︑
皇
太
子
殿
下
の
弟
君
の
秋
篠
宮
家
に
御
夫
妻
と
一
男
二
女
︑
ま
た
今
上

陛
下
の
弟
君
の
常
陸
宮
家
に
御
夫
妻
︑
さ
ら
に
昭
和
天
皇
の
末
弟
の
三
笠
宮
家
に
御
高
齢
の
御
夫
妻
が
お
ら
れ
ま
す
︒
し
か
も
︑
そ
の
も

と
に
御
長
男
の
寛
仁
親
王
が
独
立
し
て
お
ら
れ
︑
そ
の
当
主
が
最
近
︵
六
月
六
日
︶
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
に
妃
殿
下
と

二
女
が
お
ら
れ
ま
す
︒
御
二
男
の
桂
宮
様
は
独
身
で
病
床
に
あ
り
︑
御
三
男
の
立
て
ら
れ
た
高
円
宮
家
の
当
主
は
十
年
前
に
急
逝
さ
れ
ま

し
た
が
︑
そ
こ
に
妃
殿
下
と
三
女
が
お
ら
れ
ま
す
︒
こ
う
い
う
形
で
︑
分
家
の
宮
家
が
現
在
六
家
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
の
よ
う
な
宮
家
に
つ
い
て
︑
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
り
︑
ト
ー
タ
ル
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
場
合
︑
歴
史
の
境
目
を
し
っ

か
り
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
正
確
な
理
解
に
な
り
ま
せ
ん
︒
日
本
歴
史
の
時
代
区
分
は
︑
古
代
・
上
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
・
現
代

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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の
六
つ
に
分
け
る
と
判
り
や
す
い
の
で
す
が
︑
も
う
少
し
大
ま
か
に
江
戸
時
代
ま
で
と
明
治
以
降
︑
前
近
代
と
近
現
代
に
分
け
ま
す
と
︑

皇
室
の
こ
と
な
ど
︑
か
え
っ
て
理
解
し
易
く
な
る
と
思
い
ま
す
︒
や
は
り
︑
古
代
・
上
代
か
ら
中
世
・
近
世
ま
で
は
︑
一
つ
の
括
り
に
な

る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
近
代
と
現
代
も
別
の
括
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

前
近
代
の
皇
室
は
︑
法
制
度
な
ど
に
そ
れ
ほ
ど
縛
ら
れ
な
い
︑
法
を
超
え
た
存
在
と
し
て
続
い
て
参
り
ま
し
た
︒
律
令
法
と
い
う
も
の

は
︑
天
皇
が
お
定
め
に
な
る
も
の
で
︑
天
皇
は
そ
の
上
に
立
た
れ
る
存
在
と
し
て
律
令
法
な
ど
に
拘
束
さ
れ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
し
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
近
現
代
の
立
憲
君
主
制
と
い
う
の
は
︑
天
皇
・
皇
族
も
す
べ
て
そ
の
法
の
も
と
に
置
か
れ
︑
そ
れ
を
守
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
大
き
な
違
い
で
あ
り
ま
す
︒

そ
う
い
う
意
味
で
︑
前
近
代
の
こ
と
を
制
度
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
︒
た
だ
し
︑
部
分
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
申
し
ま
す
︒
例
え
ば
︑
大
宝
・
養
老
令
に
﹁
継
嗣
令
﹂
と
い
う
篇
が
あ
り
ま
し
て
︑﹁
お
よ
そ
皇
の
兄
弟
と
皇
子
を
皆
親
王

と
為
す
﹂
と
定
め
て
い
ま
す
︒
こ
の
場
合
︑
兄
弟
と
か
皇
子
と
書
い
て
あ
り
ま
し
て
も
︑
そ
こ
に
女
性
の
姉
妹
も
皇
女
も
含
む
こ
と
が
︑

法
文
を
よ
く
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
︒
そ
こ
で
︵

︶
の
中
に
補
っ
て
示
せ
ば
︑﹁
お
よ
そ
皇
︵
天
皇
︶
の
兄
弟
︵
姉
妹
︶
と
皇
子
︵
皇
女
︶

を
皆
親
王
︵
内
親
王
︶
と
為
す
﹂
と
い
う
規
定
で
あ
り
ま
す
︒

こ
れ
に
加
え
て
︑
そ
こ
の
原
注
に
﹁
女
帝
の
子
も
亦
同
じ
﹂
と
あ
り
ま
す
か
ら
︑
女
帝
の
お
子
さ
ま
で
も
︑
親
王
と
か
内
親
王
に
成
り

得
る
と
い
う
わ
け
で
す
︒
女
帝
と
い
う
の
は
︑
そ
の
当
時
ま
で
に
推
古
・
皇
極
＝
斉
明
・
持
統
の
三
方
四
代
が
実
在
さ
れ
ま
し
て
︑
い
ず

れ
も
皇
室
に
生
ま
れ
た
皇
族
︵
内
親
王
・
女
王
︶
で
す
︒
三
方
と
も
男
帝
と
結
婚
さ
れ
た
後
︑
皇
太
后
か
ら
女
帝
と
な
ら
れ
ま
し
た
︒
従
っ

て
︑
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ま
は
︑
男
帝
の
子
と
し
て
皇
子
・
皇
女
で
す
か
ら
︑
親
王
・
内
親
王
と
な
り
ま
す
︒
た
だ
︑
皇
極
＝
斉

明
女
帝
は
︑
敏
達
天
皇
の
孫
茅
渟
王
の
子
︵
令
制
の
女
王
︶
で
あ
り
︑
初
め
女
王
と
し
て
高
向
王
︵
用
明
天
皇
の
孫
︶
と
結
ば
れ
ま
し
た
︒

そ
の
王
と
女
王
の
間
に
生
ま
れ
た
漢
王
は
四
世
孫
の
王
で
す
が
︑
母
君
の
即
位
に
伴
っ
て
︑
そ
の
子
の
漢
王
は
漢
親
王
と
称
さ
れ
る
こ
と
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に
な
っ
た
わ
け
で
す
︒

さ
ら
に
︑﹁
以
外
は
並
び
に
諸
王
︵
女
王
︶
と
為
す
︒
親
王
よ
り
五
世
は
︑
王
︵
女
王
︶
の
名
を
得
と
雖
も
︑
皇
親
の
限
り
に
在
ら
ず
﹂

と
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
規
定
で
あ
り
ま
し
て
︑
要
す
る
に
︑
天
皇
の
お
子
さ
ま
︵
皇
子
・
皇
女
︶
と
天
皇
の
兄
弟
姉
妹
の

み
が
親
王
・
内
親
王
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
の
二
世
以
下
は
諸
王
・
女
王
と
し
て
区
別
さ
れ
ま
し
た
︒
し
か
も
︑
天
皇
の
お
子
さ
ま
か
ら
数

え
て
四
世
ま
で
は

王
と
か
女
王
と
言
い
得
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
以
降
は
王
・
女
王
と
称
し
て
も
﹁
皇
親
﹂
の
限
外
︑
皇
族
と
み
な
さ
な

い
と
い
う
規
定
で
あ
り
ま
す
︒

こ
の
﹁
皇
親
﹂
と
い
う
の
は
︑
天
皇
の
親
族
と
い
う
意
味
で
す
︒
こ
れ
は
現
在
の
皇
族
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
︒
こ
れ
も
前
近
代
と

近
現
代
の
違
い
で
あ
り
ま
し
て
︑
明
治
二
十
二
年
の
﹁
皇
室
典
範
﹂
以
降
︑
も
と
も
と
皇
室
で
生
ま
れ
育
た
れ
た
皇
親
以
外
に
︑
結
婚
し

て
皇
室
へ
入
ら
れ
る
臣
籍
︵
華
族
で
も
︶
出
身
の
女
性
も
皇
族
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
︒
別
の
言
い
方
を
し
ま
す
と
︑
前
近
代
に

皇
統
以
外
で
皇
室
に
入
ら
れ
た
光
明
皇
后
は
︑
藤
原
氏
の
出
身
で
す
か
ら
︑
純
粋
の
皇
族
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
皇
后
の

敬
称
は
︑
陛
下
で
な
く
殿
下
で
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
が
明
治
以
降
は
︑
外
か
ら
入
ら
れ
た
方
も
皇
族
と
し
ま
し
た
か
ら
︑
現
に
正
田
家
よ

り
入
ら
れ
た
美
智
子
さ
ま
は
︑
皇
后
と
し
て
陛
下
の
敬
称
が
用
い
ら
れ
る
の
で
す
︒

㈡

世
襲
宮
家
の
成
立
と
そ
の
役
割

こ
の
よ
う
な
天
皇
の
一
親
等
︵
一
世
︶
の
み
を
親
王
・
内
親
王
と
称
し
︑
二
世
か
ら
四
世
︵
玄
孫
︶
ま
で
を
諸
王
・
女
王
と
し
て
区
別

し
子
の
み
な
ら
ず
︑
五
世
以
下
を
皇
親
と
み
な
さ
な
い
︑
と
い
う
継
嗣
令
の
規
定
は
︑
前
近
代
を
通
じ
て
活
き
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
平

安
時
代
に
入
る
こ
ろ
か
ら
︑
一
世
の
皇
子
・
皇
女
で
も
︑
臣
籍
降
下
し
て
源
氏
や
平
氏
な
ど
に
な
る
ケ
ー
ス
が
出
て
き
ま
す
︒
他
方
︑
何

代
か
後
の
王
で
も
︑
天
皇
の
名
目
養
子
︵
猶
子
︶
に
な
れ
ば
親
王
の
称
号
を
宣
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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そ
こ
で
︑
鎌
倉
時
代
以
降
︑
い
わ
ゆ
る
世
襲
親
王
家
が
成
立
し
た
の
で
す
︒
天
皇
の
孫
以
下
に
生
ま
れ
ら
れ
て
も
︑
時
の
天
皇
か
上
皇

の
猶
子
︵
名
目
養
子
︶
に
な
れ
ば
︑
天
皇
の
子
と
み
な
さ
れ
て
親
王
の
宣
下
を
蒙
り
︑
そ
れ
で
親
王
と
し
て
宮
家
を
相
続
す
る
こ
と
が
で

き
た
︒
そ
の
段
階
で
世
襲
親
王
家
・
世
襲
宮
家
と
い
う
も
の
が
で
き
た
わ
け
で
す
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
四
親
王
家
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
ま
す
︒
詳
し
く
は
申
し
ま
せ
ん
が
︑
皇
位
継

承
に
絡
ん
で
︑
そ
れ
に
外
れ
た
方
の
救
済
措
置
と
し
て
等
々
︑
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
︒
た
だ
し
︑
最
後
の

閑
院
宮
家
は
︑
明
ら
か
に
目
的
を
持
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
︒

な
ぜ
か
と
言
え
ば
︑
伏
見
宮
家
と
桂
宮
家
と
有
栖
宮
家
は
︑
も
と
も
と
皇
統
の
備
え
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑

結
果
と
し
て
︑
後
花
園
天
皇
や
後
西
天
皇
が
出
て
お
ら
れ
︑
そ
う
い
う
役
割
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
江
戸
時
代
の
皇
子
・
皇
女

は
︑
数
が
増
え
ま
す
と
経
済
的
に
維
持
が
困
難
な
た
め
︑
当
家
を
相
続
す
る
方
以
外
は
︑
ほ
と
ん
ど
出
家
せ
し
め
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
が

ど
ん
ど
ん
進
み
ま
す
と
︑
皇
室
の
将
来
を
担
え
る
方
が
な
く
な
り
か
ね
ま
せ
ん
︒
そ
こ
で
︑
新
井
白
石
と
い
う
幕
府
の
知
恵
者
︑
将
軍
徳

川
家
宣
の
ブ
レ
ー
ン
が
︑
も
う
一
つ
ぐ
ら
い
世
襲
宮
家
が
い
る
と
い
う
進
言
を
し
て
︑
新
た
に
立
て
ら
れ
た
の
が
閑
院
宮
家
で
あ
り
ま
す
︒

し
か
も
︑
こ
の
閑
院
宮
家
三
代
目
に
幼
い
兼
仁
親
王
が
お
ら
れ
た
お
か
げ
で
︑
光
格
天
皇
と
し
て
皇
位
に
即
か
れ
ま
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
結
果
論
か
ら
申
し
ま
す
と
︑
世
襲
宮
家
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
︑
皇
家
の
中
心
部
分
に
後
継
者
が
お
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
︑

分
家
の
宮
家
か
ら
入
ら
れ
て
皇
統
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
︒

㈢

桂
宮
家
の
猶
子
に
よ
る
継
承

そ
の
世
襲
四
親
王
家
の
う
ち
︑
桂
宮
家
に
つ
い
て
詳
し
く
申
し
上
げ
ま
す
︒
こ
の
宮
家
は
︑
豊
臣
秀
吉
の
頃
に
出
来
た
の
で
す
が
︑
な

か
な
か
男
子
で
家
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
難
し
い
︑
ま
し
て
実
子
で
つ
な
ぐ
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
と
い
う
典
型
例
で
あ
り
ま
す
︒
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す
な
わ
ち
︑
初
代
の
後
か
ら
十
代
の
う
ち
︑
実
子
は
わ
ず
か
三
例
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
他
は
養
子
で
す
が
︑
そ
の
養
子
を
取
っ
て
も
最

後
は
男
子
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
皇
女
が
迎
え
ら
れ
た
︑
皇
族
女
子
を
当
主
と
す
る
唯
一
の
先
例
を
生
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
︒

念
の
た
め
に
申
し
ま
す
と
︑
前
近
代
だ
け
で
な
く
︑
明
治
の
典
範
で
す
ら
︑
嫡
子
以
外
に
庶
子
も
認
め
て
い
ま
し
た
︒
従
っ
て
︑
正
室

に
男
子
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
側
室
の
庶
子
で
も
よ
い
と
し
て
︑
男
系
男
子
に
よ
る
世
襲
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
︒
こ
ち
ら
の
大

平
さ
ん
が
調
べ
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
桂
宮
家
の
場
合
︑
嫡
子
は
わ
ず
か
お
一
人
で
︑
そ
れ
以
外
す
べ
て
庶
子
で
あ
り
ま
し
た
︒

あ
る
い
は
四
親
王
家
の
当
主
を
み
ま
す
と
︑
全
体
で
も
嫡
子
は
わ
ず
か
十
五
︑
庶
子
が
三
十
六
︵
七
割
強
︶
に
の
ぼ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑

庶
子
継
承
を
認
め
な
け
れ
ば
︑
宮
家
も
到
底
つ
な
ぎ
え
な
か
っ
た
わ
け
で
す
︒
歴
代
天
皇
の
場
合
も
︑
約
半
数
が
庶
子
で
あ
ら
れ
ま
す
︒

し
か
し
︑
側
室
に
も
男
子
が
な
く
養
子
も
得
ら
れ
な
い
場
合
︑
皇
女
が
当
主
と
な
り
桂
宮
第
十
代
を
継
が
れ
ま
し
た
︒
こ
の
点
を
さ
ら

に
詳
し
く
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
も
う
一
括
り
の
年
譜
を
見
て
く
だ
さ
い
︒

こ
の
淑
子
内
親
王
と
い
う
の
は
︑
文
政
十
二
年
︵
一
八
二
九
︶
に
仁
孝
天
皇
の
第
三
皇
女
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
︒
生
母
は

側
室
の
藤
原
妍
子
︑
甘
露
寺
家
の
出
身
で
す
︒
皇
女
は
幼
名
を
敏
宮
と
称
さ
れ
ま
し
た
︒
途
中
を
省
き
ま
す
け
れ
ど
も
︑
や
が
て
天
保

十
三
年
︵
一
八
四
二
︶
内
親
王
宣
下
を
受
け
ら
れ
ま
す
︒
当
時
は
皇
女
に
生
ま
れ
て
も
直
ち
に
内
親
王
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
十
四
歳
の
時
︑

初
め
て
内
親
王
の
宣
下
を
受
け
ら
れ
︑
淑す
み

子こ

と
い
う
御
名
前
を
賜
わ
っ
た
の
で
す
︒
こ
の
方
は
︑
十
二
歳
の
時
に
︑
閑
院
宮
家
五
代
の
愛

仁
親
王
の
許
嫁
︑
婚
約
者
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
︑
そ
の
愛
仁
親
王
が
残
念
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
︑
こ
の
婚

約
は
解
消
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑
こ
の
淑
子
内
親
王
は
一
生
︑
独
身
を
通
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒

そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
中
で
︑
お
住
ま
い
も
転
々
と
さ
れ
ま
し
た
︒
と
く
に
安
政
の
内
裏
大
火
で
は
︑
一
時
的
に
閑
院
宮
邸

へ
仮
寓
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
こ
ろ
︑
将
軍
徳
川
家
茂
に
降
嫁
し
ま
し
た
皇
女
和
宮
は
︑
桂
宮
邸
に
避
難
し
て
お
ら
れ
た
︒

こ
の
和
宮
親
子
内
親
王
は
敏
宮
淑
子
内
親
王
の
妹
さ
ま
で
あ
ら
れ
ま
す
︒

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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や
が
て
桂
宮
邸
に
お
ら
れ
た
皇
女
和
宮
が
将
軍
の
許
へ
降
嫁
さ
れ
ま
し
た
の
で
︑
そ
の
空
い
た
桂
宮
邸
に
姉
の
淑
子
内
親
王
が
お
入
り

に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
文
久
元
年
︵
一
八
六
一
︶
十
二
月
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
そ
こ
で
︑
桂
宮
家
に
仕
え
る
人
々
は
︑
こ
の
淑
子
内
親
王

を
見
て
︑
何
と
か
桂
宮
家
を
継
い
で
い
た
だ
き
た
い
︑
と
い
う
こ
と
を
願
い
出
て
い
ま
す
︒

ど
う
し
て
か
と
言
い
ま
す
と
︑
桂
宮
家
は
な
か
な
か
実
子
が
得
ら
れ
な
い
の
で
︑
次
々
と
天
皇
の
お
子
さ
ま
＝
皇
子
を
養
子
に
迎
え
て

い
ま
す
︒
し
か
も
︑
第
九
代
の
盛
仁
親
王
は
︑
光
格
天
皇
の
皇
子
で
す
が
︑
わ
ず
か
二
歳
︵
実
は
満
十
一
ヶ
月
︶
で
亡
く
な
り
ま
す
︒
そ

れ
か
ら
二
十
二
年
に
わ
た
り
空
主
の
あ
と
︑
第
十
代
に
迎
え
ら
れ
た
節
仁
親
王
は
︑
仁
孝
天
皇
の
皇
子
で
す
が
︑
こ
の
方
も
四
歳
︵
実
は

満
二
歳
四
ヶ
月
︶
で
亡
く
な
り
︑
そ
れ
か
ら
再
び
二
十
六
年
間
も
空
主
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
ざ
っ
と
言
い
ま
す
と
︑
五
十
年

近
く
も
当
主
の
い
な
い
状
態
が
続
い
て
い
ま
し
た
︒

そ
こ
で
︑
桂
宮
家
の
家
臣
た
ち
は
︑
た
ま
た
ま
和
宮
さ
ま
の
後
に
入
っ
て
来
ら
れ
た
敏
宮
淑
子
内
親
王
に
是
非
と
も
当
家
を
継
い
で
い

た
だ
き
た
い
と
申
請
す
る
わ
け
で
す
︒
実
に
丁
寧
な
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
れ
が
時
の
孝
明
天
皇
に
認
め
ら
れ
︑
皇
女
と
し
て
初
め
て

世
襲
宮
家
を
継
が
れ
る
実
例
が
で
き
た
わ
け
で
す
︒

そ
の
後
︑
い
ろ
い
ろ
な
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
︒
詳
細
な
実
録
の
記
事
を
見
ま
す
と
︑
桂
宮
家
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
来
ら
れ
た
の
か
︑

と
り
わ
け
こ
の
淑
子
内
親
王
を
当
主
に
迎
え
て
ど
の
よ
う
に
し
て
来
ら
れ
た
か
︑
具
体
的
に
わ
か
り
ま
す
︒
一
々
説
明
し
ま
せ
ん
が
皇
室

で
は
︑
幕
末
か
ら
明
治
に
入
り
ま
す
と
︑
従
来
︑
ほ
と
ん
ど
先
祖
の
お
祭
り
な
ど
仏
式
で
や
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
︑
や
が
て
神
式

に
改
め
︑
こ
の
桂
宮
家
で
も
神
式
の
お
祭
り
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒
明
治
八
年
に
は
︑
先
代
の
神
式
四
十
年
祭
が
書
院
の
上
段
の
間
で
斎

行
さ
れ
て
い
ま
す
︒

ち
な
み
に
︑
こ
の
桂
宮
家
の
本
邸
は
︑
今
も
あ
る
桂
離
宮
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
あ
れ
は
離
宮
で
あ
り
ま
し
て
︑
桂
宮
邸
と
い
う
の
は
︑

京
都
御
所
の
北
側
︑
今
出
川
通
り
に
近
い
北
御
門
を
入
っ
た
辺
り
が
宮
邸
跡
で
あ
り
ま
す
︒
現
在
は
宮
内
庁
職
員
の
宿
舎
に
な
っ
て
お
り

―14―



ま
す
︒
そ
こ
に
長
ら
く
住
ま
っ
て
お
ら
れ
︑
そ
こ
で
神
式
の
お
祭
も
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒

た
だ
し
︑
ず
っ
と
結
婚
さ
れ
ず
︑
養
子
も
迎
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
︑
明
治
十
四
年
︵
一
八
八
一
︶
に
亡
く
な
ら
れ
ま
す
と
︑
こ

の
桂
宮
家
は
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
︒
こ
れ
を
み
ま
す
と
︑
目
下
検
討
さ
れ
て
い
る
女
性
宮
家
も
︑
皇
族
女
子
が
当
主
と
な
る
だ
け
で
な
く
︑

そ
の
方
が
結
婚
さ
れ
て
子
孫
も
皇
族
と
し
て
相
続
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
︒

三

近
現
代
の
伏
見
宮
系
宮
家

㈣

伏
見
宮
邦
家
親
王
の
王
子
多
数

つ
い
で
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅱ
﹁
近
現
代
の
伏
見
宮
系
宮
家
﹂
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
ま
た
︑
別
の
系
図
も
詳
し
く
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る

と
お
り
︑
近
代
の
宮
家
は
ほ
と
ん
ど
伏
見
宮
第
二
十
代
邦
家
親
王
の
お
子
さ
ま
が
宮
家
の
創
立
を
認
め
ら
れ
て
出
来
た
の
で
す
︒
皇
學
館

の
創
立
に
関
係
の
深
い
久
邇
宮
家
・
賀
陽
宮
家
も
︑
あ
る
い
は
山
階
宮
家
・
小
松
宮
家
・
華
頂
宮
家
・
北
白
川
宮
家
な
ど
も
︑
す
べ
て
伏

見
宮
邦
家
親
王
の
子
孫
で
あ
り
ま
す
︒

こ
う
い
う
宮
家
が
何
故
こ
ん
な
に
次
々
立
て
ら
れ
た
の
か
と
い
え
ば
︑
幕
末
か
ら
明
治
の
初
め
に
か
け
ま
し
て
︑
従
来
︑
幕
府
の
抑
圧

統
制
の
も
と
で
小
さ
く
弱
く
閉
じ
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
皇
室
を
︑
も
っ
と
大
き
く
強
く
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
天

皇
・
皇
太
子
の
支
え
に
な
る
宮
家
の
数
を
増
や
そ
う
と
し
た
の
で
す
︒
幕
末
に
ほ
と
ん
ど
出
家
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
方
々
を
︑
還
俗
と
申

し
ま
し
て
︑
も
う
い
っ
ぺ
ん
皇
族
に
戻
し
︑
そ
の
方
を
当
主
と
す
る
宮
家
を
立
て
た
わ
け
で
す
︒

た
だ
︑
当
初
は
一
代
限
り
︑
せ
い
ぜ
い
二
代
ま
で
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
︑
や
が
て
永
世
宮
家
と
さ
れ
ま
し
た
︒
何
故
か
と
い
え
ば
︑

江
戸
時
代
の
後
半
か
ら
順
調
に
皇
位
が
継
承
さ
れ
て
来
た
よ
う
に
み
え
ま
す
け
れ
ど
も
︑
な
か
な
か
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
︒
仁
孝
天
皇
の

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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皇
子
は
︑
孝
明
天
皇
お
一
方
︑
つ
い
で
孝
明
天
皇
の
皇
子
も
︑
明
治
天
皇
お
一
方
な
ん
で
す
︒
他
に
も
男
子
が
生
ま
れ
な
が
ら
︑
次
々
と

亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
明
治
天
皇
に
は
十
五
名
の
お
子
さ
ま
が
生
ま
れ
な
が
ら
︑
そ
の
う
ち
十
名
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
す
︒

男
子
は
後
の
大
正
天
皇
お
一
方
の
み
︑
し
か
も
幼
少
期
か
ら
ご
病
気
が
ち
で
し
た
︒
そ
う
な
り
ま
す
と
︑
こ
れ
は
心
配
だ
と
い
う
こ
と
で
︑

一
代
限
り
か
二
代
限
り
と
し
た
宮
家
を
ず
っ
と
残
す
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
れ
が
明
治
二
十
二
年
の
﹁
皇
室
典
範
﹂
に
よ
り
︑
い

わ
ゆ
る
永
世
皇
族
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
わ
け
で
す
︒

当
時
も
た
く
さ
ん
の
伏
見
宮
系
の
宮
家
が
あ
り
︑
男
子
も
二
十
名
以
上
お
ら
れ
ま
し
た
か
ら
︑
も
う
十
分
だ
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し

た
︒
し
か
し
︑
将
来
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
心
配
か
ら
︑
永
世
宮
家
に
し
た
わ
け
で
す
︒
た
だ
︑
宮
内
省
編

の
﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
な
ど
を
見
ま
す
と
︑
こ
れ
に
は
相
当
な
反
対
が
あ
っ
た
︒
と
り
わ
け
三
条
実
美
や
土
方
久
元
︑
当
時
の
太
政
大
臣
や

宮
内
大
臣
が
反
対
を
し
て
お
り
ま
す
︒
な
ぜ
か
と
言
え
ば
︑
永
世
皇
族
を
認
め
れ
ば
︑
次
第
に
皇
族
が
増
え
る
︑
宮
家
も
増
え
れ
ば
国
家

の
財
政
負
担
も
過
重
に
な
り
ま
す
︒
も
う
一
つ
は
︑
皇
族
の
方
と
い
え
ど
も
︑
品
位
を
保
持
し
て
皇
族
ら
し
い
御
活
動
を
な
さ
れ
る
こ
と

が
段
々
と
難
し
く
な
り
︑
下
手
を
す
れ
ば
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
起
き
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
︒
従
っ
て
︑
何
代

か
後
か
ら
臣
籍
に
降
下
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︑
と
主
張
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
総
理
大
臣
伊

藤
博
文
の
も
と
で
法
制
局
長
官
を
務
め
て
い
た
井
上
毅
が
﹁
や
は
り
心
配
だ
か
ら
︑
永
世
皇
族
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
か
ん
﹂
と
強
く

主
張
し
て
押
し
切
っ
た
わ
け
で
す
︒

明
治
天
皇
は
そ
の
当
時
︑
そ
う
い
う
や
り
と
り
を
じ
っ
と
聞
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
︒
明
治
天
皇
は
枢
密
院
の
会
議
に
い
つ
も
出
て
お
ら

れ
た
の
で
す
︒
た
だ
︑
そ
の
場
で
は
審
議
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
一
切
ご
発
言
を
さ
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
そ
の
直
後
︑
土
方
が
御
前

に
出
ま
す
と
︑﹁
今
回
︑
永
世
皇
族
に
決
め
た
の
は
や
む
を
え
な
い
け
れ
ど
も
︑
や
は
り
三
条
や
土
方
の
言
う
こ
と
が
正
し
い
と
思
う
﹂

と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
や
は
り
将
来
を
心
配
し
て
お
ら
れ
た
︒
皇
族
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
こ
と
は
︑
一
見
い
い
こ
と
な
の
だ
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け
れ
ど
も
︑
増
え
過
ぎ
れ
ば
︑
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
起
き
る
︑
こ
れ
を
何
と
か
調
整
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︑
と
い
う
お
考
え
も
当
初
か

ら
も
っ
て
お
ら
れ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
や
が
て
典
範
を
増
補
す
る
と
い
う
形
で
改
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
︒

㈤

内
親
王
の
降
嫁
︑
王
・
女
王
の
降
下

こ
の
明
治
天
皇
は
︑
伏
見
宮
系
の
宮
家
が
男
系
だ
け
で
辿
れ
ば
数
百
年
も
離
れ
す
ぎ
て
い
る
た
め
︑
そ
こ
に
ご
自
分
の
皇
女
︑
四
名
お

ら
れ
た
内
親
王
を
降
嫁
せ
し
め
て
お
ら
れ
ま
す
︒
し
か
も
︑
そ
の
う
ち
北
白
川
宮
家
以
外
の
竹
田
宮
・
朝
香
宮
・
東
久
邇
宮
の
三
家
は
︑

こ
の
機
会
に
新
し
く
立
て
ら
れ
た
の
で
す
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
男
系
の
流
れ
で
は
遠
く
て
も
︑
明
治
天
皇
の
皇
女
＝
内
親
王
を
通
じ
て
現

皇
室
に
近
い
方
が
皇
族
と
し
て
お
ら
れ
る
︑
そ
う
い
う
二
重
構
造
に
な
っ
た
わ
け
で
す
︒

こ
の
辺
り
は
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
︑
お
そ
ら
く
明
治
天
皇
と
し
て
は
︑
皇
室
と
い
う
大
き
な
名
家
を
永
続
し
て
い

く
た
め
︑
本
家
だ
け
で
な
く
分
家
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
あ
ま
り
に
も
離
れ
た
伏
見
宮
系
の
皇
族
に
は
懸
念
を
持
っ
て
お
ら

れ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
自
ら
の
皇
女
を
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
母
方
を
通
じ
て
現
皇
室
に
近
い
宮
家
を
し
っ
か
り
と
立
て
よ
う
と
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
︒

つ
い
で
近
代
に
入
っ
て
増
え
始
め
た
皇
族
の
降
下
問
題
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
︒﹁
皇
室
典
範
﹂
の
制
定
か
ら
十
数
年
た
っ
た
明
治

四
十
年
︵
一
九
〇
七
︶︑﹁
皇
室
典
範
増
補
﹂
と
い
う
規
定
が
作
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
を
説
明
す
る
前
に
︑
少
し
補
足
し
て
お
き
ま
す
と
︑

明
治
の
﹁
皇
室
典
範
﹂
で
は
︑
親
王
の
幅
を
律
令
制
よ
り
非
常
に
広
げ
ま
し
て
︑
天
皇
の
お
子
さ
ま
か
ら
四
世
︵
玄
孫
︶
ま
で
を
親
王
・

内
親
王
と
し
ま
し
た
︒
律
令
制
下
の
﹁
皇
親
﹂
を
す
べ
て
親
王
・
内
親
王
の
ラ
ン
ク
に
入
れ
た
の
で
す
︒
し
か
も
︑
そ
れ
に
つ
ぐ
五
世
か

ら
の
子
孫
を
︑
永
世
す
べ
て
王
・
女
王
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
宮
家
皇
族
が
増
え
す
ぎ
な
い
よ
う
︑
徐
々
に
減
ら
す
方
策
が
検
討
さ
れ
ま
す
︒
そ
の
結
果
︑
四
世
ま
で
の
親
王
・
内
親

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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王
は
必
ず
残
す
と
し
た
上
で
︑
五
世
以
下
の
王
・
女
王
を
順
次
臣
籍
に
降
下
せ
し
め
る
一
策
と
し
て
︑﹁
王
は
勅
旨
又
は
請
願
に
よ
り
家

名
を
賜
ひ
華
族
に
列
せ
し
む
﹂
と
か
︑﹁
王
は
勅
許
に
よ
り
華
族
の
家
督
相
続
人
と
な
り
︑
又
は
⁝
華
族
の
養
子
と
な
る
こ
と
を
得
﹂
と

い
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
︒
順
次
︑
華
族
に
降
下
し
て
よ
ろ
し
い
と
か
︑
養
子
に
入
っ
て
よ
ろ
し
い
︑
と
い
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
た

の
で
す
︒

そ
の
際
に
大
事
な
こ
と
は
︑
増
補
の
第
六
条
で
﹁
皇
族
の
臣
籍
に
入
り
た
る
者
は
︑
皇
族
に
復
す
る
こ
と
を
得
ず
﹂
と
厳
し
く
定
め
ら

れ
ま
し
た
︒
皇
室
を
出
た
者
は
︑
再
び
皇
室
に
戻
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
の
で
す
︒
こ
れ
は
﹁
君
臣
の
分
義
﹂

と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑﹁
皇
族
﹂
と
い
う
特
別
の
身
分
と
︑﹁
臣
民
﹂
と
い
う
一
般
の
身
分
は
全
く
違
う
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
お

か
な
い
と
︑
国
家
の
秩
序
が
混
乱
す
る
か
ら
で
す
︒
そ
こ
が
曖
昧
に
な
っ
て
き
ま
す
と
︑
も
と
皇
族
だ
と
か
そ
の
子
孫
だ
と
い
う
こ
と
で
︑

自
分
も
皇
族
に
な
る
資
格
が
あ
る
と
か
︑
皇
位
継
承
の
資
格
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
者
が
出
て
こ
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
か

ら
︑
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
︒

若
い
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
︑
昭
和
二
十
年
︵
一
九
四
五
︶
の
敗
戦
直
後
に
﹁
自
分
は
南
朝
の
流
れ
を
汲
む
も
の

だ
か
ら
天
皇
に
し
て
く
れ
﹂
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
訴
え
た
〝
熊
沢
天
皇
〟
と
称
す
る
人
も
い
た
の
で
す
︒
血
統
だ
け
な
ら
皇
胤
を
受
け
継
い
で
い

る
と
い
う
日
本
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
よ
︒
今
年
ド
ラ
マ
で
や
っ
て
い
る
平
清
盛
で
も
︑
本
当
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
︑
白
河
天
皇
の
御

落
胤
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
あ
く
ま
で
数
代
前
に
臣
籍
降
下
し
た
平
家
の
当
主
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
そ
の
た
め
︑
太
政
大
臣
に

ま
で
昇
り
ま
す
が
︑
皇
胤
だ
か
ら
皇
族
に
戻
れ
る
と
か
︑
皇
位
を
継
げ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
︒
そ
ん
な
こ
と
言
い
出
し
た
ら
︑
国
家
の

秩
序
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
︒
一
旦
︑
皇
族
か
ら
離
れ
た
も
の
は
決
し
て
復
帰
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
﹁
皇
室
典
範
﹂
の
増
補

に
定
め
ら
れ
た
の
で
す
︒

し
か
し
︑
こ
の
典
範
増
補
が
で
き
て
も
︑
華
族
に
降
下
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
人
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
こ
で
︑
大
正
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に
入
り
ま
す
と
︑
二
つ
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
︒
一
つ
は
大
正
七
年
︵
一
九
一
八
︶
に
﹁
皇
族
女
子
は
︑
王
族
又
は
公
族
に
嫁
す
る
こ
と

を
得
﹂
と
い
う
典
範
増
補
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
す
︒
こ
れ
は
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
︑
日
本
が
明
治
の
終
わ
り
に
朝
鮮
を
併
合
し
ま
し
て
︑

朝
鮮
王
公
族
も
日
本
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
す
︒
そ
の
朝
鮮
王
公
族
に
日
本
の
皇
族
女
性
を
嫁
が
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
︒
具
体
的
に
は
︑
梨
本
宮
の
方ま
さ

子こ

女
王
さ
ま
が
︑
朝
鮮
王
の
皇
太
子
李
垠ぎ
ん

︵
英
親
王
︶
殿
下
に
嫁
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
際
︑
そ
の

結
婚
相
手
が
皇
族
な
の
か
華
族
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
︒

明
治
天
皇
の
思
召
し
は
︑
ほ
と
ん
ど
皇
族
と
同
様
に
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
に
異
論
も
あ
り
ま
し
た
の
で
︑

あ
え
て
典
範
増
補
が
作
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
皇
族
女
子
は
︑
皇
族
・
華
族
だ
け
で
な
く
﹁
王
族
又
は
公
族
﹂
に
も
嫁
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
明
文
化
し
た
わ
け
で
す
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
朝
鮮
王
公
族
は
皇
族
に
等
し
い
︑
皇
族
に
準
ず
る
と
い
う
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
︒

そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
梨
本
宮
家
と
し
て
も
婚
嫁
を
承
服
し
か
ね
る
︑
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒

な
お
︑
明
治
の
﹁
皇
室
典
範
﹂
四
十
四
条
に
は
︑
皇
族
女
子
が
臣
籍
の
華
族
と
結
婚
し
て
︑
皇
族
の
身
分
を
離
れ
ら
れ
て
も
︑
天
皇
の

﹁
特
旨
﹂
に
よ
り
な
お
内
親
王
と
か
女
王
と
い
う
敬
称
を
尊
称
と
し
て
認
め
ら
れ
る
︑
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に

よ
っ
て
特
旨
を
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
梨
本
宮
家
で
は
︑
方
子
女
王
を
華
族
よ
り
上
の
朝
鮮
王
公
族
に
嫁
が
せ
る

の
だ
か
ら
︑
ぜ
ひ
と
も
引
き
続
き
女
王
の
号
を
使
わ
せ
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
出
を
さ
れ
た
ら
し
く
て
︑
大
正
九
年
に
結
婚
さ
れ
る
直
前
︑

方
子
女
王
に
は
︑
朝
鮮
王
の
世
子
李
垠
殿
下
と
結
婚
さ
れ
る
後
も
﹁
女
王
ノ
称
ヲ
有
セ
シ
メ
ラ
ル
ヽ
旨
︑
御
沙
汰
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
﹂
と

い
う
こ
と
が
官
報
で
知
ら
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒
こ
れ
は
戦
前
に
お
け
る
特
旨
を
以
て
女
王
号
を
認
め
ら
れ
た
唯
一
の
例
で
す
︒
こ
れ
を

み
て
も
︑
皇
族
と
華
族
以
下
の
国
民
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
︑
た
だ
朝
鮮
王
公
族
に
つ
い
て
は
︑
華
族
よ
り
も
皇
族
に
近
い
こ
と
を
明

示
し
た
上
で
︑
結
婚
後
も
女
王
号
を
尊
称
と
し
て
引
き
続
き
用
い
る
こ
と
が
特
旨
を
以
て
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
︒

も
う
一
つ
大
事
な
改
正
は
︑
大
正
九
年
︵
一
九
二
〇
︶
の
﹁
皇
族
の
降
下
に
関
す
る
施
行
準
則
﹂
と
い
う
も
の
で
す
︒
こ
れ
は
枢
密
院

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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の
議
事
録
に
詳
細
な
記
録
が
あ
り
ま
す
︒
ま
た
当
時
の
枢
密
院
顧
問
官
で
あ
っ
た
倉
富
勇
三
郎
の
克
明
な
日
記
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
審
議

過
程
に
関
す
る
詳
細
な
記
事
が
︑
宮
内
庁
書
陵
部
に
お
ら
れ
る
梶
田
明
宏
・
内
藤
一
成
両
氏
に
よ
り
﹁
資
料
紹
介
﹃
倉
富
勇
三
郎
日
記
﹄

︱
﹁
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則
﹂
関
係
抄
録
︵
大
正
八
年
︶﹂
と
し
て
︑﹃
書
陵
部
紀
要
﹄
五
二
号
︵
平
成
十
二
年
︶
に
翻
刻
さ
れ
︑

そ
れ
で
私
も
初
め
て
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︵
最
近
こ
の
﹁
倉
富
日
記
﹂
が
国
書
刊
行
会
か
ら
出
版
さ
れ
始
め
ま
し
た
︶︒

そ
の
結
論
は
︑﹁
皇
玄
孫
︵
四
世
親
王
︶
の
子
孫
た
る
王
⁝
長
子
孫
の
系
統
四
世
以
内
︵
五
～
八
世
︶
を
除
く
の
外
︵
九
世
以
下
︶︑
勅
書

に
よ
り
家
名
を
賜
ひ
華
族
に
列
す
﹂
と
い
う
も
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
ま
で
の
永
世
皇
族
制
を
改
め
︑
九
世
以
降
は
長
系
の
当
主
で
も

す
べ
て
皇
族
を
降
り
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
わ
け
で
す
︒
従
来
︑
当
人
の
願
い
出
に
よ
っ
て
皇
族
を
降
り
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
っ
て

い
た
の
を
︑
こ
れ
か
ら
は
九
世
以
下
す
べ
て
降
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
伏
見
宮
系
の
方
々
は
︑
邦
家
親
王
が
第
二
十
代
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
全
部
ア
ウ
ト
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
そ
こ
で
︑

例
外
的
に
︑
こ
の
伏
見
宮
邦
家
親
王
を
最
後
の
親
王
と
し
た
上
で
︑
そ
の
子
を
一
世
王
と
し
て
四
世
ま
で
は
皇
族
に
留
ま
り
得
る
と
認
め
︑

五
世
王
以
下
は
全
部
降
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
ま
し
た
︒

こ
う
し
て
︑
明
治
四
十
年
の
典
範
増
補
と
大
正
九
年
の
﹁
皇
族
の
降
下
に
関
す
る
施
行
準
則
﹂
に
よ
り
ま
し
て
︑
明
治
二
十
二
年
に
定

め
ら
れ
た
〝
永
世
皇
族
制
〟
か
ら
〝
限
定
皇
族
制
〟
へ
と
改
め
ら
れ
た
︒
宮
家
の
皇
族
は
一
定
の
世
代
が
過
ぎ
れ
ば
︑
す
べ
て
臣
籍
降
下

を
し
て
も
ら
う
︑
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
皇
室
の
権
威
・
皇
族
の
品
位
を
保
持
し
よ
う
と
さ
れ
︑
ま
た
国
庫
の
負
担
も
減
ら
そ
う
と
さ

れ
た
の
で
す
︒
こ
れ
が
戦
前
の
大
き
な
流
れ
で
あ
り
ま
す
︒

と
こ
ろ
が
︑
敗
戦
後
に
難
し
い
問
題
が
起
き
ま
し
た
︒
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
に
つ
ぐ
被
占
領
下
で
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
皇
室
財
産
凍
結
令
と

皇
族
の
特
権
廃
止
命
令
が
出
さ
れ
ま
す
︒
そ
の
た
め
︑
従
来
た
く
さ
ん
の
費
用
が
充
て
ら
れ
活
動
も
し
て
来
ら
れ
た
十
一
宮
家
の
方
々
全

員
︵
男
性
二
十
六
名
︑
女
性
二
十
五
名
︶
に
同
二
十
二
年
十
月
︑
臣
籍
降
下
し
て
い
た
だ
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
す
︑
こ
れ
は
真
に
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気
の
毒
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
︑
被
占
領
下
に
お
い
て
は
や
む
を
え
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

そ
れ
か
ら
五
年
後
の
同
二
十
七
年
四
月
︑
日
本
は
講
和
独
立
を
遂
げ
ま
し
た
︒
そ
れ
な
ら
直
ち
に
旧
十
一
宮
家
の
方
々
を
皇
族
に
戻
っ

て
い
た
だ
く
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
︒
け
れ
ど
も
︑
旧
宮
家
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
声
は
上
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

何
故
な
の
か
と
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
昭
和
二
十
九
年
に
葦
津
珍
彦
と
い
う
神
社
新
報
の
主
筆
に
よ
り
書
か
れ
た
論
文

が
﹃
天
皇
・
神
道
・
憲
法
﹄︵
神
社
新
報
社
編
刊
︶
に
入
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
を
み
ま
す
と
︑﹁
事
情
の
如
何
に
拘
ら
ず
⁝
⁝
君
臣
の
分
義

を
厳
か
に
守
る
た
め
に
⁝
⁝
元
皇
族
の
復
籍
と
言
ふ
こ
と
は
決
し
て
望
む
べ
き
で
は
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
﹂
と
明
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒

こ
の
葦
津
先
生
は
︑
私
も
何
度
か
お
目
に
か
か
り
︑
お
教
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
︑
ま
こ
と
に
立
派
な
論
客
で
あ
ら
れ
ま
し
た
︒
特

に
戦
後
の
神
社
界
ど
こ
ろ
か
︑
広
く
保
守
系
の
論
壇
に
お
い
て
︑
最
も
重
き
を
な
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
︒
と
り
わ
け
︑
や
が
て
迎
え
る

即
位
礼
や
大
嘗
祭
な
ど
が
順
調
に
行
わ
れ
る
よ
う
︑
そ
の
論
拠
を
長
ら
く
共
同
研
究
さ
れ
提
言
も
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
先
生
が
︑

一
方
で
﹁
男
系
男
子
で
皇
位
を
継
い
で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
︑
そ
の
た
め
に
は
側
室
を
否
定
せ
ず
︑
庶
子
の
継
承
も
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
︒
し
か
し
︑
同
時
に
他
方
で
︑
被
占
領
下
と
い
う
特
殊
事
情
の
も
と
に
行

わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
︑
一
旦
皇
室
を
離
れ
た
旧
皇
族
の
復
籍
は
望
む
べ
き
で
な
い
︑
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
先
ほ
ど
申

し
ま
し
た
よ
う
に
︑
明
治
四
十
年
の
典
範
増
補
を
ふ
ま
え
て
︑﹁
君
臣
の
分
義
を
守
る
﹂
こ
と
こ
そ
重
要
だ
︑
と
考
え
て
お
ら
れ
た
か
ら

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
の
後
︑
段
々
に
事
情
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
︒
と
く
に
男
性
皇
族
が
減
っ
て
︑
若
い
皇
族
は
ほ
と
ん
ど
女
性
ば
か
り
︑

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
こ
で
︑
そ
の
対
策
と
し
て
︑
旧
皇
族
・
旧
宮
家
の
方
々
に
再
び
皇
族
の
身
分
に
戻
っ
て
い
た
だ
く
か
︑

そ
の
子
孫
に
皇
籍
を
取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
︑
平
成
十
年
代
か
ら
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

け
れ
ど
も
︑
残
念
な
が
ら
戦
後
す
で
に
六
十
数
年
経
ち
ま
し
て
︑
昭
和
二
十
二
年
当
時
︑
皇
族
で
あ
っ
た
方
は
既
に
六
十
歳
代
半
ば
を

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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越
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒
ま
し
て
︑
そ
の
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
世
代
の
方
々
は
︑
一
般
国
民
と
し
て
生
ま
れ
育
ち
︑
普
通
の
学
校
教
育
を

受
け
利
害
関
係
の
あ
る
会
社
な
ど
に
就
職
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
︒
従
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
方
々
を
皇
族
と
す
る
こ
と
は
︑
法
的
に
も
実

際
的
に
も
な
か
な
か
難
し
い
︒
ま
た
﹁
君
臣
の
分
義
﹂
か
ら
い
え
ば
︑
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
は
い
え
︑
現
に
皇
族
の
数
が
少
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
今
後
の
状
況
を
考
え
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
方
策
も
早
晩
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
︒

四

現
存
宮
家
の
相
続
と
新
宮
家
の
創
設

㈥

現
行
典
範
に
よ
る
法
的
制
約

最
後
に
Ⅲ
﹁
現
存
宮
家
の
相
続
と
新
宮
家
の
創
設
﹂
に
関
し
て
申
し
上
げ
ま
す
︒
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
五
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た

﹁
皇
室
典
範
﹂
は
︑
旧
典
範
を
大
筋
で
引
き
継
ぎ
︑
い
ろ
い
ろ
な
制
約
を
設
け
て
い
ま
す
︒
そ
の
一
つ
が
︑
皇
位
の
継
承
は
︵
宮
家
の
相
続

も
︶﹁
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
﹂
に
限
り
︑
し
か
も
嫡
子
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︑
と
い
う
制
約
で
す
︒
も
う
一
つ
は
︑
内
廷
も
宮

家
も
︑
皇
族
間
で
す
ら
養
子
を
取
る
こ
と
も
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
禁
止
し
て
お
り
ま
す
︒
い
ま
一
つ
は
︑
皇
族
女
子
が
一
般
男
子
と

結
婚
す
れ
ば
﹁
皇
族
の
身
分
を
離
れ
﹂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
お
り
ま
す
︒

こ
れ
は
ま
さ
に
三
重
の
厳
し
す
ぎ
る
制
約
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
︒
こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
︑
お
子
さ
ん
の
な
か
っ
た
秩
父
宮
家
・
高

松
宮
家
が
既
に
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
ま
た
︑
常
陸
宮
家
と
桂
宮
様
に
お
子
さ
ん
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
や
が
て
存
続
が
難
し
く
な
り

ま
す
︒
さ
ら
に
三
笠
宮
家
も
︑
今
朝
の
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
れ
ば
︑
当
主
の
大
殿
下
︵
崇
仁
親
王
︶
は
九
十
六
歳
で
体
調
が
よ
ろ
し
く
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
し
︑
御
長
男
の
寛
仁
親
王
は
最
近
六
月
に
亡
く
な
ら
れ
︑
そ
の
お
子
さ
ま
は
二
人
と
も
女
性
で
す
︒
御
三
男
の
高
円
宮
憲

仁
親
王
は
十
年
前
に
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
︑
そ
の
お
子
さ
ま
も
三
人
女
性
で
す
︒
そ
の
た
め
︑
現
行
典
範
の
ま
ま
な
ら
︑
こ
の
両
宮
家
も
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絶
え
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
︒

そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
今
上
陛
下
の
直
宮
で
あ
る
秋
篠
宮
家
の
場
合
︑
幸
い
平
成
十
八
年
︵
二
〇
〇
六
︶
悠
仁
親
王
が
お
生
ま
れ
に
な
り
健

や
か
に
育
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
︑
現
行
典
範
に
よ
っ
て
次
の
次
の
次
に
皇
太
子
と
な
り
天
皇
に
な
ら
れ
ま
す
と
︑
秋
篠
宮
家
を
継
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
︒
お
姉
さ
ま
の
眞
子
内
親
王
と
佳
子
内
親
王
も
女
性
だ
か
ら
宮
家
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
︒
さ
ら
に
皇
太
子
家
も
愛
子

内
親
王
だ
け
で
す
か
ら
跡
を
継
げ
な
い
︒
と
い
う
こ
と
で
︑
全
部
い
ず
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
恐
ろ
し
い
事
態
を
避
け
ら
れ
な
い

不
当
な
制
約
が
︑
今
の
典
範
に
は
あ
る
の
で
す
︒

㈦

典
範
改
正
に
よ
る
宮
家
新
設

そ
こ
で
︑
今
度
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
︑
先
般
か
ら
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
一
つ

が
現
行
典
範
を
改
正
し
て
︑
新
し
く
女
性
宮
家
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
案
で
あ
り
ま
す
︒

も
う
一
つ
は
︑
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
旧
皇
族
の
方
々
が
皇
族
の
身
分
に
復
帰
で
き
る
よ
う
に
す
る
か
︑
そ
の
男
系
の
男
子
孫
が
皇
籍

を
取
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
再
生
さ
れ
た
皇
族
に
よ
り
︑
お
子
さ
ま
の
な
い
宮
家
を
養
子
で
相
続
し
て
も
ら
う
か
︑
新
し

く
男
性
宮
家
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
く
︑
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
既
に
﹁
皇
室
典
範
問
題
研
究
会
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
ま
と

め
ら
れ
ま
し
た
﹁
皇
位
の
安
定
的
継
承
を
は
か
る
た
め
の
立
法
案
﹂
と
い
う
も
の
ま
で
作
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
類
す
る
意
見
は
多
く
の

方
が
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ
も
一
つ
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
︒

そ
の
案
を
検
討
す
る
場
合
︑
ぜ
ひ
考
え
て
み
ら
れ
た
ら
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
旧
宮
家
一
般
で
は
な
く
て
︑
そ
の
う
ち
明
治
天
皇
の

四
内
親
王
が
降
嫁
さ
れ
ま
し
た
四
宮
家
で
す
︒
そ
の
ご
子
孫
は
母
方
を
通
じ
て
明
治
天
皇
に
つ
な
が
り
ま
す
か
ら
︑
女
系
も
し
く
は
母
系

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
︑
こ
う
い
う
方
々
は
明
治
天
皇
の
内
親
王
を
一
世
と
数
え
れ
ば
︑
そ
の
玄
孫
に
あ
た
る
四
世
の
方
々
が
現
在

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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三
十
歳
代
前
後
で
す
か
ら
︑
そ
う
い
う
方
々
が
優
先
的
に
皇
籍
を
取
得
さ
れ
︑
そ
の
お
子
さ
ん
が
皇
族
と
し
て
生
ま
れ
育
ち
宮
家
を
相
続

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
以
外
の
遥
か
に
数
百
年
も
離
れ
た
現
皇
室
と
四
十
親
等
も
遠
い
方
々
よ
り
は
︑
現
皇
室
と
の
つ
な
が
り
が
深

い
と
い
う
意
味
で
︑
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
も
法
的
お
よ
び
現
実
的
に
極
め
て
難
し
い
問
題

が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
︒

そ
こ
で
︑
も
う
一
つ
の
現
在
皇
室
に
お
ら
れ
る
未
婚
の
皇
族
女
子
を
当
主
と
す
る
女
性
の
宮
家
を
新
た
に
つ
く
る
︑
と
い
う
案
で
あ
り

ま
す
︒
そ
の
場
合
︑
一
代
限
り
の
宮
家
と
す
る
か
︑
そ
の
子
孫
︵
一
定
の
世
代
︶
ま
で
相
続
で
き
る
宮
家
と
す
る
か
︑
両
案
が
考
え
ら
れ

ま
す
︒
し
か
も
︑
前
者
の
一
代
宮
家
案
に
も
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
︒

そ
の
一
つ
は
︑
現
行
法
で
も
可
能
で
あ
り
ま
す
︒
現
行
の
﹁
皇
室
経
済
法
﹂
に
よ
り
ま
す
と
︑
皇
族
費
の
配
分
に
関
し
て
︑﹁
独
立
の

生
計
を
営
む
内
親
王
に
対
し
て
は
︑
定
額
︵
親
王
︶
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
金
額
と
す
る
﹂
と
か
︑
女
王
に
対
し
て
も
︑
内
親
王

に
準
じ
て
十
分
の
七
の
額
を
出
す
と
定
め
て
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
皇
族
女
子
が
結
婚
し
な
い
で
独
立
の
生
計
を
営
も
う
と
す
れ
ば
︑
あ

る
意
味
で
宮
家
的
な
も
の
が
で
き
︑
そ
こ
に
宮
号
を
賜
わ
れ
ば
女
性
宮
家
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
た
だ
︑
そ
の
方
は
結
婚
せ
ず
に

独
立
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
︑
一
代
限
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

も
う
一
つ
の
考
え
方
は
︑
皇
族
女
子
が
結
婚
さ
れ
る
時
︑
一
般
か
ら
入
る
夫
も
︑
そ
の
間
に
生
ま
れ
る
子
ど
も
も
皇
族
と
認
め
な
い
と

か
︑
そ
の
間
の
子
を
皇
族
と
し
て
も
相
続
を
認
め
な
い
︵
そ
の
子
が
結
婚
す
る
際
に
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
︶
と
い
う
案
で
す
︒
こ
れ
は
早
い

段
階
か
ら
︑
一
部
の
政
治
家
や
評
論
家
の
出
し
て
い
る
案
で
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
前
者
で
は
︑
皇
族
女
子
が
結
婚
し
て
も
︑
入
っ
た
夫

も
そ
の
子
供
も
皇
族
と
認
め
な
け
れ
ば
︑
妻
た
る
皇
族
と
夫
た
る
一
般
人
︑
母
た
る
皇
族
と
子
供
た
る
一
般
人
が
別
籍
に
な
っ
て
し
ま
い
︑

一
つ
の
家
に
身
分
の
違
う
母
と
父
子
が
同
居
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
︑
こ
れ
は
不
適
切
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま

た
︑
後
者
に
し
て
も
︑
一
代
限
り
で
終
わ
り
ま
す
か
ら
︑
皇
室
の
永
続
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
︒
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そ
う
な
り
ま
す
と
︑
や
は
り
皇
族
女
子
を
当
主
と
し
︑
そ
の
夫
も
子
供
も
皇
族
と
す
る
︑
そ
う
い
う
女
性
宮
家
を
新
た
に
つ
く
り
︑
そ

の
子
ど
も
に
相
続
を
認
め
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
皇
族
男
子
の
も
と
に
一
般
女
子
が
結
婚
し
て
入
ら
れ
た
ら
︑

一
般
女
子
も
皇
族
と
な
ら
れ
︑
そ
の
間
の
お
子
さ
ん
も
皇
族
に
な
ら
れ
る
︑
男
性
宮
家
と
同
様
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

そ
の
場
合
︑
ひ
と
つ
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
︑
現
在
皇
族
と
し
て
お
ら
れ
る
未
婚
女
子
は
︑
内
親
王
が
お
三
方
︑
そ
れ
か
ら
女
王
が
五

方
で
す
が
︑
こ
の
す
べ
て
に
宮
家
を
た
て
る
こ
と
を
認
め
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
内
親
王
だ
け
に
限
る
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
女
王
の
内
で
も

ご
長
女
だ
け
に
限
る
の
か
︑
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

こ
の
点
に
つ
い
て
私
は
︑
現
在
︑
皇
族
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
る
状
況
で
す
か
ら
︑
す
べ
て
の
皇
族
女
子
に
宮
家
を
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
て
お
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
︒
原
則
︑
結
婚
す
れ
ば
全
員
宮
家
を
創
設
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て
お
く
︒
そ
の
上

で
︑
ご
本
人
の
ご
意
向
や
そ
の
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
︑
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
ま
た
は
辞
退
し
て
い
た
だ
く
︑
と
い
う
運
用
の
工

夫
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
︒

率
直
に
申
し
ま
す
と
︑
こ
れ
か
ら
制
度
変
更
し
ま
し
て
も
︑
実
際
の
運
用
は
簡
単
に
い
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
た
と
え
ば
︑
三
笠

宮
系
に
五
名
お
ら
れ
ま
す
が
︑
ご
長
女
の
彬
子
女
王
︑
先
般
こ
の
大
学
の
百
三
十
周
年
・
再
興
五
十
周
年
に
お
出
ま
し
い
た
だ
い
た
彬
子

女
王
は
満
三
十
歳
で
あ
ら
れ
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
他
の
方
々
も
︑
二
十
歳
代
で
あ
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
方
々
は
︑
今
の
制
度
の
も
と
で
民

間
に
出
る
こ
と
を
前
提
に
お
育
ち
で
あ
り
︑
大
学
も
卒
業
さ
れ
就
職
ま
で
し
て
お
ら
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
か
ら
︑
こ
う
い
う
方
々
が
本
当

に
宮
家
を
立
て
皇
室
に
留
ま
る
こ
と
を
諒
解
さ
れ
る
か
ど
う
か
︑
な
か
な
か
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

で
も
︑
私
は
せ
め
て
三
笠
宮
家
を
継
ぐ
た
め
に
彬
子
女
王
︑
ま
た
高
円
宮
家
を
継
ぐ
た
め
に
承
子
女
王
が
宮
家
を
継
が
れ
ま
す
よ
う
に
︑

早
く
か
ら
お
願
い
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒
ま
し
て
内
親
王
の
お
三
方
に
関
し
ま
し
て

は
︑
や
が
て
悠
仁
親
王
が
皇
太
子
と
な
り
即
位
な
さ
れ
ば
︑
そ
の
お
身
内
と
し
て
︑
お
姉
さ
ま
の
眞
子
内
親
王
も
佳
子
内
親
王
も
従
姉
の

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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愛
子
内
親
王
も
︑
皇
族
と
し
て
皇
室
に
留
ま
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
望
ま
し
い
︒
そ
う
考
え
ま
す
と
︑
眞
子
内
親
王
は
秋
篠
宮
家

を
継
が
れ
︑
佳
子
内
親
王
は
独
立
の
宮
家
を
た
て
ら
れ
る
か
︑
お
子
さ
ま
の
な
い
常
陸
宮
家
あ
た
り
を
継
が
れ
る
︒
ま
た
皇
太
子
家
の
愛

子
内
親
王
も
新
た
に
女
性
宮
家
を
お
立
て
に
な
る
︑
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
お
子
さ
ま
た

ち
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た
場
合
ど
う
す
る
の
か
︒
宮
家
を
継
が
れ
る
方
以
外
は
︑
順
次
皇
室
を
離
れ
て
い
た
だ
く
︑
と
い
っ
た
調
整

も
必
要
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

こ
の
辺
り
は
︑
我
々
が
外
か
ら
か
れ
こ
れ
言
う
こ
と
で
は
な
く
︑
皇
室
御
自
身
で
相
談
さ
れ
天
皇
が
お
決
め
に
な
れ
る
よ
う
に
し
て
お

く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
︒
最
初
に
申
し
ま
し
た
と
お
り
︑
近
代
に
入
っ
て
皇
室
も
法
の
も
と
に
置
く
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
︑
そ
れ
は

必
要
最
小
限
の
規
定
に
留
め
て
︑
後
は
皇
室
内
の
方
々
で
具
体
的
に
お
進
め
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
の
場
合
︑
現
在
の
制
度
で
は
︑
皇
室
会
議
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
︑
そ
こ
で
相
談
し
て
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
皇
室

会
議
は
︑
皇
族
二
名
と
三
権
の
代
表
者
八
名
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
が
︑
や
や
形
式
的
に
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
こ
れ
を
も
う
少
し
実
質
化
し

て
︑
皇
族
二
名
の
議
員
が
天
皇
・
皇
族
の
ご
意
見
を
十
分
に
お
聞
き
に
な
っ
て
ま
と
め
ら
れ
︑
そ
れ
を
皇
室
会
議
に
反
映
さ
れ
る
と
か
︑

皇
室
会
議
の
議
長
で
あ
る
総
理
大
臣
が
天
皇
や
皇
族
の
と
こ
ろ
へ
出
向
い
て
御
意
向
を
十
分
承
り
︑
そ
れ
を
皇
室
会
議
に
十
分
反
映
さ
せ

る
と
い
っ
た
こ
と
も
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
︒

な
お
︑
最
近
も
う
一
つ
の
案
が
出
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
︑
明
治
二
十
二
年
の
皇
室
典
範
四
十
四
条
に
︑

降
嫁
さ
れ
る
女
子
は
特
旨
を
以
て
内
親
王
・
女
王
の
称
号
を
尊
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
こ

で
︑
こ
れ
を
使
っ
て
︑
結
婚
に
よ
り
皇
室
を
出
て
し
ま
わ
れ
る
皇
族
女
子
も
︑
内
親
王
と
か
女
王
と
い
う
称
号
を
使
え
る
よ
う
に
し
て
︑

皇
室
の
ご
活
動
を
助
け
て
も
ら
っ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
一
見
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
考
え
方
で
す
︒
し
か
も
︑
具
体
的
に

紀
宮
清
子
内
親
王
は
︑
平
成
十
七
年
に
黒
田
慶
樹
さ
ん
と
結
婚
さ
れ
て
︑
黒
田
清
子
と
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
︑
つ
い
先
だ
っ
て
︑
伊
勢

―26―



神
宮
の
臨
時
祭
主
に
も
就
任
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
方
は
内
親
王
と
し
て
立
派
に
成
長
な
さ
り
︑
両
陛
下
の
た
め
に
も
十
分
に
尽
し
て
来
ら

れ
ま
し
た
か
ら
︑
こ
う
い
う
方
に
再
び
内
親
王
の
称
号
を
持
っ
て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
か
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
︒

こ
れ
は
︑
い
か
に
も
良
さ
そ
う
な
案
に
み
え
ま
す
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
皇
族
と
い
う
の
は
特
別
の
身
分
で
あ
り
ま
し
て
︑
皇
族
を
離
れ

て
か
ら
も
皇
族
の
称
号
を
尊
称
と
し
て
使
う
こ
と
を
認
め
る
の
は
︑
皇
族
と
国
民
の
境
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん

の
で
︑
よ
ほ
ど
慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
な
お
私
は
︑
元
皇
族
の
方
々
に
も
︑
い
ろ
い
ろ
な
お
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
︑
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
︑
伊
勢
神
宮
の
臨
時
祭
主
を
な
さ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
︑

他
に
も
皇
室
関
連
の
い
ろ
い
ろ
な
名
誉
職
的
な
お
仕
事
が
あ
り
ま
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
を
十
分
お
務
め
い
た
だ
け
る
よ
う
な
役
割
を
き
ち

ん
と
定
め
︑
そ
れ
に
伴
う
待
遇
も
き
ち
ん
と
決
め
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
︒
先
般
の
有
識
者
会
議
で
も
︑
最
後

に
そ
の
こ
と
を
申
し
ま
し
た
︒
私
は
内
親
王
と
か
女
王
の
号
を
そ
の
ま
ま
お
使
い
に
な
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
皇

室
を
出
ら
れ
て
か
ら
も
元
内
親
王
・
元
女
王
と
し
て
皇
室
を
外
か
ら
支
え
助
け
ら
れ
る
た
め
の
お
働
き
を
し
っ
か
り
と
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
︑
公
的
な
任
務
と
待
遇
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
申
し
上
げ
た
わ
け
で
す
︒

お

わ

り

に

こ
れ
ら
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
今
な
お
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
︒
今
後
ど
の
よ
う
に
推
移
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
け
れ
ど
も
︑
私

ど
も
が
願
う
こ
と
は
唯
一
つ
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
私
ど
も
の
構
成
す
る
日
本
国
の
中
心
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
皇
室
が
︑
二
千
年
余
り

続
い
て
き
ま
し
た
よ
う
に
︑
こ
れ
か
ら
も
末
永
く
続
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
が
最
大
の
願
い
で
あ
り
ま
し
て
︑
そ
の
た
め
に
ど
う
い

う
こ
と
を
考
え
︑
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
い
ま
す
と
︑
も
ち
ろ
ん
な
る
べ
く
伝
統
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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た
だ
︑
伝
統
と
い
う
の
は
︑
決
し
て
一
定
不
変
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
現
に
大
宝
令
制
で
︑
皇
室
の
方
々
の
后
妃
は
皇
族
に
限
る

と
さ
れ
ま
し
た
が
︑
既
に
奈
良
時
代
か
ら
光
明
皇
后
が
入
ら
れ
︑
そ
の
後
ず
っ
と
多
く
は
藤
原
氏
や
源
氏
な
ど
臣
下
の
女
子
が
皇
后
・
皇

太
子
妃
等
々
に
入
っ
て
き
ま
し
た
︒
こ
れ
は
新
例
で
す
︒
あ
る
い
は
︑
か
つ
て
は
な
か
っ
た
皇
子
・
皇
女
の
臣
籍
降
下
も
︑
諸
王
が
天
皇

の
猶
子
と
な
っ
て
親
王
宣
下
を
受
け
る
こ
と
も
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
宮
家
を
世
襲
す
る
こ
と
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
新
例
で
す
︒
さ
ら
に
︑
皇
室
の

外
か
ら
入
っ
た
皇
后
を
も
陛
下
と
い
う
敬
称
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
︑
長
ら
く
続
い
て
き
た
側
室
を
止
め
庶
子
の
継
承
を
認
め
な
く
な
っ
た

の
も
新
例
で
す
︒
そ
う
い
う
意
味
で
︑
男
系
男
子
が
大
事
な
こ
と
︑
そ
れ
を
今
後
も
優
先
す
べ
き
こ
と
は
︑
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︑

そ
れ
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
れ
ば
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
︒

と
り
わ
け
大
き
な
変
革
は
︑
旧
典
範
ま
で
認
め
て
い
た
側
室
の
庶
子
を
︑
一
夫
一
妻
制
の
も
と
で
嫡
子
の
み
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
一
夫
一
妻
制
の
も
と
で
必
ず
男
子
を
得
ら
れ
る
か
︑
嫡
子
が
得
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
︑
か
な
り
難
し
い
例
が
現
に
起
き
て
い

ま
す
︒
そ
の
結
果
︑
今
の
ま
ま
で
は
︑
や
が
て
す
べ
て
宮
家
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
︒

従
っ
て
︑
天
皇
直
系
の
男
子
が
お
ら
れ
れ
ば
そ
の
男
子
に
継
い
で
い
た
だ
く
︒
現
在
︑
皇
太
子
殿
下
が
お
ら
れ
︑
秋
篠
宮
殿
下
が
お
ら

れ
︑
悠
仁
さ
ま
も
お
ら
れ
ま
す
か
ら
︑
そ
の
方
々
に
皇
位
を
継
い
で
い
た
だ
け
る
よ
う
万
全
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
け
れ

ど
も
︑
そ
の
先
に
︑
悠
仁
親
王
が
結
婚
さ
れ
て
必
ず
男
子
が
お
生
ま
れ
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
想
定
を
し
て
︑
女
性

天
皇
も
女
系
天
皇
も
制
度
的
に
可
能
性
を
開
い
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
三
代
も
先
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
当

面
ま
ず
宮
家
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
対
策
と
し
て
︑
皇
族
女
子
も
宮
家
を
立
て
た
り
継
い
だ
り
で
き
る
よ
う
に
し
て
お

く
︑
と
い
う
最
小
限
の
改
革
が
必
要
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
の
が
私
な
ど
の
考
え
で
あ
り
ま
す
︒

こ
の
点
に
つ
い
て
も
︑
い
ろ
い
ろ
な
御
意
見
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
を
十
分
に
検
討
し
た
上
で
︑
ま
さ
に
日
本
国
民
に
と
っ
て

最
大
の
願
い
で
あ
る
︑
我
が
国
の
皇
室
が
末
永
く
続
い
て
い
く
た
め
に
︑
ま
ず
今
何
を
す
べ
き
か
︑
五
年
後
・
十
年
後
に
何
を
す
べ
き
か
︑
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二
十
年
後
・
三
十
年
後
に
何
を
す
べ
き
か
︑
と
い
う
こ
と
を
全
体
と
し
て
考
え
な
が
ら
︑
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
必
要
で
は
な

い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

か
な
り
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
が
︑
こ
れ
で
終
ら
せ
て
頂
き
ま
す
︒
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

︵
と
こ
ろ

い
さ
お
・
法
学
博
士
︒
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
︑
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
研
究
主
幹
︑
本
学
特
別
招
聘
教
授
︶

︿
付
記
﹀
こ
の
講
演
の
参
考
資
料
を
入
力
し
︑
ま
た
録
音
の
文
字
化
と
編
集
に
つ
い
て
︑
大
平
和
典
・
千
枝
大
志
両
氏
な
ど
関
係
各
位
の
御
尽
力
を
頂

き
感
謝
に
た
え
な
い
︒

〔18〕

皇室(内廷と宮家)の構成略系図

女性宮家の創設・継承の試案略図

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶
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Ⅳ 現存宮家の相続と新宮家の創設

⑨法的制約

ⓐ旧制約：㋑旧典範増補では、旧皇族（臣籍降下者）の復籍不可

㋺旧降下準則では、特例限外の５世以下すべて臣民

ⓑ新制約：１皇位に準じて宮家も「皇統に属する男系の男子」のみ相続

９内廷も宮家も「養子をする（取る・出す）ことができない

12皇族女子は一般男子と結婚すれば皇室に留まることができない。

※１・９により既に秩父・高松宮の両家が廃絶、やがて常陸宮家も桂宮

家も存続不可となる。12により傍系の三笠宮家・高円宮家だけでな

く、直宮の秋篠宮も皇太子家も継承不可能となる。

⑩制度改正

ⓒ旧皇族の皇籍復帰（㋑否定）か、その男子孫の皇籍取得（㋺否定）、そ

の再生皇族による継子ない宮家の養子継承（９改正）と男性宮家の増設

※⑥系の旧11宮家中、65年後（平成24年）現在の特例４世当主６名（83・

80・75・72・69・67歳）

※旧宮家子孫の未婚男子９名(特例５世代50・37・36・32・31歳／特例６

世代16・14・６・２歳)

※⑦系の旧４宮家⑧㋺準則を内親王子孫（女系）にも適用すれば４世代に

未婚男子数名（30歳代）

ⓓ皇族女子（内親王・女王）を当主とする女性宮家の創設（12改正）。そ

の子孫による女系宮家の継承

�皇族女子は全員創設可能とし、本人の意向と当代の事情により皇室会議

の議を経て辞退承認

�皇族女子と結婚する一般男子（入夫）も、その子孫も皇族（継承は男子

優先、次子以下は順次離脱）

※「皇室会議」の責任重大：天皇・皇族のご意向を慎重に推測し、入夫の

詮議に万全を期する。

※一代宮家（入夫と子孫を皇族としなし）では、妻と夫・母と子が別籍と

なり宮家も継続しない
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㋺３ ㋺４ 男子(52・50)

邦彦王＝㋺２ 良子女王(香淳皇后)

邦家親王＝伏見宮20 朝彦親王＝㋺久邇宮１ 邦憲王＝㋠賀陽宮１ ㋠２ ㋠３

晃 親王＝㋩山階宮１× 鳩彦王＝㋸朝香宮１ ３の弟 男子(52)

守修親王＝㋑梨本宮１ 彰仁親王＝㋥小松宮１× 稔彦王＝㋾東久邇宮１

博経親王＝㋭華頂宮１

智成親王＝㋬北白川宮１ 能久親王＝㋬２ 恒久王＝㋦竹田宮１

（載仁親王＝㋣閑院宮6×）

依仁親王＝㋷東伏見宮×

（長女成子内親王、㋾２盛厚王と結婚）

嘉仁親王(大正天皇)：明治33年(1900) 九条節子と結婚 裕仁親王(昭和天皇)

明治天皇 昌子内親王：明治41年(1908) ㋦竹田宮恒久王と結婚 ２恒徳王 ３恒正王 男子(37)

房子内親王：明治42年(1909) ㋬北白川宮３成久王と結婚 ４永久王 ５道久王 女子

典侍園祥子 允子内親王：明治43年(1910) ㋸朝香宮１鳩彦王と結婚 ２孚彦王 ３誠彦王 男子(39)

聡子内親王：大正４年(1915) ㋾東久邇宮１稔彦王と結婚 ２盛厚王 ３信彦王 男子(38)

Ⅲ 近代の傍系(伏見宮系)宮家の特色

⑥伏見宮邦家親王の王子多数…出家→還俗し宮家創立

（1802生〜1872薨)

⑦明治天皇４内親王の降嫁宮家

⑧傍系皇族の臣籍降下

㋑明治40年(1907)皇室典範増補：１「王は勅旨又は情願により家名賜ひ華

族に列せしむ･･･」

２「王は勅許に依り華族の家督相続人となり、又は････華族の養子となる

ことを得」

６「皇族の臣籍に入りたる者は皇族に復することを得ず」(君臣の分義)

㋺大正９年(1920)「皇族の降下に関する施行準則」：「皇玄孫（４世親王）

の子孫たる王・・・・長子孫の系統四世以内（５世〜８世）を除くの

外（９世以下）勅旨により家名を賜ひ華族に列す」

※付則「但････故（伏見宮20）邦家親王の子を１世（特例１世王）とし

実系により之を算す」

㋩昭和22年(1947)10月、GHQの皇室財産凍結強制により11宮家51名（男

26・女25）皇籍離脱
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（ロ）当主と正室の間に嫡子がなければ側室の庶子でも継嗣に充て（嫡子

15：庶子36）、また庶子もなければ天皇の皇子か他の宮家の王子を継

嗣に迎えられた（「四親王家の継承次第」系図参照）。

④四親王家

�伏見宮家：(1)栄仁親王(1368宣下)〜(20)邦家親王(1817宣下)〜(26)△

�桂宮家 ：(1)智仁親王(1591宣下)〜(11)淑子内親王(1842宣下)×

有栖川宮家：(1)好仁親王(1605宣下)〜(10)威仁親王(1878宣下)×

�閑院宮家：(1)直仁親王(1718宣下)〜(６)載仁親王(1878宣下)〜(7)×

※宮家出身の皇位継承者････�から後花園天皇(1428)、から後西天皇

(1654)、�から光格天皇(1779)

⑤桂宮家の継承････10代のうち、実子３例（２智忠、７家仁、８公仁）、養

子７例（皇子、３穏仁、４長仁、５尚仁、６文仁、９盛仁、10節

仁／皇女、11淑子）。※11代のうち嫡子１：庶子10

※淑
すみ

子
こ

内親王････文化12年（1829）１月、仁孝天皇と典侍甘露寺研子の間

に誕生（幼称敏
とき

宮）。

天保11年(1840)閑院宮５代愛仁親王(23)と婚約（２年後薨去）、同13年

(1842)内親王宣下（淑子）。

安政元年(1859)４月の大火により異母弟孝明天皇(29歳)桂宮邸宅に避難

(翌年還御)。

万廷元年(1860)異母妹和宮親子内親王(15歳)桂宮邸に仮居の間、将軍徳

川家茂への降嫁勅定。

文久元年(1861)12月、桂宮邸へ淑子内親王(33歳)入居。翌２年10月、同

家の諸大夫から桂宮家相続申請(孝明天皇勅許)。翌３年(1862)４

月、淑子内親王(35歳)が桂宮11代当主に就任。

慶応２年(1866)４月、淑子内親王、一品・准后宣旨(桂准后宮、孝明天

皇女御九条夙子より上席)。

明治14年(1881)10月、京都で薨去(53歳)により絶家。

詳伝：宮内省編『四親王家実録・桂宮実録・淑子内親王』３冊（No.

75362〜4）
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６「皇族費は、（内廷以外の宮家）皇族としての品位保持の

資に充てる････」（その三「独立の生計を営む内親王に

対しては、定額の二分の一に担当する額の金額とする」）

②皇室構成者の現状と将来

内廷５方：天皇陛下(78)・皇后陛下(77)／皇太子徳仁親王(52)・同妃

(48)／ａ愛子内親王(10)

宮家６家：秋篠宮家…文仁親王(46)・同妃(45)／ｂ眞子内親王(20)・

ｃ佳子内親王(17)・悠仁親王(5)

常陸宮家…正仁親王(76)・同妃(71)

三笠宮家…崇仁親王(96)・同妃(89)

※〔秩父宮家〕〔高松宮家〕（ともに御子なく廃絶）

寛仁親王家…〔寛仁親王〈66〉〕・同妃(57)／ｄ彬子女王(30)・

ｅ瑶子女王(28)

桂宮家…宜仁親王(64)

高円宮家…〔憲仁親王〈47〉〕同妃(58)／ｆ承子女王(26)・ｇ典子

女王(23)・ｈ絢子女王(21)

※三笠宮系に、男子（親王）３名あり、成人されたが、既に２名薨

去、１名独身。孫の５名すべて女子（女王）…現行のままなら将

来結婚により皇籍離脱

20年後：天皇(98)・皇太子(72)・文仁親王(66)・悠仁親王(25)････男系

男子により皇位継承可能

皇族女子 ａ(30)／ｂ(40)・ｃ(37)／ｄ(50)・ｅ(48)／ｆ(46)・

ｇ(43)・ｈ(41)

Ⅱ 近世の世襲宮家（四親王家）の継承

③直宮以外の傍系宮家も世襲可能な要因････（イ）大宝以来の令制では天皇

の皇子（皇女)・兄弟（姉妹）のみ親王（内親王）→ 何世の王（女王）

でも当代天皇の猶子（名目養子）となり親王宣下を受けられた。
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（７）その場合、女性宮家の範囲は、内親王（現３名）も女王（現５名）も

全員可能とした上で、典範の原則にもある長系・長子を優先しながら、

本人の意向や当代の事情を考慮して、皇室会議の議により辞退すること

ができる運用を工夫する必要がある。

（８）また皇族女子と結婚する一般男子は（旧宮家・旧華族の子孫が望まし

いけれども、適任の純日本人であればよい）、入夫として皇族になる。

さらに、その子孫も皇族として宮家を相続するが、長系・長子以外は順

次皇籍を離れるようにして適宜調整する必要もある。

（９）なお、皇族女子が皇籍を離れた後も内親王・女王の称号を尊称とすれ

ば、皇族と国民の区別が曖昧になる一因となろう。しかし、元内親王・

元女王は、皇室の多様な活動を外から支え助けることができる公的な任

務と待遇を検討する必要もあると思われる。

宮家の来歴と今後の在り方に関する参考資料

Ⅰ 皇室（天皇・皇族）の制度と構成

①現行の天皇（皇室）制度

日本国憲法１「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴････」

２「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の

定めるところに基づき、これを継承する」

皇室典範 １「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」

（２．直系＞長系優先、庶子否定）

９「天皇及び皇族は、養子をする(取る・出す)ことができない」

12「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」

皇室経済法４「内廷費は、天皇並びに皇后････皇太子、皇太子妃････及

び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費

に充てる････」
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皇族女子を当主とする宮家の設立とその在り方

（京都産業大学名誉教授・モラロジー研究所教授）所 功

要 旨

（１）現行の憲法に「皇位は世襲」と規定され、皇室典範に皇位継承の有資

格者は「皇統に属する男系の男子」と限定されている。この原則は、で

きるだけ維持する必要があり、しかも現在、三代先（次の次の次）まで

維持可能な見通しが立っている。

（２）しかし、三笠宮家に三名の男子がおられても、三男が47歳、長男も66

歳で亡くなり、さらに次男は独身という現実を直視すると、決して楽観

できない。皇位は皇統に属する皇族の継承こそ根本要件であり、将来的

に女子・母系の可能性も開く必要がある。

（３）しかも現行の典範は、庶子の継承を否認し、皇族の養子を禁止し、皇

族女子の宮家設立を否定している。そのため、現行の宮家は早晩全滅

し、将来、悠仁親王の周囲に若い皇族が皆無となるかもしれない。従っ

て、そうならないよう、今あらゆる工夫努力を要する。

（４）念のため、宮家の歴史を振り返ると、嫡子も庶子も当代天皇の猶子（名

目養子）となり親王宣下を蒙れば、宮家を相続（世襲）することができ

た。また桂宮家では、幕末に男子の猶子を得られないため、皇女（淑子

内親王）を当主に迎えた実例がある。

（５）ついで近代の宮家は、ほとんど伏見宮家の20代邦家親王から分立して

いる。そのうち、北白川・竹田・朝香・東久邇の４宮家には、明治天皇

の４内親王が降嫁され、さらに久邇宮家から女王が入内されているか

ら、この５宮家は、母方を通して現皇室と血縁が近い。

（６）そこで、皇族の確保には、上記５宮家の子孫が皇籍を取得する案も検

討に値する。しかし、それ以上に必要なことは、現在未婚の皇族女子

（30〜10歳）が結婚により当主となる女性宮家の設立・相続も可能とす

る典範改正（12条の削除など）を実現することである。
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７・20 桂宮所蔵(細川幽斎旧蔵)古今集伝授書類を御所で天皇に

供す。

11・17 仁孝天皇女御鷹司祺子30年祭に後月輪陵へ遣使代拝。

明治11(1879)50 ３・15 京都博覧会開催中、庶人の桂別邸拝観を許可。 12・10

御礼に桜楓各30本受贈。

５・21 久邇宮朝彦親王(56)を桂宮邸に招き能を催す。

６・19 東京の神宮司庁出張所に神殿建設のため梨本宮と金30両

を寄付。

10・15 天皇(28)入京奉迎に蹴上へ遣使。

12・23 桂宮伝来の「貫之真跡万葉集」(残欠)を模写のため内務

省博物局へ貸与。

明治12(1880)51 ７・31 コレラ流行の予防薬購入補助に金15円を上京区へ下賜。

12・６ 後桃園天皇100年式年祭に月輪陵へ遣使代拝。

明治13(1881)52 正・28 嵯峨天竜寺に本坊再建料として金50円を寄付。

５・26 御召により和歌一首(勅題・紅葉)を献上。

７・５ 皇族の賄料(従来の別途給与金等廃止)毎年金２万5000円

を賜う。

７・17 天皇(30)滞京中、桂宮邸に行幸され拝謁。御昼餐を供し

能を催す。

11・20 歯根潰瘍悪化により天皇侍医診療。

12・12 光格天皇80年式年祭に後月輪陵と御牌殿へ遣使代拝。

明治14(1882)53 正・28 桂宮当主の病気平癒祈願のため伊勢両宮と多賀社へ遣使

代参。

３・11 天皇(31)東久世通禧を遣わし病気見舞。９・11にも (皇

后、人形下賜)。

３・19 保晃会に金50円を寄付。４・３ 豊国神社に厚総を寄付。

４・11 上京区11組学区の小学校教場増築に金25円を寄付。

10・３ 午前１時17分薨去。天皇・皇太后・皇后より遣使弔問。

10・13 遷霊式(入棺)

10・20 今熊野の皇族墓地で葬場祭(喪主は小倉輔季)。

明治15(1883) ２・25 桂宮邸門外庭に霊殿を建立。５・31 泉涌寺山内の墓所

竣成(六角墳)

〃 19(1884) ２・12 桂宮の称号を宮内省に預く。２・27 桂宮歴代霊牌を相

国寺慈照院に預く。
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７・31 皇族の家禄も賜米も廃止。代りに賄料毎年6800円下賜

(1200円奥向の支出)

９・５ 太陽暦の採用により誕生日を換算し４月７日と定む。

明治７(1874)46 ４・８ 妹静寛院宮(29)東京移住の暇乞に参殿、能を催す。

８・７ 桂宮７代長仁親王(後西帝皇子)200回忌を相国寺慈照院

で修す。

明治８(1875)47 ３・７ 京都御所内で開催の博覧会に所蔵の太刀・硯匣などを出陳。

４・10 桂宮10代節仁親王40年祭(神式)を御書院の上段の間で執行。

４・20 京都府に病院設立の援助金200円を寄付。

５・３ 両陛下の御真影を拝領。５・３ 禁中御文庫の釣鐘・御

花台・御屏風など拝領。

６・２ 思召により年金300円を賜う。６・26 第２皇女梅宮の

誕生に囃子を催す。

（以上、第二冊） 11・９ 京都の神宮教会所建設に金20円を寄付。

明治９(1876)48 ２・24 仁孝天皇30年祭により泉涌寺の山陵と般舟院へ代拝。

２・24 舩岡山に建勲神社(祭神織田信長)築造のため桜樹50本を

寄付。

３・13 京都御所内で開催の博覧会に所蔵の太刀・短刀・三筆書

などを出陳。

６・17 京都在住の華族(15〜50歳)、交替で桂宮に祗候(初回５名)。

８・11 初代伝来の硯匣文台を天皇に献上。天皇より金300円を

下賜。

９・９ 東山霊山で幕末維新殉難者の招魂祭あり金50円を寄付。

12・23 昭憲皇后(44)京都滞在中、桂別邸行啓あり、家令を遣し

参内。

明治10(1877)49 正・27 英照皇太后(30)を蹴上で、正・28 天皇(27)を京都駅で、

奉迎に家令代拝。

正・30 孝明天皇10年祭により後月輪東陵へ遣使代拝。

２・３ 天皇、賀茂下上両社行幸の後、皇太后・皇后と桂宮邸へ

行幸啓、能を催す。

３・18 天皇、嵐山に行幸、桂別邸へ臨御。

３・20 旧大宮御所内で開催の博覧会に所蔵の宸翰・太刀・調子

笛などを出陳。

６・10 年金1000円を賜う(従来300円)。９・29 年金1200円に

改定。
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明治２(1869)41 ３・１ 天皇(18)東幸に先立ち、参内して祝品を献ず。

３・21 賀茂社に馬二匹奉納し平安祈祷。

４・22 桂宮８代公仁親王の100回忌を相国寺円明塔で修す。

８・23 英照皇后(37)の大宮御所に参上。

９・23 昭憲皇后(21)東啓に先立ち、参内して餞別を贈る(当時、

皇后は殿下・行啓)。

10・５ 青蓮院で見送りに遣使。

10・16 桂宮の家紋を14葉菊中赤の紋に改む。４年６・17 皇族

家紋を14葉一重裏菊と定む

明治３(1870)42 正・24 仁孝天皇25回忌により桂宮邸内住人に白米２石を施与。

正・28 桂別業の修復料として領内村々に金700両を預け置く(桂

川修理は国庫負担)。

⑩・20 鹿苑寺(金閣)と相国寺慈照院に各々大般若経600巻を納む。

12・17 永世家禄として現米1015石を賜う。

明治４(1871)43 正・20 桂別業の11816坪を更めて拝領。

２・８ 天皇(20)より御板輿(御紋付のまま)拝領。

４・29 楠社(湊川神社)造営料として金5000疋を寄付。

６・26 桂宮７代家仁親王妃藤原直子150回忌を相国寺慈照院で

修す。

６・27 従来の借財を大蔵省より払い戻し、家禄の他に化粧料

300石等を賜う。

10・22 長岡明神社を桂宮邸に遷座。(上臈以下の給禄239石、家

令禄200石)

11・14 清和院に弥勒菩薩の預料として金3000疋・戸帳料500疋

を寄付。

明治５(1872)44 ３・４ 石薬師御門内の抱地2492坪を上納。

３・18 英照皇太后(40)東啓に先立ち大宮御所へ参り餞別を贈る。

６・１ 天皇(21)西国巡幸中に桂宮邸へ行幸。静寛院宮(27)と共

に拝謁。

11・19 光格天皇33回祭により後月輪陵へ遣使代参。般舟三昧院

牌前に供花。

明治６(1873)45 ３・６ 京都御所内で開催の博覧会に所蔵の太刀・三筆書・貫之

筆万葉集など貸上。

５・10 ５日の皇城炎上見舞に天皇・皇后に5000疋、皇太后に

1000疋を献上。
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慶応元(1865)37 ２・14 吉田社再建のため、翌２年正・25 菅大臣社再建のため、

各々白銀15枚を寄付

(以上、第一冊) ６・14 桂川修復の料として、川筋の村々に手許金500両を預け置く

（利子を充当）

慶応２(1866)38 ４・23 一品に叙され准三宮の宣下を蒙る（桂准后宮。座次は准

后九条夙子より上）

６・１ 近江国多賀社の社殿修復料、四天王寺の霊殿再建費に、

各々白銀２枚を寄付

９・６ 桂宮７代家仁親王100回忌を相国寺円明塔で修し、10・

30 白銀２枚を寄付。

11・30 六孫王社に御紋付の帯と簾を寄付。

12・25 孝明天皇(34)麻疹重病により崩御。12・26 参内し服喪

慶応３(1867)39 正・26 諸費高騰により歴代の法要を縮少の旨、相国寺慈照院に

伝達。

正・27 先帝葬送に参内。２・４ 中陰忌に般舟三昧院、２・10

四七忌に泉涌寺へ納経代参。

４・５ 先帝100日忌に般舟三昧院と泉涌寺へ遣使代参。

４・８ 長岡天満宮に代参(以後、２月と９月に代参、明４年か

ら２月のみ)。

５・２ 高野山惣分方興山寺に寿齢長延の祈護料として白銀30枚

を寄付。

９・28 孝明天皇陵築造の助勢に白銀30枚を献納。親王家６家で

燈籠一対寄付。

10・26 生母の17回忌法事を相国寺慈照院で修す。10・27 清浄

華院で付法要を修す。

12・９ 明治天皇(16)の御前で王政復古の大号令渙発。世情不穏

により内裏へ参入。

明治元(1868)40 正・13 方今の時勢につき内裏へ金1000両を献ず。

２・30 桂宮10代節仁親王(仁孝天皇皇子)33回忌を相国寺円明

塔・慈照院で修す。

11・４ 桂宮初代智仁親王妃源氏(京極)200回忌を相国寺慈照院

で修す。

12・19 孝明天皇３回忌に長福寺、12・24 後月輪東山陵、12・

25 般舟三昧院へ代参。
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桂宮第十一代・淑子内親王の略年譜稿

所 功

元号年(ＡＤ) 歳 月 日 主な関係記事(出典『桂宮実録』33〜35『淑子内親王実録』(1〜3)

文政12(1829) 1 正・19 仁孝天皇第３皇女、典侍藤原妍子の里甘露寺国長邸で誕

生。幼名敏
ときの

宮
みや

天保７(1836) 8 10・28 麻疹に罹り閑院宮邸を借用し静養。11・26 内裏に帰還

〃 11(1840)12 正・28 仁孝天皇(41)、敏宮を閑院宮５代愛仁親王(23)に嫁すべ

きを仰せ出さる。

７・20 幕府、敏宮に化粧料300石を贈進。

11・18 光格上皇(70)崩御により服喪。

天保13(1842)14 ９・15 内親王宣下を蒙り、「淑
すみ

子
こ

」の名を賜わる。

９・17 愛仁親王(25)薨去により婚約解消。

弘化３(1846)18 正・26 父仁孝天皇(47)崩御により服喪。

嘉永４(1851)23 10・26 生母甘露寺妍子の病死により服喪。

安政元(1854)26 ４・６ 内裏炎上により下鴨社・青蓮院・一条院を経て７・２閑

院宮邸へ移居。

万延元(1860)32 10・18 桂宮邸に仮偶中の異母妹和宮親子
ち か こ

内親王(15)、将軍徳川

家茂(15)への降嫁勅許。

文久元(1861)33 ８・20 和宮(16)、姉淑子内親王の御殿造営を幕府に要請。

12・16 和宮東下後の桂宮邸（安政元年孝明天皇仮偶により桂御

所と称す）へ移居。

文久２(1862)34 12・23 10月に桂宮家の家臣等が淑子内親王の当家相続を要請、

孝明天皇(30)聴許。

〃 ３(1863)35 ４・23 内裏より桂宮邸へ入居。５・６ 桂宮11代相続を相国寺

の桂宮歴代牌前に代拝

７・19 孝明天皇(31)より米900俵を拝領（幕府献上分の頒物）。

幕府、宮邸に文庫造進。

元治元(1864)36 ３・５ 生母の位牌を相国寺慈照院に納め開眼供養。

７・14 上御霊社に御紋付の提燈二張・白銀５枚を寄付。

７・19 蛤御門の変により内裏へ参入。歴代位牌を慈照院に預く。

10・３ 桂宮３代穏仁親王（後水尾帝皇子）200回忌を相国寺円

明塔で修す。
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(9) 典範改正による宮家新設

ⓐ旧皇族の皇籍復帰（(7)㋑６否定）か、その男系男子孫の皇籍取得（(7)

㋩否定）を特例立法で実現し、その再生皇族により継子のない宮家を

養子相続（９条改正）し、男性宮家を増設する。

※皇室典範問題研究会「皇位の安定的継承をはかるための立法案」（平

成24年『正論』３月号）

※(7)の降下準則を(6)の４内親王降嫁宮家の子孫（女系）にも適用す

れば、明治天皇の玄孫（４世）世代に30歳代の未婚男子が数名あり、

その皇籍取得による養子相続・宮家増設も。

ⓑ皇族女子を当主とする女性宮家の創設（12条を削除）

�一代限定の宮家…当人のみ皇族のまま独立（相続不可）

※皇室経済法６条（皇族費）③三「独立の生計を営む内親王に対して

は、定額（親王）の二分の一」

同五「女王に対しては…内親王に準じて算出した額の十分の七」（共

に独身ゆえ子孫なし）

※皇族女子が結婚しても、入夫と子孫を皇族と認めなければ、妻と夫、

母と子が別籍となる。

�原則永世の宮家…入夫も子孫も皇族（男性宮家と同様）

※皇族女子（内親王・女王）は、原則として全員が結婚すれば宮家を

創立可能とした上で、本人の意向と当代の事情（皇族の総数などを

考慮）により辞退可能な運用を工夫する。

※その結婚相手（一般男子）は、入夫となるが、当主にならない（皇

位継承資格もない）

※その子孫（男女）は、女系皇族であるが、原則として全員に宮家の

相続・創立を可能としたうえで、男子＞長系＞長子を優先して、女

子・次系・次子以下は順次離脱する準則を作る。

※その創立・相続や辞退・離脱に関する審議・決定は、皇室会議の議

を経るものとする（議長の首相から、天皇・皇族の御意向を承り、

それを尊重しながら慎重に議事を進める）。
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㋩大正９年（1920）「皇族の降下に関する施行準則」：「皇玄孫（４世親王）

の子孫たる王…長子孫の系統四世以内（５世〜８世）を除くの外

（９世以下）勅書により家名を賜ひ華族に列す」

※付則「但…故（伏見宮20代）邦家親王の子を１世（特例１世王）と

し実系により之を算す」特例２世・３世：ほぼ明治・大正生まれ。

特例９世：ほぼ昭和戦前生まれ

㋥昭和22年（1947）GHQの皇室財産凍結強制により11宮家51名（男26・

女25）皇籍離脱

※昭和29年、葦津珍彦氏「事情の如何に拘らず…君臣の分義を厳かに

守るために…元皇族の復籍と言ふことは決して望むべきではないと

考へられる」（神社新報社『天皇・神道・憲法』→平成8年選集再録）

※65年後（平成24年）：特例４世の現存当主６名（83・80・75・92・69・

67歳） その旧宮家子孫で未婚の男子９名（特例５世50・37・36・

32・31歳／特例６世16・14・６・２歳）

Ⅲ 現存宮家の相続と新宮家の創設

(8) 現行典範による法的制約

１条、皇位に準じて、宮家の相続も「皇統に属する男系の男子（嫡子）」

に限定

９条、内廷（天皇・皇太子）も宮家も「（皇族の）養子をする（取る・

出す）ことができない」と禁止

12条、皇族女子は（皇族以外の）一般男子と結婚すれば「皇族の身分を

離れる」と除外

※１・９条により、既に秩父宮・高松宮の両家が廃絶、やがて常陸宮・

桂宮の両家も存続不能。

※12条により、傍系の三笠宮家と高円宮家も、直宮の秋篠宮家と皇太

子家も相続者不在化。
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㋺３ ㋺４ 男子(52・50)

邦彦王＝㋺２ 良子女王(香淳皇后)

邦家親王＝伏見宮20 朝彦親王＝㋺久邇宮１ 邦憲王＝㋠賀陽宮１ ㋠２ ㋠３

晃 親王＝㋩山階宮１× 鳩彦王＝㋸朝香宮１ ３の弟 男子(52)

守修親王＝㋑梨本宮１ 彰仁親王＝㋥小松宮１× 稔彦王＝㋾東久邇宮１

博経親王＝㋭華頂宮１

智成親王＝㋬北白川宮１ 能久親王＝㋬２ 恒久王＝㋦竹田宮１

（載仁親王＝㋣閑院宮6×）

依仁親王＝㋷東伏見宮×

※明治22年(1889)「皇室典範」で永世皇族化（但し明治天皇も三条実美・土方久元も限定皇族案）

（長女成子内親王、㋾２盛厚王と結婚）

嘉仁親王(大正天皇)：明治33年(1900) 九条節子と結婚 裕仁親王(昭和天皇)

明治天皇 昌子内親王：明治41年(1908) ㋦竹田宮恒久王と結婚 ２恒徳王 ３恒正王 男子(37)

房子内親王：明治42年(1909) ㋬北白川宮３成久王と結婚 ４永久王 ５道久王 女子

典侍園祥子 允子内親王：明治43年(1910) ㋸朝香宮１鳩彦王と結婚 ２孚彦王 ３誠彦王 男子(39)

聡子内親王：大正４年(1915) ㋾東久邇宮１稔彦王と結婚 ２盛厚王 ３信彦王 男子(38)

Ⅱ 近現代の伏見宮系宮家

(5) 伏見宮邦家親王の王子多数…出家→還俗し宮家創立

（1802生〜1872薨）

(6) 明治天皇４内親王の降嫁宮家

(7) 皇族（王・女王）の臣籍降下

㋑明治40年（1907）「皇室典範増補」：１「王は勅書又は請願により家名

を賜ひ華族に列せしむ…」

２「王は勅許により華族の家督相続人となり、又は…華族の養子とな

ることを得」

６「皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず」

（君臣の分義を厳守）

㋺大正７年（1918）「皇室典範第二増補」：「皇族女子は、王族又は公族

に嫁することを得」

※大正９年４月28日官報「（梨本宮）方子女王殿下へ、（朝鮮）王世子

李垠
ぎん

殿下ト結婚セラレタル後、仍ホ女王ノ称ヲ有セシメラルゝ旨、

御沙汰アラセラレタリ」（明治皇室典範44条の適用特例）
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⎩
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎧

Ⅰ 前近代の世襲親王家

(1) 親王…大宝令制（「継嗣令」）「皇兄弟（姉妹）・皇子（皇女）を皆親王

（内親王）と為す〔女帝の子、亦同じ〕。以外は並びに諸王（女

王）と為す。親王より五世は、王名を得と雖も、皇親の限りに

在らず」

(2) 宮家…「鎌倉時代以降……家号としての宮号が生まれ、やがて代々

（天皇の猶子となる形で）親王宣下を蒙って宮家を世襲する、

いわゆる世襲親王家が成立した」（上記①）

(3) 四親王家

�伏見宮家 …(1)栄仁親王(1368親王宣下)〜(20)邦家親王(1817親王

宣下)〜(26)△

�桂宮家 …(1)智仁親王(1591親王宣下)〜(11)淑子内親王(1842内

親王宣下)×

有栖川宮家…(1)好仁親王(1605親王宣下)〜(10)威仁親王(1878親王

宣下)×

�閑院宮家 …(1)直仁親王(1718親王宣下)〜(６)載仁親王(1878親王

宣下)×

※宮家出身の皇位継承者…�から後花園天皇(1428)、から後西天皇(1654)、

�から光格天皇(1779)

(4) 桂宮家の継承…10代のうち、実子３例(２智忠、７家仁、８公仁）、養

子７例（皇子、３穏仁、４長仁、５尚仁、６文仁、

９盛仁、10節仁／皇女、11淑子）。

※11代のうち嫡子１：庶子10（四家全体で嫡子15：庶子36）

皇女当主淑子内親王：別掲「桂宮第十一代・淑子内親王の略年譜稿」参照（出

典：宮内省編『桂宮実録 淑子内親王』３冊）

宮
家
制
度
の
成
立
と
展
開
︵
所
︶

―45―〔2〕



宮家制度の成立と展開（講演参考資料）

所 功

○史料集・研究書

①宮内庁編『皇室制度史料』皇族四「宮家の制」（昭和61年、吉川弘文館）

②霞会館編『平成新修 旧華族家系大成』全２巻（平成8年、吉川弘文館）

③武部敏夫「世襲親王家の継統について」（昭和35年『書陵部紀要』12号）

④高久嶺之介「近代皇族の権威集団化過程」（昭和56年、同志社大学人文

研『社会科学』27・28）

⑤浅見雅男『闘う皇族』（平成17年、角川選書）、同『皇族誕生』（同20年、

角川書店）

⑥小田部雄次『皇族―天皇家の近現代史―』（平成21年、中公新書）、同『天

皇と宮家』（同22年、新人物往来社）

⑦所 功『皇室典範と女性宮家―なぜ皇族女子の宮家が必要か―』（平成

24年、勉誠出版）

⑧特集「天皇家と宮家」（平成18年『歴史読本』11月号→増訂版、所功編

著『日本の宮家と女性宮家』（同24年９月、新人物往来社）

１ 所 功「皇室史上の宮家制度」、２ 今谷明「中世の親王家と宮家の

創設」、３ 若松正志「閑院宮家の創設」、４ 久保貴子「桂宮家と女性当

主」、５ 藤田大誠「宮門跡の還俗」、６ 梶田明宏「戦前の皇族降下」、

７ 清水節「終戦と宮家・皇族」、８ 小田部雄次「占領下の皇族降下」、

９ 野村玄「四親王家の歴史と系譜」、10 大平和典「近世から近代の十

一宮家」、11 川田敬一「大正天皇の親王家」、12 高橋紘「昭和天皇・今

上天皇の親王家」（他に近現代の天皇・直宮家・十一宮家の写真など）

※増訂刊本では、４と９の代わりに拙稿「四親王家の歴史と系譜」を加

える予定。
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