
本
稿
は
、
平
成
二
五
年
五
月
一
八
日（
於
フ
レ
ッ
シ
ュ
新
三
々
塾
（
石
川
旧
制
四
高
記
念
文
化
交
流
館
）、
主
催
、
石
川
県
・
金
沢
大
学
・
四
高
同
窓
会
）及
び

同
年
六
月
七
日
（
主
催
、
香
川
大
学
法
学
会
）
に
行
っ
た
講
演
の
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

序

論

本
稿
で
は
、「
憲
法
第
一
章
に
関
連
す
る
問
題
」
の
う
ち
、
特
に
皇
室
制
度
に
つ
い
て
、
制
度
と
し
て
の
特
徴
を
述
べ
、
こ
の
制
度
が
抱
え
て
い
る
課

題
に
つ
い
て
、
制
度
の
特
徴
と
の
関
係
と
い
う
面
か
ら
、
考
究
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

現
在
、
皇
室
の
制
度
は
、
現
行
憲
法
制
度
の
下
で
、
象
徴
天
皇
制
度
と
い
う
形
で
安
定
し
て
い
る
。

こ
の
制
度
の
安
定
的
維
持
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
始
め
、
皇
室
の
方
々
の
日
々
の
御
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
が
、
象
徴
天
皇
制
度
は
、

多
く
の
国
民
に
支
持
さ
れ
て
お
り
、
制
度
と
し
て
定
着
し
安
定
し
て
来
た
。

し
か
し
、
今
後
も
そ
の
安
定
が
長
く
続
く
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
断
言
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

講

演

憲
法
第
一
章
に
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て

園
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逸
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し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
、
制
度
を
取
り
囲
む
環
境
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
制
度
に
も
と
も
と
内
在
し
て
い
た
不
安
定
を
も
た
ら

し
う
る
要
因
が
、
現
実
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
難
し
い
事
態
に
向
か
う
お
そ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

皇
室
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
軽
々
し
く
論
ず
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
い
た
ず
ら
に
制
度
の
将
来
が
不
安
で
あ
る
な
ど
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
先
ず
、
皇
室
制
度
の
特
徴
を
説
明
し
、
次
に
、
私
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で
皇
室
制
度
の
将
来
に
懸
念
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
れ

に
ど
う
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
近
年
、
皇
室
制
度
に
関
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
出
来
事
の
う
ち
、
三
つ
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ

と
と
し
た
い
。

先
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
皇
太
子
退
位
問
題
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
学
者
の
山
折
哲
雄
氏
が
雑
誌
に
発
表
し
た
こ
と
で
話
題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。（
最

近
で
は
あ
ま
り
話
題
に
な
っ
て
い
な
い
が
）「
皇
太
子
」
が
「
退
位
」
す
る
と
い
う
表
現
は
、
制
度
と
し
て
は
正
確
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
、
そ
の
ま
ま

使
う
こ
と
と
す
る
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
議
論
さ
れ
て
来
た
問
題
で
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
議
論
が
必
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
皇
位
継
承
制
度
の
問
題
を
事
例
と
し
て

取
り
上
げ
た
い
。

最
後
は
、
平
成
二
五
年
四
月
二
八
日
、
東
京
の
憲
政
記
念
館
で
政
府
主
催
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
へ

の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
に
つ
い
て
皇
室
の
政
治
利
用
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

以
上
、
三
つ
の
事
例
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
三
つ
の
事
例
が
、
な
ぜ
皇
室
制
度
に
内
在
す
る
不
安
定
要
因
と
関
わ
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
皇
室
制
度
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

第
一
章

皇
室
制
度
の
特
徴
に
つ
い
て

一
「
皇
室
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
と
共
に
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に
関
す
る
制
度
と
し
て
の
面
を
持
つ
こ
と
」

皇
室
制
度
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
憲
法
及
び
皇
室
制
度
に
関
す
る
皇
室
典
範
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
他
方
で
、
皇
室
制
度
が
対
象
と

し
て
い
る
の
は
、
天
皇
陛
下
を
中
心
と
す
る
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
で
あ
り
、
皇
室
制
度
は
国
民
一
般
を
直
接
対
象
と
す
る
制
度
で
は
な
い
。
国
の
制

三
二
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度
と
し
て
は
、
極
め
て
珍
し
い
例
外
的
な
制
度
で
あ
る
。

従
っ
て
、
皇
室
制
度
を
改
め
る
際
に
は
、
通
常
の
法
律
と
同
様
に
国
会
で
の
議

論
を
要
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
の
か
、
或
い
は
そ
れ
に
な
じ
む
の
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
ま
た
、
限
ら
れ
た
方
々
を
対
象
と
す
る
制
度
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
限
ら
れ
た
方
々
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
方
々
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
、
制
度
自
体
の
評
価
に
結
び
つ
く
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う
こ
と

も
、
こ
の
制
度
の
特
徴
で
あ
る
。

二
「
皇
室
制
度
は
、
柔
軟
性
を
持
つ
制
度
で
あ
る
こ
と
」

皇
室
制
度
は
、「
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に
関
す
る
制
度
」
と
い
う
面
が
有

り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
皇
室
の
方
々
の
具
体
的
な
御
活
動
・
御
生
活
に
関
わ
る
制

度
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
国
と
し
て
予
め
法
律
な
ど
で
、
そ
の
有
り

方
を
決
め
て
置
く
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
或
い
は
、
難
し
い
と
い
う
こ
と
が

言
え
る
。
ま
た
、
そ
の
有
り
方
に
つ
い
て
、
細
部
ま
で
予
め
決
め
て
置
く
と
、
逆

に
制
度
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
難
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
皇
室
に
関
し
て
、
何
に
つ
い
て
法
律
で
定
め
、
何
に
つ
い
て
は

法
律
以
外
の
規
範
で
定
め
る
べ
き
か
、
或
い
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
な
規
範
は
定
め
ず
に
皇
室
の
方
々
の
御
判
断
に
委
ね
る
べ
き
か
、
と
い
う

議
論
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
皇
室
制
度
は
、
そ
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
る
天
皇
が
「
象
徴
」
と
定

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
象
徴
に
つ
い
て
、
国
民
の
「
憧
れ
の
対
象
」
と
説
明
さ
れ
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た
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
制
度
は
、
皇
室
が
、
国
民
そ
れ
ぞ
れ
が
懐
く
様
々
な
皇
室
観
・
皇
室
像
に
基
づ
く
願
い
、
こ
う
あ
っ
て
頂
き
た
い
、
或
い

は
、
こ
の
よ
う
に
な
さ
っ
て
頂
き
た
い
と
い
う
、
様
々
な
、
時
に
は
、
互
い
に
相
反
す
る
国
民
の
願
い
を
出
来
る
だ
け
広
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
制
度
で
も
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
い
ろ
い
ろ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
国
民
の
願
い
が
あ
っ
て
も
、
広
く
そ
れ
を
包
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
柔
軟
性
を
持
つ
制
度

で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
制
度
で
あ
り
、
ま
た
、
実
際
上
も
、
解
釈
の
幅
が
か
な
り
大
き
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
柔
軟
な
制
度
で
あ
っ
て
も
、
国
民
の
願
い
が
一
方
的
、
或
い
は
押
し
付
け
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
国
民
の
間
で
意
見
の

対
立
が
大
き
く
、
矛
盾
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
制
度
に
何
が
起
こ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
る
。

三
「
皇
室
制
度
は
、
皇
室
と
国
民
と
の
信
頼
関
係
に
よ
り
成
立
し
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

皇
室
制
度
は
、
特
定
の
御
一
族
に
関
し
て
定
め
て
い
る
制
度
で
は
あ
る
が
、
こ
の
制
度
は
国
の
制
度
で
あ
る
か
ら
、
制
度
を
制
定
す
る
立
場
に
あ
る
国

民
の
側
で
、
こ
の
皇
室
制
度
が
国
家
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
大
切
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
、（
こ
れ
は
強
制
す

べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、）
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

皇
室
が
、
国
民
の
皇
室
に
対
す
る
期
待
や
希
望
を
受
け
止
め
る
と
同
時
に
、
国
民
も
、
皇
室
の
お
立
場
を
よ
く
理
解
し
、
皇
室
の
維
持
の
た
め
に
、
皇

室
と
国
民
が
共
に
歩
ん
で
行
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
皇
室
と
国
民
と
を
つ
な
ぐ
接
点
と
な
っ
て
い
る
各
種
の
メ
デ
イ
ア
な

ど
、
皇
室
に
関
す
る
情
報
の
流
れ
方
が
、
制
度
の
維
持
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
皇
室
と
国
民
と
の
信
頼
関
係
は
、
一
朝
一
夕
に
し
て
築
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
長
い
歴
史
や
年
月
を
か
け
て
築
か
れ
て
来
た
も
の
で
あ

る
。た

だ
、
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
信
頼
関
係
と
い
う
も
の
は
崩
れ
る
と
き
は
早
い
。
そ
し
て
一
旦
信
頼
関
係
が
崩
れ
る
と
、
そ
れ
を
立
て
直
す
の
に
は
、

ま
た
長
い
時
間
を
必
要
と
す
る
。

近
年
、
皇
室
を
巡
る
様
々
な
動
き
の
中
で
、
こ
う
し
た
信
頼
関
係
を
揺
る
が
す
方
向
へ
の
力
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
、
懸
念
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
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で
あ
る
。

四
「
皇
室
制
度
は
、
皇
室
の
方
々
の
御
活
動
に
よ
り
そ
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
こ
と
」

憲
法
第
一
条
は
、
天
皇
は
、
象
徴
で
あ
る
、
と
定
め
て
お
り
、
そ
の
御
存
在
自
体
が
「
象
徴
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
人
が

象
徴
で
あ
る
以
上
、
そ
の
方
の
日
々
の
御
活
動
の
有
り
方
が
国
民
の
懐
く
「
象
徴
像
」
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
、
皇
室
の
方
々
の
御
活
動
や
お
考
え
が
、
皇
室
制
度
を
具
体
化
し
、
そ
れ
が
、
制
度
の
維
持
、
国
民
か
ら
の
支
持
や
国
民
の
共
感
の
大
小

に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
御
活
動
の
意
義
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
皇
室
の
方
々
に
は
、
御
無
理
を
な
さ
っ
て
も
御
活
動
を
な
さ
っ
て
頂
き
た
い
と
い

う
期
待
が
大
き
く
な
り
、
そ
の
こ
と
が
、
色
々
な
問
題
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
。

御
高
齢
の
方
に
つ
い
て
、
御
健
康
へ
の
配
慮
か
ら
、
公
的
な
御
活
動
を
軽
減
し
て
頂
く
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
て
も
、
御
活
動
の
意

義
の
大
き
さ
か
ら
御
活
動
を
軽
減
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
御
活
動
が
皇
室
の
意
義
と
い
う
点
か
ら
見
て
重
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
御
活
動
を
な
さ
ら
な
い
方
は
、
皇
室
で
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

皇
室
の
あ
り
方
を
国
民
の
側
か
ら
考
え
る
と
き
に
は
、そ
の
御
存
在
自
体
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、そ
の
御
活
動
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、

こ
の
両
面
か
ら
、
皇
室
の
方
々
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
よ
く
考
え
た
上
で
、「
御
存
在
す
る
こ
と
の
意
義
」
と
「
御
活
動
に
な
る
こ
と
の
意
義
」

の
両
方
の
面
か
ら
、
双
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
考
え
て
行
く
こ
と
が
大
切
と
思
う
。

五
「
皇
室
制
度
が
長
い
歴
史
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」

こ
の
こ
と
も
、
こ
の
制
度
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。「
歴
史
」と
い
う
こ
と
は
、
皇
室
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

皇
室
に
つ
い
て
は
、
現
行
憲
法
の
下
で
、
現
在
の
制
度
が
形
作
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
長
く
、
ま
た
時
代
に
よ
り
様
々
な
形
を
取
っ
た
皇

室
の
有
り
方
が
あ
る
。
皇
室
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
そ
の
歴
史
的
背
景
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
皇
室
は
長
く
続
く
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
価
値
が
一
層
高
ま
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
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た
だ
、
皇
室
制
度
の
ど
の
よ
う
な
点
を
大
切
に
将
来
長
く
伝
え
て
行
く
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
時
代
の
変
化
や
社
会
の
変
化
を
十
分
考
え
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
不
可
能
な
こ
と
や
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
な
い
こ
と
を
長
く
続
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
最
も
大
事
な
こ
と
を
長
く
続
け
る
こ
と

が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
皇
室
制
度
は
、大
き
く
分
け
て
、制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
活
動
す
る
三
つ
の
主
体
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

第
一
の
主
体
は
「
天
皇
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
「
皇
室
」
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
二
の
主
体
は
「
国
民
」
で
あ
る
。
国
民
は
、
象
徴
天
皇
制
度
を
定
め
た
者
で
あ
り
、
制
度
の
制
定
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
象
徴
天
皇
制
度
の

も
た
ら
す
結
果
の
享
受
者
で
あ
る
と
考
え
る
。

第
三
の
主
体
は
「
政
府
」
で
あ
る
。
内
閣
と
考
え
て
も
よ
い
。
政
府
は
、
象
徴
天
皇
制
度
を
運
用
し
て
行
く
上
で
の
責
任
者
と
い
う
立
場
に
あ
る
と
考

え
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、「
皇
室
制
度
は
、
皇
室
と
国
民
と
の
信
頼
関
係
に
よ
り
成
立
し
維
持
さ
れ
て
い
る
」
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
の

維
持
に
つ
い
て
政
府
の
果
た
す
役
割
は
大
変
重
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
三
つ
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
、
こ
う
し
た
皇
室
制
度
の
持
つ
特
徴
か
ら
生
ず
る
課
題
を
示
し
て
い
る
。

第
二
章

具
体
的
な
課
題
―
―
制
度
の
特
徴
と
の
関
係
か
ら

一
「
皇
太
子
殿
下
退
位
」
論
、
皇
太
子
妃
殿
下
批
判

皇
太
子
妃
殿
下
の
御
病
気
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
五
年
一
二
月
に
、
帯
状
庖
疹
の
治
療
と
、
そ
れ
に
続
く
御
療
養
が
発
表
さ
れ
て
、
当
分
の
間
の
御
静

養
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
半
年
後
の
平
成
一
六
年
七
月
に
、「
一
連
の
ス
ト
レ
ス
を
主
要
な
要
因
と
す
る
適
応
障
害
に
よ
り
不
安
や
抑
う
つ
気

分
が
現
れ
、
ご
公
務
は
困
難
な
状
態
と
判
断
」
と
公
表
さ
れ
た
。

以
来
、
ほ
ぼ
十
年
を
経
過
し
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
御
体
調
の
変
化
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
、
公
的
な
御
活
動
を
十
分
に
な
さ
る
こ
と
が
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出
来
る
ま
で
の
御
回
復
に
は
至
っ
て
い
な
い
御
様
子
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
当
初
は
妃
殿
下
を
批
判
す
る
声
は
な
か
っ
た
が
、
御
静
養
が
長
引
く
に
つ
れ
て
、
皇
室
と
い
う
環
境
に
な
じ
む
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
皇
室
か
ら
出
て
行
く
べ
き
と
い
う
極
端
な
議
論
す
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

ま
た
、
妃
殿
下
が
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
皇
太
子
殿
下
に
対
し
て
も
、
妃
殿
下
に
対
し
て
も
う
少
し
お
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
を
示
す
べ
き
で
あ

る
と
か
、
或
い
は
、
妃
殿
下
が
皇
后
と
し
て
そ
の
役
割
を
な
さ
る
の
は
御
無
理
で
あ
り
、
皇
太
子
殿
下
は
、
皇
位
継
承
順
序
第
一
位
の
地
位
を
弟
で
あ
る

秋
篠
宮
殿
下
に
譲
る
べ
き
で
あ
る
と
か
、
皇
太
子
殿
下
と
妃
殿
下
は
離
婚
す
べ
き
、
皇
太
子
殿
下
と
妃
殿
下
は
（
愛
子
内
親
王
殿
下
も
伴
っ
て
）
皇
籍
を

離
脱
す
べ
き
と
い
っ
た
、
随
分
過
激
な
意
見
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
国
民
の
中
で
公
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
中
、
宗
教
学
者
の
山
折
哲
雄
氏
が
、「
新
潮
45
」
と
い
う
雑
誌
の
平
成
二
五
年
三
月
号

に
「
皇
太
子
殿
下
、
ご
退
位
な
さ
い
ま
せ
」
と
い
う
論
考
を
発
表
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
記
事
を
他
の
雑
誌
や
新
聞
な
ど
が
記
事
に
し
て
取
り
上
げ
、
ま
た

反
論
も
さ
れ
る
な
ど
、
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
一
連
の
出
来
事
が
皇
室
制
度
の
持
つ
特
徴
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
を
考
え
た
い
。

㈠
「
皇
室
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
と
共
に
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に
関
す
る
制
度
と
し
て
の
面
を
持
つ
こ
と
」
と
の
関
係

こ
れ
は
、
皇
室
制
度
の
様
々
な
面
と
関
係
し
て
来
る
が
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
に
つ
い
て
の
問
題
と
の
関
係
で
言
う
と
、
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に

関
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
一
族
の
あ
り
方
に
関
す
る
評
価
が
、
制
度
そ
の
も
の
の
評
価
に
つ
な
が
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る

と
考
え
る
。
皇
太
子
殿
下
と
、
皇
太
子
妃
殿
下
を
批
判
・
攻
撃
す
る
こ
と
で
、
皇
室
制
度
自
体
を
弱
体
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。例

え
ば
、
最
も
極
端
な
も
の
が
、
現
在
の
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
が
、
皇
太
子
殿
下
が
御
即
位
後
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
皇
と
い

う
制
度
は
い
ら
な
い
、
皇
室
制
度
は
も
う
終
わ
り
だ
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

或
い
は
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
の
御
様
子
を
拝
見
し
て
い
る
と
、
制
度
自
体
に
無
理
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
非
人
間
的
な
制
度
、
不
合
理
な
制
度
は
無

く
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
も
つ
な
が
る
。
皇
室
制
度
の
た
め
を
思
っ
て
の
議
論
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
批
判
が
皇
族
批
判
に
留
ま
ら
ず
、
制
度
批
判
に
な
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る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
本
来
、
あ
る
事
柄
を
批
判
す
る
場
合
、
そ
の
批
判
対
象
の
こ
と
を
詳
し
く
研
究
し
検
討
し
な
い
で
批
判
す
る
こ
と
は
、
有
害
無
益
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
、
皇
室
制
度
は
、
そ
の
仕
組
み
の
上
か
ら
、
特
に
御
日
常
の
御
生
活
に
関
す
る
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
情
報
し
か
表
に
出
な
い
制
度
な
の
で
、
そ

う
し
た
中
で
皇
族
方
を
批
判
す
る
こ
と
に
は
、
も
と
も
と
無
理
が
あ
る
。

評
価
や
批
判
の
対
象
で
あ
る
皇
族
に
直
接
接
す
る
こ
と
は
困
難
な
中
で
、
勢
い
、
そ
の
評
価
や
批
判
は
、
表
に
出
て
い
る
限
ら
れ
た
情
報
や
事
実
、
或

い
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
た
噂
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
い
わ
ば
危
な
い
議
論
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

ま
た
、
反
論
も
で
き
な
い
、
或
い
は
事
実
を
公
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
お
立
場
の
方
々
で
あ
る
皇
族
方
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
情
報
で
、
限
ら
れ
た

視
点
か
ら
の
批
判
を
す
る
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
細
心
の
注
意
と
多
く
の
留
保
を
付
け
た
上
で
な
い
と
、
的
外
れ
の
批
判
と
な
る
。

私
は
、
山
折
氏
の
議
論
も
、
御
本
人
の
意
図
や
皇
室
へ
の
思
い
は
と
も
か
く
、
そ
の
議
論
が
も
た
ら
す
影
響
に
対
し
て
慎
重
な
配
慮
に
欠
け
た
議
論
だ

と
思
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
当
事
者
の
お
考
え
や
実
情
に
関
す
る
情
報
が
不
確
か
な
中
で
、
議
論
を
行
い
、
或
い
は
解
決
方
法
を
示
し
、
或
い
は
、
批
判
を
す
る

と
、
議
論
の
対
象
と
な
る
方
々
の
側
か
ら
す
る
と
、
私
た
ち
の
こ
と
を
ど
こ
ま
で
分
か
っ
て
い
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
の
に
解
決
方
法
を
提
示
し
た
り
、

批
判
だ
け
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
想
定
を
述
べ
る
こ
と
自
体
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
う
し
た
こ

と
に
な
れ
ば
、
当
事
者
の
お
立
場
は
大
変
辛
い
も
の
に
な
る
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
私
は
議
論
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
議
論
を
す
る
際
に
は
、
確
か
な
情
報
を
持
っ
て
、
よ
ほ

ど
慎
重
に
行
わ
な
い
と
、
事
態
を
好
転
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

他
方
、
国
民
の
側
も
、
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
記
事
に
出
て
い
る
こ
と
は
話
半
分
で
も
、
お
よ
そ
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
漠
然
と

受
け
止
め
る
向
き
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
皇
室
制
度
を
支
え
る
重
要
な
お
立
場
に
あ
る
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
へ
の
国
民
の
敬
愛
の
思
い
と
い
う

も
の
は
、
低
下
し
て
行
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
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こ
う
し
た
こ
と
が
積
み
重
な
っ
て
行
く
と
、
国
民
と
皇
室
の
相
互
の
信
頼
関
係
を
損
ね
、
制
度
の
根
本
か
ら
崩
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
は
大
き

く
、
何
と
か
こ
う
し
た
動
き
を
鎮
め
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

㈡
「
象
徴
論
と
行
為
論
（
象
徴
と
公
的
御
活
動
の
意
義
）」
と
の
関
係

そ
し
て
も
う
一
つ
、
皇
室
制
度
の
基
本
的
特
徴
に
関
わ
る
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
皇
室
制
度
は
、
皇
室
の
方
々
の
御
活
動
に
よ
り

そ
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
こ
と
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

皇
太
子
同
妃
両
殿
下
へ
の
批
判
の
背
景
に
あ
る
事
実
と
し
て
、
皇
太
子
妃
殿
下
の
公
的
な
御
活
動
が
、
御
病
気
な
ど
の
た
め
難
し
い
の
は
、
已
む
を
得

な
い
に
し
て
も
、
あ
ま
り
に
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
御
静
養
中
の
私
的
な
御
活
動
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
面
を
批
判
す
る
意
見
も
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
将
来
、
皇
后
と
い
う
お
立
場
に
な
っ
た
場
合
、
皇
后
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
役
割
を
果
た
し
て
頂
け
る
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
点
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
象
徴
制
度
と
御
活
動
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

象
徴
天
皇
の
有
り
方
に
つ
い
て
、
従
来
の
議
論
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
、
や
や
極
端
な
言
い
方
を
す
る
と
、
一
つ
は
、
天
皇
は
国
事
行
為
の
み
を
な

さ
り
、
そ
れ
以
外
は
、
私
的
な
御
生
活
に
伴
う
御
活
動
は
当
然
あ
る
が
、
公
的
な
お
立
場
で
の
御
活
動
、
例
え
ば
、
外
国
御
訪
問
、
国
民
体
育
大
会
や
植
樹

祭
な
ど
の
行
事
へ
御
出
席
に
な
る
た
め
の
地
方
へ
の
お
出
ま
し
、
国
会
開
会
式
や
戦
没
者
追
悼
式
へ
の
お
出
ま
し
、
或
い
は
福
祉
施
設
御
訪
問
、
宮
中
晩

餐
や
園
遊
会
へ
の
お
出
ま
し
な
ど
な
ど
、
こ
う
し
た
公
的
な
御
活
動
を
全
く
な
さ
ら
な
く
て
も
天
皇
は
象
徴
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
一
方
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
考
え
方
と
は
逆
に
、
天
皇
の
国
事
行
為
だ
け
で
は
、
象
徴
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
ず
、
今
述
べ
た
よ
う
な
様
々
な
幅
広
い
御
活
動

を
な
さ
る
こ
と
に
よ
り
、
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

世
論
調
査
な
ど
を
見
る
と
、
後
者
の
考
え
方
の
国
民
は
多
い
よ
う
で
あ
る
し
、
今
上
陛
下
御
自
身
も
記
者
会
見
な
ど
の
場
で
、
象
徴
の
有
り
方
に
関
し

て
、
こ
う
し
た
お
気
持
ち
を
お
示
し
に
な
っ
て
居
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
現
在
の
天
皇
陛
下
の
象
徴
と
し
て
の
有
り
方
を
、
多
く

の
国
民
が
支
持
し
て
い
る
と
思
う
し
、
ま
た
、
皇
后
陛
下
も
御
配
偶
と
し
て
、
天
皇
陛
下
を
お
支
え
に
な
り
、
御
活
動
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
、

多
く
の
国
民
は
支
持
し
て
い
る
と
思
う
。
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こ
の
よ
う
な
両
陛
下
の
ご
活
動
は
、
両
陛
下
の
大
変
な
御
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
誠
に
有
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
歴
代
の

天
皇
・
皇
后
の
有
り
方
の
積
み
重
ね
と
い
う
歴
史
も
あ
る
。

た
だ
、
象
徴
制
度
の
有
り
方
と
い
う
面
か
ら
考
え
た
場
合
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
幅
広
い
考
え
方
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
有
り
方
と
異
な
る
面
が

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
国
民
の
期
待
に
沿
う
有
り
方
で
あ
れ
ば
皇
室
の
有
り
方
と
し
て
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と

思
う
。
公
的
な
御
活
動
と
い
う
も
の
も
、
本
来
、
制
度
と
し
て
定
め
て
、
皇
室
の
方
々
に
義
務
づ
け
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
皇

室
の
方
々
が
、
そ
の
時
々
の
国
民
の
期
待
に
応
え
る
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
し
召
し
に
よ
っ
て
、
国
民
の
た
め
に
な
さ
っ
て
頂
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
意
味
で
、
制
度
化
に
な
じ
み
難
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
制
度
を
柔
軟
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
、
制
度
の
意
義
を
深
め
る
と
い

う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
ど
の
よ
う
な
御
活
動
が
皇
室
に
と
っ
て
の
公
的
な
御
活
動
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
難
く
な
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
上
の
仕
組
み
の
中
で
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
と
思
う
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
有
り
方
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
ど
の
よ
う

な
有
り
方
が
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
行
く
こ
と
が
、
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

皇
太
子
殿
下
或
い
は
同
妃
殿
下
は
、
既
に
、
こ
れ
か
ら
の
象
徴
の
有
り
方
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
持
ち
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で

あ
る
か
は
、
国
民
は
余
り
心
配
を
し
な
い
で
、
待
つ
こ
と
の
方
が
結
果
的
に
良
い
方
向
に
向
か
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

妃
殿
下
を
批
判
す
る
人
の
中
に
は
、
こ
の
ま
ま
皇
后
と
な
っ
た
場
合
、
公
的
な
御
活
動
を
ほ
と
ん
ど
な
さ
ら
ず
、
公
の
場
に
姿
を
現
す
こ
と
も
少
な
い

状
態
で
、
皇
室
の
制
度
は
大
丈
夫
か
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
人
も
い
る
が
、
仮
に
、
天
皇
の
御
配
偶
で
あ
る
皇
后
が
、
お
体
の
御
丈
夫
で
な
い
方
で
、
公

の
場
に
お
出
ま
し
が
困
難
な
方
で
あ
っ
て
も
、
制
度
は
十
分
維
持
で
き
る
と
思
う
。
公
の
場
に
お
出
ま
し
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
御
日
常
の
お
過
ご

し
方
が
国
民
の
共
感
を
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
批
判
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
。

象
徴
或
い
は
そ
の
御
配
偶
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
具
体
的
な
有
り
方
と
い
う
も
の
は
、
様
々
で
あ
る
。
現
在
の
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
の
御
様
子
か
ら
、
将

来
の
天
皇
・
皇
后
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
判
断
を
す
る
前
に
、
皇
室
制
度
の
有
り
方
に
つ
い
て
、
柔
軟
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

四
〇
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㈢
「
東
宮
家
と
宮
家
と
の
違
い
」
に
つ
い
て

ま
た
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
記
事
の
中
に
は
、
皇
太
子
殿
下
御
一
家
と
、
皇
太
子
殿
下
の
弟
に
当
た
る
秋
篠
宮
殿
下
の
御
一
家

と
を
比
較
し
、
特
に
両
者
の
お
世
話
体
制
、
お
住
ま
い
や
御
日
常
の
御
生
活
の
た
め
の
費
用
の
額
な
ど
の
較
差
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
問

題
視
す
る
批
判
も
あ
る
。

こ
う
し
た
違
い
が
あ
る
こ
と
が
、
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
思
う
の
で
、
簡
単
に
説
明
し
て
置
き
た
い
。

皇
族
に
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、「
内
廷
皇
族
」
と
「
内
廷
外
皇
族
」
と
い
う
区
分
が
あ
る
。
内
廷
外
皇
族
は
宮
家
皇
族
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
廷
皇
族
と
し
て
、
現
在
、
皇
后
陛
下
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
、
愛
子
内
親
王
殿
下
の
四
方
が
居
ら
れ
る
（
ち
な
み
に
、
天
皇
陛
下
は
、「
天
皇
」
と

い
う
ご
身
分
で
あ
っ
て
「
皇
族
」
で
は
な
い
の
で
、
内
廷
皇
族
で
は
な
い
が
、
宮
内
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
「
内
廷
に
あ
る
方
」
と
し
て
、
内
廷
皇
族

の
四
方
と
御
一
緒
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
香
淳
皇
后
も
御
存
命
中
は
、
皇
太
后
陛
下
と
し
て
内
廷
皇
族
で
あ
り
、
黒
田
清
子
様
も
御
結
婚
ま

で
は
内
廷
皇
族
で
あ
っ
た
。
内
廷
外
皇
族
又
は
宮
家
皇
族
は
、
今
述
べ
た
方
々
以
外
の
皇
族
方
で
、
現
在
、
秋
篠
宮
殿
下
と
御
家
族
（
五
方
）、
常
陸
宮

と
も
ひ
と

殿
下
と
妃
殿
下
（
二
方
）、
三
笠
宮
殿
下
と
妃
殿
下
（
二
方
）、
昨
年
薨
去
さ
れ
た
寛
仁
親
王
殿
下
の
御
家
族
（
三
方
）、
桂
宮
殿
下
（
一
方
）、
高
円
宮
妃

殿
下
と
御
家
族
（
四
方
）
の
一
七
方
が
居
ら
れ
る
。

実
は
、
こ
の
区
別
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
皇
位
継
承
制
度
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
の
皇
位
継
承
制
度
は
、
継
承
の
順
序
に
つ
い
て
は
直
系
の
長
男
の
系
統
を
最
優
先
し
た
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
分
か
り
や
す
く
い
う
と
、
父
親
の

地
位
を
長
男
が
継
承
し
、
そ
の
次
は
次
男
で
は
な
く
、
そ
の
長
男
の
長
男
が
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。

実
際
の
皇
室
の
方
々
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
昭
和
天
皇
の
次
は
、
昭
和
天
皇
の
弟
で
あ
る
秩
父
宮
殿
下
で
は
な
く
、
御
長
男
の
皇
太
子
明
仁
親
王
殿
下

（
今
上
陛
下
）
が
皇
位
に
即
か
れ
た
。
今
上
陛
下
の
皇
位
を
継
承
さ
れ
る
の
は
、
弟
の
常
陸
宮
殿
下
で
は
な
く
、
御
長
男
の
皇
太
子
徳
仁
親
王
殿
下
と
な

る
こ
と
が
、
制
度
上
定
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
将
来
即
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
皇
太
子
殿
下
の
次
に
皇
位
に
即
く
方
は
ど
な
た
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
皇
太
子
殿
下
に
、
今
後
、
男
の
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お
子
様
が
御
誕
生
に
な
れ
ば
、
御
長
男
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
長
男
、
長
男
、
長
男
と
い
う
よ
う
に
継
承
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
制
度
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
天
皇
と
、
将
来
そ
の
地
位
、
す
な
わ
ち

皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
長
男
の
系
統
の
方
々
、
そ
れ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
を
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
天
皇
皇
后
両
陛
下
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
、
愛
子
内
親
王
殿
下
の
五
方
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

天
皇
の
御
子
で
あ
っ
て
も
、
次
男
、
三
男
の
方
は
、
い
わ
ば
天
皇
に
な
る
可
能
性
が
低
い
た
め
、
御
結
婚
等
を
機
会
に
、
内
廷
か
ら
出
ら
れ
て
、
宮
家
の

皇
族
と
な
り
、
そ
の
お
世
話
の
体
制
や
経
済
体
制
も
内
廷
の
皇
族
と
は
異
な
っ
た
体
制
と
な
り
、
内
廷
皇
族
に
比
べ
る
と
簡
素
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
、
天
皇
陛
下
の
御
長
男
で
あ
る
皇
太
子
殿
下
に
は
男
の
お
子
様
が
居
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
皇
太
子
殿
下
の

次
に
皇
位
に
お
即
き
に
な
る
の
は
、
皇
太
子
殿
下
の
お
子
様
で
は
な
く
、
弟
の
秋
篠
宮
殿
下
と
な
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
な
る
と
、
直
系
そ
し
て
長
男
の
系
統
を
将
来
の
天
皇
と
し
て
優
先
し
て
い
る
皇
室
制
度
が
、
い
わ
ば
想
定
し
て
い
な
い
事
態
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ

と
問
題
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

ひ
さ
ひ
と

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
状
況
の
ま
ま
で
あ
る
と
、
将
来
の
天
皇
と
な
る
可
能
性
が
高
い
悠
仁
親
王
殿
下
の
御
教
育
体
制
が
十
分
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
或
い
は
、
皇
太
子
殿
下
の
次
に
即
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
秋
篠
宮
殿
下
や
、
そ
の
御
一
家
の
お
世
話
体
制
が
、

皇
太
子
殿
下
御
一
家
と
差
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
現
在
の
皇
室
制
度
が
、
長
男
の
系
統
を
優
先
す
る
と
い
う
皇
位
継
承
の
有
り
方
を
基
本
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
皇

室
経
済
制
度
や
お
世
話
体
制
の
有
り
方
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
一
部
だ
け
を
手
直
し
す
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
制
度
改

正
に
よ
ら
な
く
て
も
対
応
す
る
方
法
は
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

お
世
話
体
制
は
、
秋
篠
宮
家
の
お
世
話
組
織
と
し
て
法
律
改
正
に
よ
る
よ
う
な
大
が
か
り
な
お
世
話
組
織
、
例
え
ば
東
宮
職
の
よ
う
な
組
織
を
設
け
る

の
で
な
け
れ
ば
、
当
面
、
実
際
の
お
世
話
に
必
要
な
人
数
と
適
切
な
職
種
の
人
を
秋
篠
宮
家
に
配
置
す
る
こ
と
で
対
応
し
て
行
く
こ
と
は
、
法
改
正
を
し

な
く
て
も
可
能
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
政
府
部
内
で
の
調
整
は
必
要
で
あ
ろ
う
）。

ま
た
、
皇
室
経
済
に
つ
い
て
は
、
皇
室
経
済
法
な
ど
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
後
、
皇
太
子
殿
下
が
即
位
さ
れ
、
秋
篠
宮
殿
下
が
皇
嗣
（
皇
位
継

承
順
位
第
一
位
の
皇
族
）
と
な
っ
た
場
合
、
皇
嗣
の
皇
族
費
を
、
例
え
ば
、
現
在
の
三
倍
に
す
る
と
い
う
改
正
を
行
え
ば
、
実
情
に
即
し
た
対
応
に
な
る

四
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か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
法
律
改
正
を
行
う
こ
と
を
避
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
内
廷
費
か
ら
秋
篠
宮
家
の
皇
族
費
を
補
う
と
い
う
こ
と
も
、
関
係
の
方
々
の
御
了
解
が
あ
れ

ば
、
法
改
正
を
し
な
く
と
も
、
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
お
世
話
の
有
り
方
の
問
題
の
よ
う
に
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
へ
の
批
判
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
問
題
で
あ
っ
て
も
、
皇
太
子

同
妃
両
殿
下
の
お
考
え
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
御
本
人
た
ち
の
み
が
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
、
大
変
お
気
の
毒
で
あ
り
、
ま
た
制
度
に
と
っ
て
も
心
配
な
こ
と
で
あ
る
。
制
度
が

持
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
を
変
え
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
特
定
の
個
人
を
そ
の
問
題
の
原
因
で
あ
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
原
因

と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
人
を
排
除
す
れ
ば
、
制
度
の
持
つ
問
題
が
解
決
す
る
か
の
よ
う
な
議
論
は
、
ど
の
よ
う
に
議
論
を
重
ね
て
も
問
題
の
解
決
に
な

ら
な
い
。

か
え
っ
て
、
皇
室
制
度
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
基
本
、
す
な
わ
ち
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
の
ご
存
在
が
あ
っ
て
の
制
度
と
い
う
も
の
を
崩
す
こ
と
に
な

る
。
制
度
の
担
い
手
で
あ
る
方
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
排
除
を
誘
導
す
る
こ
と
は
、
皇
室
制
度
の
将
来
に
と
っ
て
、
大
変
危
険
な
動
き
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
を
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
皇
太
子
殿
下
「
退
位
」
論
・
皇
太
子
妃
殿
下
批
判
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
次
に
述
べ
る
事
例
で
あ

る
皇
位
継
承
制
度
を
巡
る
議
論
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

皇
太
子
妃
殿
下
が
、
体
調
が
優
れ
ず
御
静
養
が
始
ま
っ
た
時
期
と
、
皇
位
継
承
制
度
を
巡
る
議
論
が
始
ま
っ
た
時
期
は
、
同
時
期
で
は
な
い
が
、
皇
位

継
承
制
度
の
あ
り
方
を
巡
り
議
論
の
対
立
が
鮮
明
に
な
り
、
ま
た
悠
仁
親
王
殿
下
が
御
誕
生
に
な
り
、
皇
位
継
承
制
度
を
巡
る
議
論
が
沙
汰
や
み
と
な
っ

て
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
皇
太
子
妃
殿
下
へ
の
批
判
が
強
く
な
っ
て
来
て
い
る
。

こ
れ
は
、
妃
殿
下
の
御
静
養
が
長
引
い
て
き
た
時
期
と
、
丁
度
、
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
次
の
皇
位
継
承
者
に
つ

い
て
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
、
批
判
が
皇
太
子
殿
下
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
遂
に
は
、
次
の
皇
位
継
承
者
を
人
為
的
に
変
え
る
べ
き
と
い
う
意
見
が
公

に
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
次
に
「
皇
位
継
承
制
度
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
述
べ
て
置
き
た
い
。

二

皇
位
継
承
制
度
を
巡
る
最
近
の
議
論

㈠

議
論
の
経
緯
・
概
要

筆
者
は
、
こ
の
皇
位
継
承
制
度
が
平
成
一
七
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
大
き
な
議
論
と
な
っ
た
際
に
開
催
さ
れ
て
い
た
「
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者

会
議
」
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
座
長
代
理
（
座
長
は
、
吉
川
弘
之
元
東
大
総
長
）
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。

こ
の
有
識
者
会
議
で
の
議
論
は
一
年
程
度
で
あ
っ
た
が
、
皇
位
継
承
制
度
の
有
り
方
を
巡
る
議
論
は
、
大
変
大
き
な
議
論
と
な
り
、
現
在
ま
で
続
い
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
が
、
ま
だ
今
後
解
決
に
向
け
て
の
見
通
し
が
、
根
本
的
に
は
立
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。

こ
の
有
識
者
会
議
は
、
当
時
、
皇
室
に
は
、
皇
太
子
殿
下
と
秋
篠
宮
殿
下
の
次
の
世
代
に
男
子
の
御
誕
生
が
な
く
、
皇
位
継
承
者
を
男
系
の
男
子（
男
系

と
は
、「
天
皇
と
男
性
の
み
で
血
統
が
つ
な
が
る
子
孫
を
男
系
子
孫
と
い
う
」
と
い
う
説
明
を
す
る
）
に
限
っ
て
い
る
現
行
の
皇
位
継
承
制
度
の
ま
ま
で

は
、将
来
皇
位
継
承
者
が
不
在
に
な
る
と
い
う
事
態
に
な
り
、こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、検
討
を
行
う
会
議
で
あ
っ
た
。

こ
の
会
議
の
結
論
と
し
て
は
、
男
系
男
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
限
定
し
て
い
る
現
行
制
度
で
は
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
制
度
と
は
な
ら
ず
、
皇
位
継
承

資
格
を
女
性
・
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
皇
位
継
承
資
格
を
男
系
男
子
に
限
定
し
て
い
る
制
度
を
、
そ
の
歴
史
に
鑑
み
、
維
持
す
べ
き
と
い
う
立
場
か
ら
、
戦
後
、
皇
籍
離
脱

さ
れ
た
方
々
の
男
系
男
子
子
孫
を
皇
族
と
し
、
そ
の
方
々
と
そ
の
男
系
男
子
子
孫
に
皇
位
継
承
資
格
を
持
っ
て
頂
く
こ
と
で
、
問
題
を
解
決
す
べ
き
、
と

い
う
意
見
が
出
さ
れ
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
の
い
ず
れ
の
方
向
に
よ
り
制
度
改
正
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
結
論
が
出
ず
、
問
題
は
先
送

り
と
な
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

こ
の
間
、
平
成
一
八
年
に
悠
仁
親
王
殿
下
が
御
誕
生
に
な
り
、
皇
太
子
殿
下
と
秋
篠
宮
殿
下
の
次
の
世
代
に
皇
位
継
承
資
格
者
が
不
在
と
い
う
事
態
は

回
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
が
全
く
解
決
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

な
お
、
昨
年
、
こ
の
皇
位
継
承
問
題
と
は
別
に
、
皇
室
の
御
活
動
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
、
内
親
王
殿
下
方
の
御
結
婚
後
の
御
身
分
等
に
つ
い
て
議

論
が
行
わ
れ
、
筆
者
は
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
内
閣
官
房
参
与
と
い
う
立
場
で
関
わ
っ
た
が
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
皇
位
継
承
制
度
と
は
別
の

四
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問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
述
べ
な
い
。

㈡

制
度
と
の
関
係

皇
位
継
承
資
格
者
を
確
保
す
る
と
い
っ
て
も
、
制
度
の
想
定
す
る
皇
族
、
つ
ま
り
男
子
皇
族
で
あ
る
が
、
男
子
皇
族
の
御
誕
生
が
な
い
限
り
確
保
は
で

き
な
い
。
皇
室
は
特
定
の
限
ら
れ
た
方
々
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
方
か
ら
皇
位
継
承
資
格
者
を
補
う
こ
と
は
、
制
度
は
想
定
し

て
い
な
い
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
制
度
は
、
皇
位
継
承
資
格
を
男
系
男
子
に
限
定
し
て
い
る
。

こ
の
男
系
男
子
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
側
室
制
度
の
存
在
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
・
伝
統
を
継
続
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
す

べ
て
を
継
承
す
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
時
代
や
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
継
承
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
場
合
の
対
応
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
る
と
、
歴
史
や
伝
統
の
中
か
ら
何
を
継
承
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
制
度
の
継
続
が
困
難
に
な

る
こ
と
に
も
な
る
し
、
或
い
は
継
続
が
可
能
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
思
う
。

皇
室
制
度
の
特
徴
で
あ
る
長
い
歴
史
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ
の
歴
史
の
中
か
ら
、
将
来
に
向
け
て
何
を
引
き
継
い
で
行
く
べ
き
か
が
、
今
後
の
議
論
の

鍵
と
な
ろ
う
。

次
に
、「
皇
室
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に
関
す
る
制
度
と
し
て
の
面
を
持
つ
こ
と
」
と
い
う
制
度
の
特
徴
と

の
関
係
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
皇
位
継
承
制
度
の
問
題
を
ど
う
議
論
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
来
る
事
柄
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
皇
位
継
承
制
度
は
国
の
制
度
で
あ
り
、
国
会
が
そ
れ
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
皇
位
継
承
制
度
は
、
天
皇
家
の
後
継
ぎ
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
、
皇
室
の
方
々
の
お
考
え
と
無
関
係
に
決
め
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

皇
位
継
承
制
度
が
有
す
る
こ
の
二
面
性
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
難
し
く
し
て
い
る
と
同
時
に
解
決
の
糸
口
を
示
唆
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
よ

う
に
、
今
後
の
議
論
が
見
え
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
皇
位
継
承
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
て
行
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
置

き
た
い
。
こ
れ
は
、
皇
室
制
度
に
と
っ
て
、
何
が
基
本
・
根
本
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
「
有
識
者
会
議
」
の

報
告
書
は
、
次
の
よ
う
な
条
件
を
挙
げ
て
い
る
。
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①

国
民
の
理
解
と
支
持
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
皇
位
継
承
制
度
が
国
の
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
国
民
の
支
持
が
得
ら
れ
る
制
度
で
な
い
と
、
制

度
と
し
て
不
安
定
で
あ
る
し
、
皇
室
の
制
度
が
国
民
の
気
持
ち
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
と
、
国
民
と
共
に
あ
る
皇
室
と
は
言
え
な
く
な
る
。

た
だ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
、
難
し
い
問
題
も
あ
る
。
一
つ
は
国
民
の
理
解
と
支
持
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う

に
し
て
判
断
す
る
か
、
見
極
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

手
続
上
は
、
法
律
を
国
会
で
審
議
し
定
め
る
こ
と
で
、
国
民
の
意
思
に
沿
っ
た
制
度
が
で
き
上
が
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
過
程
で
、
ど
こ
ま
で

国
民
が
真
剣
に
皇
室
の
制
度
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
考
え
を
表
明
し
、
世
論
が
形
作
ら
れ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
余
程
、
皇
室
の
制
度
、

或
い
は
制
度
の
背
景
に
あ
る
歴
史
や
実
情
に
詳
し
く
な
い
と
、
判
断
が
難
し
い
こ
と
が
多
く
あ
る
。
日
頃
か
ら
、
皇
室
の
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
や
、

考
え
る
た
め
の
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
、
積
極
的
な
姿
勢
が
必
要
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
、
国
民
の
中
で
意
見
の
対
立
が
大
き
く
な
る
と
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
皇
位
継
承
制
度
が
ど
の

よ
う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
国
民
一
人
一
人
の
判
断
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
っ
て
い
る
皇
室
観
、
そ
れ
ぞ
れ
の
描
く
望
ま
し
い

皇
室
像
が
あ
る
と
思
う
。
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
信
念
、
価
値
観
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
妥
協
点
を
見
出
す

こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
一
旦
意
見
の
相
違
が
生
ず
る
と
、
容
易
な
こ
と
で
は
解
決
策
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
難
し
さ
が
、
こ
の
皇
位
継

承
問
題
の
議
論
に
つ
い
て
あ
る
が
、
問
題
を
放
置
せ
ず
に
、
冷
静
に
議
論
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

②

伝
統
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

天
皇
と
い
う
御
存
在
は
、
我
が
国
の
歴
史
、
伝
統
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
制
度
の
根
拠
は
憲
法
に
あ
る
が
、
憲
法
が
歴
史
・
伝
統
と
無
関
係
に

天
皇
に
つ
い
て
定
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
在
の
皇
位
継
承
制
度
も
、
皇
室
の
歴
史
・
伝
統
を
反
映
し
た
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
点

に
つ
い
て
も
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
に
内
在
す
る
難
し
い
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
。

長
い
歴
史
の
中
で
、
制
度
の
有
り
方
に
は
変
化
も
あ
る
し
、
伝
統
と
言
っ
て
も
、
古
代
か
ら
続
く
伝
統
、
或
い
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
伝
統
な
ど
、

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
ど
う
い
う
事
柄
を
尊
重
し
て
行
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
共
通
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
皇
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室
が
社
会
の
変
化
や
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
そ
の
有
り
方
を
変
え
て
来
て
い
る

こ
と
も
、
歴
史
的
な
事
実
で
あ
り
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
伝
統
と
は
何
か
、

ま
た
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
伝
統
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
く

考
え
て
行
か
な
い
と
、
伝
統
を
守
る
た
め
に
制
度
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
す
ら
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。

③

制
度
と
し
て
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

こ
れ
は
、
皇
位
継
承
制
度
が
国
の
基
本
に
関
わ
る
制
度
で
あ
り
、
ま
た
特
定

の
方
々
を
対
象
と
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、中
長
期
的
視
野
に
立
ち
、先
々

の
こ
と
を
考
え
、
制
度
が
不
安
定
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
皇
位
継
承
資
格
者
が
多
す
ぎ
て
も
少
な
す
ぎ
て
も
制
度
は
不
安

定
に
な
る
。
皇
位
継
承
を
巡
っ
て
、
歴
史
上
見
ら
れ
た
よ
う
な
争
い
が
あ
っ
て

は
困
る
の
で
、
皇
族
方
に
つ
い
て
、
そ
の
有
り
方
を
国
民
が
評
価
し
、
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
例
え
ば
、
先
ほ
ど
話
題
に
し
た
よ
う
な
、
皇
太
子
を

廃
位
で
き
る
よ
う
な
制
度
で
は
、
争
い
を
生
む
原
因
に
な
る
。

ま
た
、
制
度
が
次
々
と
変
わ
る
よ
う
で
は
、
制
度
を
担
う
方
々
が
御
自
身
の

役
割
に
つ
い
て
先
々
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、「
有
識
者
会
議
」
の
報
告
書
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
制
度
の

安
定
の
た
め
に
は
、
制
度
を
運
用
す
る
当
事
者
と
し
て
の
皇
室
の
お
気
持
ち
に

沿
う
よ
う
な
制
度
で
あ
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
皇
室
の
こ
と
は
、
皇
室
の
中

に
居
ら
れ
る
方
が
、
最
も
分
か
っ
て
居
ら
れ
る
と
思
う
。

ま
た
、
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
に
よ
り
、
皇
室
の
構
成
や
皇
族
方
の
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将
来
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
制
度
を
ど
の
よ
う
に
変
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
皇
室
の
方
々
の
お
考
え
や
お
気
持
ち
を
尊
重
す
る
こ
と
が
、

制
度
の
た
め
に
必
要
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

皇
位
継
承
制
度
の
よ
う
な
皇
室
の
根
本
に
関
わ
る
制
度
に
つ
い
て
、
皇
室
の
方
々
の
お
考
え
を
反
映
す
る
こ
と
が
制
度
上
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

問
題
解
決
を
よ
り
複
雑
、
困
難
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。

今
後
こ
の
問
題
に
ど
う
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
皇
室
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
と
共
に
特
定
の
限
ら
れ
た
御

一
族
に
関
す
る
制
度
と
し
て
の
面
を
持
つ
こ
と
」
と
の
関
係
に
よ
る
問
題
も
あ
わ
せ
て
、
次
の
話
題
で
あ
る
「
皇
室
の
政
治
利
用
の
問
題
」
に
つ
い
て
述

べ
た
後
、
最
後
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

三

皇
室
の
政
治
利
用
の
問
題

㈠
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
へ
の
御
臨
席
に
つ
い
て

ま
ず
、
先
日
開
催
さ
れ
た
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
へ
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な

さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
。

こ
の
式
典
へ
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
出
ま
し
が
、
ど
の
よ
う
な
手
続
で
決
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
大
事
な
こ

と
な
の
で
、
ま
ず
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

こ
の
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
へ
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
出
ま
し
は
、
公
的
な
お
立
場
で
の
御
活
動
で
あ
る
が
、
閣
議
決

定
と
い
う
手
続
が
さ
れ
て
い
る
。

天
皇
の
行
為
が
す
べ
て
閣
議
を
経
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
機
会
に
、
天
皇
の
国
事
行
為
と
閣
議
決
定
に
つ
い
て
述
べ
て
置
き
た
い
。

憲
法
第
七
条
は
、
天
皇
の
国
事
行
為
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
〇
号
に
「
儀
式
を
行
ふ
こ
と
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
定
め
て
い
る
「
儀
式
」

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
儀
式
を
、
国
事
行
為
た
る
儀
式
と
し
て
天
皇
が
行
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
閣
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
新
年
祝
賀

の
儀
」「
大
喪
の
礼
」「
即
位
の
礼
」「
皇
太
子
結
婚
式
」
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
こ
の
国
事
行
為
と
し
て
の
儀
式
を
決
定
し
た
閣
議
決
定
は
、「
天
皇
は
…
行
う
も
の
と
す
る
」「
国
の
儀
式
と
し
て
…
を
行
う
」
と
い
う
内
容
に

四
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な
っ
て
い
る
。
こ
の
決
定
は
、
天
皇
に
儀
式
を
行
う
こ
と
を
お
願
い
す
る
と
い
う
決
定
で
は
な
く
、「
国
の
機
関
た
る
天
皇
が
儀
式
を
行
う
こ
と
」
を
決

定
し
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
決
定
に
よ
っ
て
、
天
皇
は
国
の
機
関
と
し
て
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
当
該
儀
式
を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
本
題
に
戻
る
と
、
こ
の
式
典
へ
の
御
臨
席
は
天
皇
の
国
事
行
為
で
は
な
く
、
公
的
行
為
で
あ
る
が
、
閣
議
決
定
と
い
う
手
続
が
な
さ
れ
て
い
る
。

天
皇
の
公
的
行
為
に
つ
い
て
閣
議
決
定
と
い
う
手
続
が
な
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
戦
没
者
追
悼
式
へ
の
行
幸
啓
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
天
皇

皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
を
仰
ぎ
実
施
す
る
こ
と
が
閣
議
決
定
の
「
別
紙
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
例
は
こ
れ
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
外
国
御
訪
問
の
よ
う
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
日
本
を
離
れ
ら
れ
る
場
合
に
、
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
、
国
内
の
お
出
ま
し
で
も
、

被
災
地
へ
の
行
幸
啓
や
、
戦
後
五
〇
年
に
当
た
っ
て
の
長
崎
県
・
広
島
県
や
沖
縄
県
な
ど
へ
の
行
幸
啓
の
よ
う
に
、
余
り
例
の
な
い
行
幸
啓
で
あ
り
、
そ

の
行
幸
啓
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
の
責
任
を
明
確
に
し
て
置
く
こ
と
が
必
要
な
場
合
な
ど
も
、
閣
議
に
報
告
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

さ
て
、
今
回
の
、「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
へ
の
両
陛
下
御
臨
席
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
閣
議
決
定
で
お
出
ま

し
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
七
年
条
約
第
五
号
）
の
発
効
に
よ
る
我
が
国
の
完
全
な
主
権
回
復
及
び
国
際
社
会
復
帰
六
〇
年
の
節
目
を
記
念
し
、

我
が
国
に
よ
る
国
際
社
会
の
平
和
と
繁
栄
へ
の
責
任
あ
る
貢
献
の
意
義
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
と
教
訓
を
い
か
し
、
我
が
国
の
未
来

を
切
り
拓
い
て
い
く
決
意
を
確
固
と
し
た
も
の
に
す
る
た
め
、
下
記
に
よ
り
、
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
を
挙
行
す
る
。」
と
、
先

ず
有
り
、「
記
」
の
1
に
「
式
典
は
、
政
府
主
催
に
よ
り
平
成
二
五
年
四
月
二
八
日（
日
）、
憲
政
記
念
館
に
お
い
て
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
の
下

に
、
各
界
代
表
の
参
加
を
得
て
実
施
す
る
。」
と
、
こ
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
閣
議
決
定
の
内
容
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
御
臨
席
を
お
願
い
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
は
な
く
、「
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
の
下
に
…

実
施
す
る
」
こ
と
を
閣
議
で
決
め
て
い
る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
内
閣
と
し
て
、
式
典
へ
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
を
決
め
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
式
典
へ
の
お
出
ま
し
は
、
内
閣
と
し
て
象
徴
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
有
り
方
で
あ
る
と
考
え
、
更
に
言
え
ば
象
徴
と
し
て

政
治
的
な
御
活
動
を
な
さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
天
皇
の
立
場
を
考
慮
し
た
上
で
、
こ
の
式
典
へ
の
お
出
ま
し
は
、
政
治
的
な
意
味
合
い
は
な
い
と
政
府
が

責
任
を
も
っ
て
御
臨
席
を
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
政
府
が
責
任
を
も
っ
て
政
治
的
な
意
味
合
い
は
な
い
と
し
た
主
権
回
復
記
念
日
へ
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
が
、
な
ぜ

憲法第一章に関連する問題について（園部）
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「
政
治
利
用
」
と
言
わ
れ
る
の
か
。

こ
れ
は
二
つ
の
観
点
か
ら
見
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
式
典
が
本
年
行
わ
れ
る
こ
と
の
背
景
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
本
年
四
月
二
八
日
に
実
施
さ
れ
た
式
典
は
、
今
、
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府
が
政
治
的
に
中
立
の
立
場
で
、
主
権
回
復
及
び
国
際
社
会
復
帰

六
〇
年
の
節
目
を
記
念
し
て
開
催
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
四
月
二
八
日
は
、
こ
れ
ま
で
、
主
権
回
復
記
念
日
国
民
集
会
実
行
委
員
会
な
ど
が
主
催
し
て

「
主
権
回
復
記
念
日
国
民
集
会
」
が
開
催
さ
れ
て
き
た
日
で
も
あ
る
。
こ
の
国
民
集
会
は
、
平
成
九
年
か
ら
毎
年
開
催
さ
れ
、
本
年
も
開
催
さ
れ
た
。
こ

の
国
民
集
会
は
、
四
月
二
八
日
を
「
主
権
回
復
記
念
日
」
と
し
て
国
民
の
祝
日
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
や
、
憲
法
改
正
の
動
き
と
結
び
つ
く
政
治
的
な
意

義
を
持
つ
集
会
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
動
き
と
、
今
回
の
政
府
主
催
の
式
典
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
り
、
政
府
主
催
の
式
典
へ
の

両
陛
下
の
御
臨
席
が
「
政
治
利
用
」
か
ど
う
か
判
断
が
分
か
れ
て
く
る
と
思
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
余
り
議
論
は
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
沖
縄
を
中
心
と
す
る
、
政
府
式
典
へ
の
反
対
の
動
き
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
年
三
月
二
九
日
に
沖
縄
県

議
会
で
「
四
・
二
八
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
に
対
す
る
抗
議
決
議
」
と
い
う
決
議
が
参
考
に
な
る
。

こ
の
決
議
は
、「
日
本
は
一
九
五
一
年
九
月
八
日
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
初
め
と
す
る
連
合
国
諸
国
と
の
間
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
調
印

し
、
翌
年
四
月
二
八
日
に
発
効
し
た
同
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
北
緯
二
九
度
以
南
の
奄
美
・
沖
縄
・
小
笠
原
は
日
本
か
ら
分
離
さ
れ
、
米
国
の
施
政
権
下

に
置
か
れ
た
。

安
倍
首
相
は
国
会
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
で
我
が
国
の
主
権
は
完
全
に
回
復
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
日
を
も
っ
て
日
本
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
沖
縄
は
そ
の
主
権
下
に
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
四
月
二
八
日
は
、
沖
縄
の
人
々
に
と
っ
て
「
屈
辱
の
日
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
中

略
）
沖
縄
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
「
屈
辱
の
日
」
に
、「
主
権
回
復
の
日
」
と
し
て
の
政
府
式
典
を
開
催
す
る
こ
と
は
、
沖
縄
県
民
の
心
を
踏
み
に
じ
り
、

二
度
目
の
沖
縄
切
り
捨
て
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
到
底
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
県
議
会
は
、
今
回
の
政
府
の
式
典
開
催
に
反
対
し
、
強

く
抗
議
す
る
。」
と
い
っ
た
内
容
で
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
の
式
典
開
催
に
対
す
る
反
対
の
動
き
が
沖
縄
を
中
心
に
起
き
た
わ
け
で
あ
る
。

式
典
開
催
に
一
部
で
反
対
が
あ
れ
ば
、
そ
の
式
典
へ
の
御
臨
席
は
、
す
べ
て
政
治
利
用
に
つ
な
が
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な

い
と
思
う
。
問
題
は
、
こ
の
反
対
の
動
き
が
ど
こ
ま
で
政
治
的
な
広
が
り
を
持
つ
動
き
と
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨

席
と
が
何
か
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
が
あ
る
か
ら
反
対
が
や
り
に
く
く
な
っ
た
と
か
、
反
対
の
動
き
を
す
る
人
た
ち
に
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
が
あ
る

大
会
に
反
対
す
る
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
政
治
利
用
と
言
え
よ
う
が
、
そ
こ
ま
で
の
動
き
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
、

一
つ
の
、
判
断
の
分
か
れ
目
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

今
回
の
御
臨
席
が
皇
室
の
政
治
利
用
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
内
容
は
今
ひ
と
つ
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
式
典
の
中
立
性
を
装
う
た
め
に
天
皇
皇

后
両
陛
下
の
御
臨
席
を
仰
い
だ
と
い
う
こ
と
で
、
政
治
利
用
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
政
府
主
催
の
式
典
の
政
治

利
用
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
本
来
、
沖
縄
と
の
関
係
の
問
題
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
先
に
述
べ
た
、
従
来
の
政
治
運
動
と
の
関
係
に
も
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
沖
縄
の
動
き
の
み
に
注
目
が
集
ま
り
、
皇
室
の
政
治
利
用
と
い
う
こ
と
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
ま

た
そ
れ
が
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
も
、
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈡
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
活
動
」
と
皇
室
と
の
関
係
に
つ
い
て

他
に
、
皇
室
の
政
治
利
用
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
も
の
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
活
動
と
皇
室
と
の
関
係
が
あ
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
招
致
活
動
は
、
国
や
都
市
を
挙
げ
て
の
競
争
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ェ
ア
な
競
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
決
定
に
至
る
ま
で
は
、

も
ち
ろ
ん
候
補
地
と
し
て
の
客
観
的
な
評
価
が
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
関
係
者
の
間
で
様
々
な
活
動
が
な
さ
れ
、
決
定
に
至
る
過
程
自
体
が
一
つ
の
政
治

で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
決
定
に
至
る
過
程
で
、
皇
室
の
方
々
が
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
競
争
の
舞
台
に
皇
室
の
方
々
が
立
つ
も
の
で
あ
り
、
中
立
性
、

平
等
性
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
象
徴
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
で
は
な
い
と
思
う
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
が
招
致
へ
の
関
与
に
当
た
る

か
ど
う
か
は
、
そ
の
境
界
が
難
し
い
場
合
が
あ
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
地
選
定
に
向
け
て
現
地
調
査
の
た
め
Ｉ
Ｏ
Ｃ
評
価
委
員
会
が
本
年
三
月
に
来
日
し
た
が
、
そ
の
来
日
期
間
中
に
、
皇
太
子
殿
下
が

赤
坂
の
東
宮
御
所
で
Ｉ
Ｏ
Ｃ
関
係
者
に
お
会
い
に
な
っ
た
。

ま
た
、
同
じ
く
そ
の
期
間
中
に
、
評
価
委
員
が
出
席
し
て
開
催
さ
れ
た
総
理
主
催
の
「
公
式
歓
迎
・
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
五
〇
年
記
念
夕
食
会
」

に
、
高
円
宮
妃
殿
下
が
御
臨
席
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
皇
室
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
活
動
に
関
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
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と
が
一
部
か
ら
は
言
わ
れ
て
い
た
。

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
皇
室
の
御
活
動
は
、
御
活
動
の
場
が
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
評
価
委
員
会
に
対
し
て
東
京
を
積
極
的
に
推
薦
し
評
価
委
員
会
が
評
価
を
行
う

場
で
は
な
く
、ま
た
、御
活
動
の
内
容
も
招
致
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、招
致
活
動
に
当
た
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
、
皇
族
方
が
、
例
え
ば
、
東
京
で
開
催
す
る
よ
う
積
極
的
に
主
張
す
る
場
に
出
向
か
れ
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
な
さ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、

招
致
活
動
を
行
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
、
皇
室
制
度
の
特
徴
・
制
度
の
あ
り
方
の
観
点
か
ら
ど
う
考
え
る
か
、
こ
う
し
た
二
つ
の
事
例
が
最
近
皇
室
を
巡
る
動
き
と

し
て
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
皇
室
と
政
治
と
の
関
係
と
い
う
問
題
が
、
皇
室
制
度
の
有
り
方
を
考
え
る
上
で
、
い
か
に
重
要
な
問
題
で
あ

る
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

こ
れ
は
、
象
徴
天
皇
制
度
に
お
い
て
、
天
皇
・
皇
室
の
権
威
を
維
持
し
そ
の
意
義
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
皇
室
は
政
治
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る

べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

現
行
憲
法
を
制
定
す
る
際
に
も
大
き
な
議
論
と
な
っ
た
が
、
天
皇
が
「
象
徴
で
あ
る
」
た
め
に
、
天
皇
は
政
治
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
べ
き
か
と

い
う
こ
と
は
、
制
度
の
根
本
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を
述
べ
る
。
筆
者
は
、
天
皇
が
国
家
と
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
た
め
に
は
、「
政
治
的
機
能
を
持
つ
統
治
機
構
」
と

「
天
皇
」
と
が
無
関
係
で
あ
っ
て
は
、
天
皇
は
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

た
だ
、
天
皇
と
統
治
機
構
と
の
関
係
は
、
天
皇
は
統
治
機
構
に
権
威
を
付
与
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
こ
が
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
天
皇
が
そ
の

象
徴
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
政
治
か
ら
超
越
し
た
地
位
に
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。

天
皇
が
そ
の
時
々
の
政
府
に
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
立
場
で
あ
っ
て
は
、
統
治
機
構
と
し
て
の
政
府
に
権
威
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
皇
室
と
国
民
と
の
関
係
で
そ
の
信
頼
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
皇
室
と
政
治
と
の
関
係
の
あ
り
方
は
、
重
要
な
問
題
で

あ
る
。

皇
室
制
度
は
特
定
の
血
統
に
属
す
る
方
々
に
関
す
る
制
度
で
あ
り
、
血
統
が
基
本
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、「
皇
室
制
度
は
、
皇
室
の
方
々
の
御
活
動
に
よ
り
そ
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
制
度
」
で
あ
り
、
そ
の
御
活
動
を
通
じ
て
国
民
の
皇
室
像
が
形
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作
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
皇
室
の
方
々
が
特
定
の
政
治
的
課
題
の
実
現
に
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
国
民
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
皇
室
制
度
の
基
本
を
危

う
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
う
。
国
民
に
と
っ
て
は
、
厳
し
い
政
治
状
況
が
続
い
て
も
、
皇
室
が
国
民
を
大
切
に
見
守
り
、
国
民
の
幸
福
を
祈
っ
て
い

る
こ
と
で
国
民
の
心
が
安
ま
る
と
い
う
関
係
が
、
政
治
と
皇
室
と
の
間
に
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
皇
室
が
、
そ
の
時
々
の
政
治
勢
力
に
利
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
、
政
治
の
結
果
に
対
し
て
、
そ
れ
が
良
い
結
果
で
あ
っ
て
も
悪
い
結
果
で
あ
っ
て
も
、
皇
室
に
も
責
任
が
あ
る
よ
う
に
、
国
民
か
ら
見
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
皇
室
の
政
治
利
用
の
問
題
に
は
、
政
府
も
相
当
慎
重
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
思
う
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
事
例
の
う
ち
、
特
に「
主

権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
へ
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
式
典
本
来
の
趣
旨
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り

も
、
沖
縄
と
の
関
係
が
大
き
な
論
点
と
な
っ
た
が
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
昭
和
時
代
か
ら
心
を
寄
せ
て
来
ら
れ
た
沖
縄
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
そ
う
し

た
式
典
へ
の
御
臨
席
を
政
府
が
お
願
い
し
た
こ
と
が
、
結
果
的
に
、
陛
下
の
お
気
持
ち
に
反
す
る
行
為
を
政
府
が
お
願
い
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
国
民
に
受
け
止
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
あ
る
。

と
言
う
の
も
、
こ
の
事
例
を
通
し
て
、
政
府
は
皇
室
の
気
持
ち
に
反
す
る
こ
と
を
、
皇
室
に
強
制
す
る
力
が
あ
り
、
皇
室
は
政
府
の
道
具
で
あ
る
か
の

よ
う
な
印
象
を
持
た
れ
、
政
治
か
ら
離
れ
た
い
わ
ば
世
俗
の
世
界
と
は
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
政
府
の
政
策
実
現
の
た
め
の
一
機
関
で
あ
る
か

の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
い
う
危
険
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

平
成
二
一
年
一
二
月
に
、
天
皇
陛
下
に
中
華
人
民
共
和
国
副
主
席
が
会
う
に
当
た
り
、
そ
の
手
続
を
進
め
る
過
程
で
、
天
皇
の
政
治
利
用
と
解
さ
れ
る

い
ん
け
ん

行
為
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
副
主
席
と
の
御
会
見
（
正
式
に
は
「
御
引
見
」）
の
実
施
に
当
た
っ
て
宮
内
庁
の
当
時

の
羽
毛
田
長
官
か
ら
実
施
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
発
言
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
当
時
の
鳩
山
首
相
や
民
主
党
の
小
沢
幹
事
長
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

見
解
を
述
べ
た
と
い
う
展
開
に
な
り
、
こ
の
過
程
で
天
皇
の
国
事
行
為
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
論
点
に
な
っ
た
が
、「
天
皇
陛
下
は
内
閣
の
決
め
た
こ

と
を
実
施
し
て
頂
き
た
い
」
と
も
解
さ
れ
た
、
小
沢
幹
事
長
の
発
言
も
、
天
皇
と
政
府
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
問
題
提
起
と
な
っ
た
。
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第
三
章

象
徴
天
皇
制
度
の
担
い
手
―
―
皇
室
の
政
治
利
用
の
問
題
に
関
連
し
て

象
徴
天
皇
制
度
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
一
章
が
そ
の
基
本
を
定
め
て
い
る
。
大
変
重
要
な
規
定
で
あ
り
、
制
度
運
用
の
基
礎
で
も
あ
る
が
、
こ
の
規
定

を
読
む
だ
け
で
象
徴
天
皇
制
度
の
具
体
的
な
内
容
が
見
え
て
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

象
徴
天
皇
制
度
は
、
大
き
く
分
け
て
、
三
つ
の
主
体
、
す
な
わ
ち
制
度
の
担
い
手
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
。

主
体
の
第
一
は
、「
皇
室
」
で
あ
る
。

天
皇
陛
下
は
、
制
度
を
事
実
上
動
か
し
て
頂
く
最
も
中
心
と
な
る
主
体
の
お
立
場
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
お
立
場
（
す
な
わ
ち
、
象
徴
と
し

て
の
天
皇
で
あ
る
お
立
場
で
あ
る
が
）
に
あ
る
こ
と
を
、
憲
法
を
通
し
て
天
皇
に
お
願
い
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
私
の
理
解
で
あ
る
。

な
ぜ
国
民
が
、
天
皇
を
象
徴
で
あ
る
と
定
め
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
問
題
が
あ
る
が
、
簡
単
に
言
う
と
、
我
が
国
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
天

皇
が
象
徴
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
御
存
在
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
皇
室
と
政
治
と
い
う
問
題
と
は
離
れ
る
の

で
、
こ
れ
以
上
の
説
明
は
省
く
が
、
こ
の
点
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

主
体
の
第
二
は
、「
国
民
」
で
あ
る
。
国
民
は
、
制
度
の
制
定
者
で
あ
り
、
制
度
の
享
受
者
で
あ
る
と
す
で
に
述
べ
た
が
、
具
体
的
に
は
、
次
の
通
り

で
あ
る
。

象
徴
天
皇
制
度
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
は
、
仮
に
国
内
の
政
治
的
な
対
立
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
天
皇
と
い
う
御
存
在

に
よ
り
国
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
思
い
、
い
わ
ば
安
心
感
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
国
の
施
策

が
時
に
は
国
民
に
と
っ
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
が
国
民
一
人
一
人
の
こ
と
を
気
遣
い
、
国
民
を
励
ま
し
、
そ
し
て
労
わ
れ
る
。
東
日
本
大
震

災
の
際
に
果
た
し
た
皇
室
の
御
活
動
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
天
皇
陛
下
や
皇
室
の
御
活
動
に
よ
っ
て
国
民
は
前
に
進
む
勇
気
と
力
を
与

え
て
頂
く
こ
と
も
あ
る
。
不
幸
な
出
来
事
は
大
体
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
合
理
な
出
来
事
に
遭
遇
し
た
人
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
慰
め

の
言
葉
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
に
よ
る
悲
し
み
や
苦
し
み
を
共
感
し
悲
し
み
、
そ
し
て
少
し
で
も
気
持
ち
が
休
ま
る
よ
う
共
に
祈
る
こ
と
が
心
の

支
え
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
皇
室
は
祈
り
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
意
味
も
あ
る
と
思
う
。

主
体
の
第
三
は
、「
政
府
」
で
あ
る
。
象
徴
天
皇
制
度
を
運
用
し
て
行
く
上
で
の
責
任
者
で
あ
る
。
制
度
運
用
の
責
任
者
と
し
て
、
政
府
と
天
皇
と
の
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関
係
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

一
つ
は
、
政
府
と
し
て
天
皇
に
対
し
て
象
徴
に
ふ
さ
わ
し
い
御
活
動
を
行
っ
て
頂
く
よ
う
お
願
い
す
る
場
合
で
あ
る
。
ま
ず
政
府
は
、
天
皇
に
、
或
る

御
活
動
を
お
願
い
す
る
と
い
う
判
断
を
し
て
、
天
皇
に
お
願
い
を
す
る
。
そ
し
て
、
天
皇
が
政
府
の
お
願
い
を
受
け
て
御
活
動
を
な
さ
っ
た
際
、
政
府
は

天
皇
に
感
謝
す
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
と
思
う
。
天
皇
に
御
活
動
を
お
願
い
し
、
御
活
動
に
感
謝
す
る
、
と
い
う
の
が
政
府
と
天
皇
と
の
基
本
的
関
係
で

あ
る
。
憲
法
第
三
条
の
「
助
言
」
は
こ
れ
に
当
た
る
。

政
府
と
天
皇
と
の
関
係
は
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
が
象
徴
に
ふ
さ
わ
し
い
御
活
動
と
し
て
、
あ
る
行
為
を
実
行
し
た
い
と
い
う
お
考
え
を
持

た
れ
た
場
合
、
政
府
に
対
し
て
そ
れ
を
伝
え
、
政
府
の
了
解
を
得
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
憲
法
第
三
条
の
「
承
認
」
は
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
こ
で
の
説

明
は
国
事
行
為
に
つ
い
て
の
憲
法
解
釈
で
は
な
く
、
も
う
少
し
幅
広
く
、
天
皇
の
行
為
と
政
府
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
理
解
し
て
頂
き
た
い
。

こ
う
し
た
政
府
の
立
場
と
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
と
国
民
と
の
関
係
を
ほ
ど
よ
く
維
持
す
る
と
い
う
制
度
運
用
を
担
当
す
る
立

場
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

象
徴
天
皇
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
皇
室
と
国
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
二
つ
の
、
時
に
は
相
反
す
る
関
係
の
調
和
が
必
要
で
あ
る
。
天
皇
が
象

徴
で
あ
る
た
め
に
は
、
天
皇
は
国
民
と
は
懸
け
離
れ
た
御
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
こ
の
関
係
を
、
天
皇
の
国

民
か
ら
の
「
超
越
性
」
と
表
現
し
て
い
る
。

そ
し
て
一
方
で
、
天
皇
が
象
徴
で
あ
る
た
め
に
は
、
天
皇
は
国
民
と
共
に
あ
る
御
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
、

こ
の
関
係
を
、
天
皇
と
国
民
の
「
一
体
性
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
超
越
性
」
と
「
一
体
性
」
の
維
持
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
以
前
、

み

す

宇
佐
美
宮
内
庁
元
長
官
が
「
御
簾
の
上
げ
下
げ
」
と
い
う
表
現
を
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
拝
見
し
た
記
憶
が
あ
る
が
、
皇
室
と
国
民
と
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
る
か
、
そ
の
場
合
皇
室
の
お
考
え
や
国
民
の
気
持
ち
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
が
、
政
府
の
制
度
運
用
の
あ
り
方
が
、
こ
の

点
に
関
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

政
府
の
制
度
運
用
の
あ
り
方
如
何
に
よ
っ
て
は
、
皇
室
に
対
し
て
命
令
を
す
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
、
皇
室
の
「
超
越
性
」
を
傷
つ
け
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
同
時
に
、
国
民
の
中
で
意
見
が
分
か
れ
る
問
題
に
皇
室
を
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
り
、
国
民
全
体
と
の
「
一
体
性
」
も
損
な
う
お
そ
れ
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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第
四
章

課
題
と
課
題
へ
の
対
応

以
上
、
皇
太
子
殿
下
、
同
妃
殿
下
に
対
す
る
批
判
、
皇
室
典
範
を
巡
る
議
論
、
皇
室
の
政
治
利
用
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
が
示
す
課
題
は
、
い
ず

れ
も
、
皇
室
制
度
自
体
が
持
っ
て
い
る
特
徴
か
ら
生
じ
て
い
る
課
題
で
あ
り
、
い
わ
ば
制
度
に
内
在
す
る
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
内
在
し
て
は
い
る
も
の

の
、
い
わ
ば
暗
黙
の
了
解
と
し
て
、「
そ
ん
な
こ
と
に
は
、
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」「
ま
さ
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
考
え
、
そ
の
了
解
の

下
で
、
制
度
は
維
持
さ
れ
て
行
く
も
の
と
考
え
て
い
た
は
ず
の
こ
と
が
、
そ
う
し
た
了
解
が
崩
れ
る
よ
う
な
出
来
事
が
、
生
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
問

題
化
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
課
題
へ
の
対
応
は
、
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
皇
室
の
方
々
に
対
す
る
こ
と
も
含
め
、
様
々
な
事
柄
へ
の
波

及
を
考
え
て
、
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

一

皇
太
子
同
妃
両
殿
下
批
判
問
題
に
つ
い
て

私
は
、
皇
室
制
度
を
形
作
る
三
つ
の
主
体
と
し
て
「
皇
室
」「
国
民
」「
政
府
」
の
三
つ
を
挙
げ
た
が
、
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
の
例
は
、
先
ず
、
皇
室
に

お
い
て
そ
の
御
対
応
を
な
さ
っ
て
頂
く
課
題
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
責
任
が
皇
室
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
御
対
応
は
、
ま
ず
皇
室
に
お

任
せ
し
て
、
国
民
の
側
と
し
て
は
、
も
う
少
し
距
離
を
置
い
て
、
現
在
起
き
て
い
る
こ
と
を
冷
静
に
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ま

さ
か
皇
太
子
妃
殿
下
が
御
病
気
に
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」「
皇
太
子
妃
殿
下
が
、
宮
中
祭
祀
を
な
さ
ら
な
い
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
」
等
々
の
想

定
外
の
事
態
に
対
し
、
一
部
の
国
民
か
ら
「
皇
太
子
殿
下
は
御
退
位
す
べ
き
」「
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
は
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
べ
き
」
と
い
っ
た
声
が

上
が
っ
て
い
る
。
し
か
も
皇
室
制
度
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
で
は
な
い
、
皇
室
制
度
を
大
切
に
考
え
て
い
る
立
場
か
ら
声
が
上
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
は
、
以
前
は
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

妃
殿
下
が
、
公
的
な
御
活
動
を
な
さ
る
こ
と
が
、
難
し
い
状
態
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
た
だ
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ

て
い
る
の
か
は
、
本
当
に
限
ら
れ
た
方
々
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
皇
室
の
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
し
、
分

か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
表
面
化
し
て
い
る
事
実
や
噂
程
度
で
そ
の
有
り
方
を
批
判
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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何
が
起
き
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
制
度
を
大
事
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
静
か
に
見
守
る
の
が
、

最
も
ふ
さ
わ
し
い
対
応
と
い
え
る
。

国
民
が
天
皇
家
と
い
う
特
定
の
一
族
の
方
に
、
象
徴
と
い
う
立
場
に
あ
る
こ
と
を
、
憲
法
を
通
じ
て
、
お
願
い
し
て
い
る
と
い
う
仕
組
み
の
中
で
、
国

民
が
、
皇
室
の
方
々
の
有
り
方
に
つ
い
て
、
意
見
を
申
し
述
べ
る
と
い
う
こ
と
の
可
否
は
、「
お
願
い
し
て
い
る
か
ら
、
何
か
言
え
る
」
の
か
、「
お
願
い

し
て
い
る
以
上
、
皇
室
の
方
々
に
委
ね
る
べ
き
」
な
の
か
。
紙
一
重
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
筆
者
は
、
判
断
す
べ
き
情
報
が
少
な
く
、
又
、
情
報
を
公
に

す
る
こ
と
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
制
度
と
思
う
の
で
、
基
本
的
に
は
、「
皇
室
の
方
々
に
委
ね
る
べ
き
」
と
考
え
て
い
る
。

皇
室
に
と
っ
て
御
活
動
の
持
つ
意
義
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
御
活
動
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
存
在
自
体
を

否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
、
元
も
子
も
な
い
話
で
あ
る
。
御
活
動
の
有
り
方
も
、
時
代
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
も
変
化
し
て
来
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
社

会
の
要
請
に
よ
り
変
化
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
限
ら
れ
た
方
々
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
制
度
を
構
成
さ
れ
る
皇
族
方
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
制
度
自

体
を
批
判
す
る
こ
と
に
容
易
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
制
度
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
向
け
て
は
、
も
う
一
つ
の
主
体
で
あ
る
政
府
は
、
こ
の
場
合
、
宮
内
庁
が
中
心
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
皇
室
と
し
て
の

御
対
応
を
お
手
伝
い
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
皇
室
か
ら
の
御
相
談
に
適
切
に
対
応
し
て
行
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。

二

皇
位
継
承
制
度
問
題
に
つ
い
て

皇
位
継
承
制
度
の
問
題
も
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

「
ま
さ
か
、
皇
室
で
女
性
ば
か
り
御
誕
生
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
前
提
で
制
度
は
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実

際
は
、
想
定
外
の
事
態
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
今
後
こ
の
皇
位
継
承
問
題
を
ど
う
議
論
し
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
少
し
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、

急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
は
あ
る
が
、
少
し
時
間
を
お
い
て
議
論
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

皇
室
典
範
問
題
は
、
誰
が
ど
う
い
う
立
場
で
議
論
す
べ
き
課
題
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
根
本
か
ら
考
え
直
さ
な
い
と
、
解
決
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
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か
と
思
う
。

「
皇
室
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に
関
す
る
制
度
と
し
て
の
面
を
持
つ
こ
と
」
と
い
う
制
度
の
特
徴
は
、
皇
位

継
承
制
度
の
問
題
を
ど
う
議
論
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
来
る
事
柄
で
あ
る
と
述
べ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
今
後
の
議
論
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
皇
位
継
承
制
度
の
問
題
は
、
国
の
制
度
で
あ
り
、

法
律
制
度
の
問
題
と
い
う
意
味
で
、
基
本
的
に
は
政
府
と
国
民
の
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
皇
室
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
特
定
の
限
ら
れ
た

御
一
族
に
関
す
る
制
度
で
も
あ
る
。
天
皇
家
の
今
後
の
後
継
ぎ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
皇
室
の
御
意
向
は
無
関
係
で
良
い
、
或
い
は
無
関
係
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
は
お
か
し
な
話
だ
と
思
う
。

皇
位
継
承
制
度
は
、
軽
々
し
く
議
論
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
な
の
で
、
慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
の
状
況
が

続
く
と
、
し
ば
ら
く
は
、
何
と
か
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
将
来
に
は
、
制
度
が
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
皇
室
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に
関
す
る
制
度
で
あ
る
」
と
い
う
制
度
の
特
徴
に
鑑

み
、
皇
室
典
範
と
い
う
規
定
の
あ
り
方
を
考
え
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
。
戦
前
の
制
度
の
よ
う
に
、
皇
室
典
範
を
、
国
会
が
定

め
る
法
律
と
は
別
の
法
体
系
に
位
置
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
が
、
た
だ
、
そ
う
い
う
側
面
を
持
っ
た
規
範
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と

思
う
の
で
、
や
は
り
特
殊
な
法
規
範
と
し
て
の
位
置
付
け
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
居
る
。
例
え
ば
、
皇
室
を
構
成
す
る
天
皇
お
よ
び
皇
族
の
身
分
に
関

す
る
基
本
的
な
枠
組
み
は
、
国
会
で
定
め
る
（
憲
法
第
二
条
）
皇
室
典
範
に
規
定
を
置
き
、
た
だ
、
身
分
に
関
す
る
基
本
事
項
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、

「
皇
室
制
度
は
、
特
定
の
限
ら
れ
た
御
一
族
に
関
す
る
制
度
で
あ
る
」
と
い
う
側
面
に
着
目
し
、
天
皇
陛
下
の
お
考
え
を
反
映
す
る
こ
と
が
、
可
能
と
な

る
方
法
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
余
地
は
な
い
の
か
、
と
い
う
思
い
も
あ
る
。

さ
ら
に
、今
後
の
皇
室
の
有
り
方
全
般
を
考
え
る
と
、皇
室
制
度
の
時
宜
に
応
じ
た
具
体
的
な
運
用
基
準
や
皇
室
内
の
様
々
な
内
部
規
範
に
つ
い
て
は
、

皇
室
の
い
わ
ば
家
法
と
し
て
、
天
皇
が
定
め
る
皇
室
令
（
皇
室
を
公
私
に
わ
た
り
お
世
話
申
し
上
げ
る
立
場
に
あ
る
宮
内
庁
が
定
め
る
宮
内
庁
令
と
い
う

形
式
も
考
え
ら
れ
る
）
の
制
度
を
設
け
て
、
こ
れ
に
皇
室
の
そ
の
時
々
の
ご
意
向
を
反
映
し
た
、
具
体
的
な
規
定
を
置
く
こ
と
に
し
て
は
、
如
何
で
あ
ろ

う
か
と
も
思
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
政
治
活
動
或
い
は
政
治
利
用
と
は
な
ら
な
い
形
で
、
天
皇
陛
下
の
お
考
え
を
、
皇
室
制
度
の
具
体
的
な
有
り
方
の
中
に
反
映
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す
る
こ
と
が
、
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

皇
室
制
度
の
問
題
を
考
え
る
主
体
は
、
現
在
は
「
国
民
」
と
「
政
府
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
「
皇
室
」
を
何
ら
か
の
形
で
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題

の
解
決
が
、
皇
室
に
と
っ
て
良
い
方
向
に
な
れ
ば
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
現
憲
法
の
下
で
可
能
な
の
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
ま
だ
、
確
信
が
な
い
。
た
だ
、
皇
室
の
制
度
を
巡
っ
て
、
国
民
の
間
に
対
立

が
あ
る
状
態
が
長
く
続
く
こ
と
は
、
国
民
の
統
合
を
意
味
す
る
象
徴
制
度
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
、
良
い
こ
と
で
は
な
い
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
皇
位
継
承
制
度
は
、
国
の
制
度
で
あ
る
が
、
同
時
に
特
定
の
限
定
さ
れ
た
方
々
に
つ
い
て
の
制
度
で
あ
る
。
皇
室
の
方
々
は
、

制
度
の
意
義
を
最
も
よ
く
ご
理
解
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
で
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
方
々
に
と
っ
て
良
い
制
度
を
作
り
出
す
仕
組
み
を
、
今
後
考

え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

三

皇
室
の
政
治
利
用
の
問
題
に
つ
い
て

三
番
目
の
皇
室
と
政
治
に
つ
い
て
は
、
主
体
で
言
え
ば
「
政
府
」
の
問
題
と
い
え
る
。
皇
室
が
政
治
に
利
用
さ
れ
る
御
存
在
で
あ
る
と
国
民
に
見
ら
れ

る
こ
と
は
、
皇
室
の
権
威
を
傷
つ
け
、
皇
室
制
度
の
意
義
を
大
き
く
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
懸
念
を
十
分
考
え
た
上
で
、
政
府
は
、
慎
重
な
上
に
も
慎
重
に
、
皇
室
が
政
治
に
利
用
さ
れ
る
御
存
在
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
判
断

は
、
避
け
る
べ
き
と
思
う
。

皇
室
を
大
事
に
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
り
、
本
当
に
有
難
い
御
存
在
と
考
え
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
有
難
味

を
低
減
す
る
よ
う
な
動
き
は
、
す
る
は
ず
が
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。

終
わ
り
に
―
―
そ
の
他
の
課
題
に
つ
い
て

一
つ
は
、
天
皇
陛
下
、
皇
后
陛
下
の
御
健
康
問
題
、
御
高
齢
問
題
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

天
皇
皇
后
両
陛
下
に
御
健
康
で
御
長
寿
で
い
ら
し
て
頂
く
た
め
に
、
医
療
上
の
こ
と
は
専
門
家
が
十
分
対
応
し
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、
制
度
の
面
か
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ら
何
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
う
。
両
陛
下
の
御
活
動
に
つ
い
て
感
謝
申
し
上
げ
つ
つ
、
何
か
、
制
度
的
な
対
応
は
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
天
皇
陛
下
の
御
退
位
は
、
歴
史
上
の
例
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
明
治
以
降
、
近
代
の
制
度
で
は
、
退
位
制
度
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

私
は
、
皇
位
継
承
の
あ
り
方
と
し
て
、
極
め
て
厳
粛
な
事
柄
で
あ
る
崩
御
に
よ
っ
て
皇
位
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
あ
り
方
は
、「
人
」
を
象
徴
と
す
る
場

合
、
そ
の
人
の
人
生
と
、
国
家
の
歴
史
、
国
民
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
て
来
た
時
代
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
象
徴
制
度
に
と
っ
て

大
変
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
、
今
の
よ
う
に
社
会
の
高
齢
化
も
進
む
中
で
、
御
年
齢
を
重
ね
ら
れ
、
ま
た
御
健
康
の
問
題
も
あ
る

天
皇
皇
后
両
陛
下
に
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
御
活
動
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
の
も
、
申
し
訳
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
。
皇
室
は
、
御
活
動
も
大
変
重
要

で
あ
る
が
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
存
在
が
あ
っ
て
の
御
活
動
で
あ
る
。
御
健
康
維
持
は
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
考
え
る
。

今
年
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
女
王
陛
下
の
退
位
が
あ
っ
た
。
ま
た
王
室
の
話
で
は
な
い
が
、
ロ
ー
マ
法
王
の
退
位
も
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
で
の
即
位
の
儀
礼

も
映
像
で
拝
見
し
た
が
、
退
位
さ
れ
た
前
女
王
陛
下
と
即
位
さ
れ
た
現
国
王
陛
下
の
お
姿
も
お
言
葉
も
大
変
立
派
な
も
の
で
、
こ
う
し
た
王
位
継
承
の
あ

り
方
と
い
う
も
の
も
、
象
徴
制
度
の
下
で
あ
っ
て
も
国
民
は
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
。
天
皇
陛
下
の
お
気
持
ち
が
大
前
提

で
あ
り
、
ま
た
大
変
重
い
問
題
で
あ
る
が
、
御
健
康
で
御
長
寿
で
い
ら
し
て
頂
く
た
め
に
、
こ
う
し
た
様
々
な
例
を
含
め
、
何
か
制
度
的
な
対
応
も
考
え

て
差
し
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
思
い
も
あ
る
。

ま
た
、
皇
室
と
文
化
の
関
係
も
重
要
な
課
題
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
課
題
で
あ
る
。
皇
室
は
様
々
な
御
活
動
を
通
じ
て
、
国
民
に
我
が
国

の
姿
を
お
示
し
に
な
っ
て
居
ら
れ
る
。

た
だ
、
皇
室
が
我
が
国
の
姿
を
表
す
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
御
活
動
以
外
の
方
法
で
も
可
能
で
あ
る
。
皇
室
は
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
自
ら
も
文
化
・

学
術
に
関
す
る
御
活
動
を
な
さ
っ
て
来
ら
れ
た
が
、
ま
た
、
幅
広
く
様
々
な
文
化
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
来
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
有
形
・
無
形
、

様
々
な
形
で
、
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

正
倉
院
宝
物
、
京
都
御
所
、
桂
離
宮
、
修
学
院
離
宮
、
数
多
く
の
書
籍
や
美
術
工
芸
品
等
が
、
現
在
ま
で
皇
室
と
共
に
引
き
継
が
れ
大
切
に
管
理
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
雅
楽
も
あ
る
。
古
式
馬
術
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
鴨
の
捕
獲
や
鵜
飼
な
ど
の
伝
統
的
技
術
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
幅
広
い
有
形
無
形
の
文
化
は
、
現
在
で
も
国
民
が
接
す
る
機
会
は
あ
る
と
思
う
が
、
今
後
ま
す
ま
す
皇
室
と
国
民
と
の
接
点
と
な
る
よ

う
な
工
夫
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

六
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最
後
に
様
々
な
課
題
を
持
つ
皇
室
の
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
お
世
話
体
制
の
有
り
方
も
、
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
述
べ
て
置
き
た
い
。

制
度
の
運
用
責
任
者
と
し
て
の
内
閣
の
重
要
性
は
、
既
に
繰
り
返
し
述
べ
た
が
、
日
々
の
お
世
話
を
担
当
し
、
ま
た
、
皇
室
の
ご
意
向
を
最
も
把
握
し

得
る
立
場
に
あ
る
宮
内
庁
の
組
織
の
あ
り
方
は
、
内
閣
と
の
関
係
も
含
め
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
に
な
る
と
思
う
。

皇
室
の
制
度
を
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か
と
い
う
問
題
、
或
い
は
、
皇
室
の
政
治
利
用
と
言
わ
れ
る
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
も
、
皇
室
と
内
閣
と
宮

内
庁
の
関
係
は
、
現
在
の
組
織
の
位
置
付
け
・
有
り
方
が
最
適
な
関
係
か
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
る
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

最
後
の
方
は
、
問
題
提
起
の
み
に
な
っ
た
が
、
皇
室
制
度
は
、
既
に
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
が
、
今
後
そ
の
課
題
が
益
々
大
き
く
又
重
く
な
り
、

解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
で
推
移
す
る
と
、
皇
室
制
度
の
意
義
を
大
き
く
損
な
う
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

皇
室
制
度
の
特
徴
と
し
て
「
皇
室
制
度
は
、
柔
軟
性
を
持
つ
制
度
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
を
、
始
め
に
述
べ
た
。
柔
軟
性
が
あ
る
こ
と
は
、
制
度

が
長
く
続
く
た
め
に
大
切
な
こ
と
と
思
う
。
我
が
国
に
と
っ
て
大
切
な
制
度
で
あ
る
皇
室
制
度
を
、
長
く
続
け
て
行
く
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ

き
か
、
皇
室
制
度
に
つ
い
て
責
任
の
あ
る
政
府
に
は
、
勿
論
、
十
分
考
え
て
頂
き
た
い
と
思
う
が
、
こ
の
論
稿
が
、
こ
れ
か
ら
の
皇
室
制
度
に
つ
い
て
考

え
る
端
緒
に
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

（
そ
の
べ
・
い
つ
お

立
命
館
大
学
客
員
教
授
・
元
最
高
裁
判
所
判
事
）
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年
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