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「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
に
関
す
る
研
究
（
要
約
）

堀

口

修

本
書
の
課
題
は
、
宮
内
省
に
お
け
る
明
治
天
皇
の
伝
記
、
即
ち
大
正
三
年
か
ら
昭
和
八
年
の
間
に
な

さ
れ
た
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
の
下
に
な
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
維
新
後
、
日
本
が
近
代
化
を
は
か
る
歴
史
を
歩
ん
だ
時
、
明
治
天
皇
が
ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
っ
た
の
か
、
ま
た
同
時
に
明
治
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る

上
で
、
「
明
治
天
皇
紀
」
は
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
伝
記
資
料
は
、
政
治
・
外
交
・
軍
事
な

ど
の
豊
富
な
情
報
、
ま
た
そ
れ
ら
の
出
来
事
に
深
く
関
わ
っ
た
天
皇
の
姿
や
、
天
皇
を
取
り
巻
く
政
治

状
況
を
史
料
に
基
づ
い
て
描
い
て
お
り
、
ま
さ
に
近
代
日
本
の
歴
史
を
知
る
上
で
好
個
の
資
料
な
の
で

あ
る
。

昭
和
八
年
に
完
成
し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
明
治
百
年
を
記
念
し
て
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年

か
ら
同
五
二
（
一
九
七
七
）
年
の
間
に
宮
内
庁
か
ら
刊
行
さ
れ
、
現
在
で
は
明
治
史
を
研
究
す
る
時
、

必
ず
検
討
す
る
基
本
資
料
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
編
修
レ
ベ
ル
に
高
い
評
価
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
利
・
活
用
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
伝
記
が
ど
の

よ
う
な
経
緯
の
下
に
編
修
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
観
に
よ
り
編
修
さ
れ
た
の
か
、
は

た
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
り
編
修
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
活
発
で
は
な

い
。
現
実
は
、
利
・
活
用
が
先
行
し
て
、
そ
の
基
礎
と
な
る
編
修
の
実
態
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
状
態
を
生
み
出
し
た
の
は
、
宮
内
庁
が
所
蔵
し
て
い
た
関
係
公
文
書
類
が
長
い
間
公
開
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
情
報
公
開
法
の
施
行
以
後
、
そ
れ
ら
の
関
係
公

文
書
類
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
い
ま
で
は
編
修
の
実
態
を
解
明
す
る
環
境
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ

る
。筆

者
は
、
そ
う
し
た
変
化
を
受
け
て
「
明
治
天
皇
紀
」
の
基
礎
的
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
だ
が
、
関

係
す
る
公
文
書
類
や
史
（
資
）
料
な
ど
は
膨
大
に
あ
り
、
研
究
の
端
緒
を
掴
む
こ
と
は
で
き
た
が
前
途

遼
遠
の
感
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
、
い
ま
ま
で
の
研
究
を
整
理
し
て
つ
ぎ
の
段
階
に
歩
を
進
め
た
い
と

の
意
図
か
ら
本
書
を
纏
め
た
次
第
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
の
構
成
は
、
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

序

論
第
一
部

「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修

第
一
章

「
明
治
天
皇
実
録
」
の
編
修

第
二
章

「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修

第
二
部

「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第
一
章

「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
を
め
ぐ
る
宮
内
省
臨
時
編
修
局
総
裁
人
事
問
題
と
末
松
謙
澄

第
二
章

維
新
史
料
編
纂
会
と
臨
時
編
修
局
の
合
併
問
題
と
協
定
書
の
成
立
過
程

第
三
章

「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
と
竹
越
與
三
郎
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第
四
章

渡
辺
幾
治
郎
の
歴
史
観
―
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
と
の
関
連
か
ら
―

第
五
章

「
明
治
天
皇
紀
」
の
叙
述
を
め
ぐ
る
問
題
―
日
清
戦
争
開
戦
時
の
宣
戦
奉
告
問
題
を
事
例
と

し
て
―

第
三
部

「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
の
周
辺

第
一
章

皇
太
子
裕
仁
親
王
の
教
育
問
題
と
金
子
堅
太
郎
―
金
子
堅
太
郎
の
「
内
申
書
」
を
手
が
か

り
に
―

第
二
章

金
子
堅
太
郎
講
演
「
明
治
天
皇
の
伝
記
に
関
す
る
私
の
仕
事
」

第
三
章

尚
侯
爵
家
東
京
邸
所
蔵
史
（
資
）
料
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
―
諸
所
蔵
目
録
の
比
較
検
討

を
通
し
て
―

第
四
章

末
松
謙
澄
と
「
末
松
子
爵
家
所
蔵
文
書
」

第
五
章

金
子
堅
太
郎
と
「
日
露
開
戦
伊
藤
公
対
談
絵
巻
物
」

第
六
章

「
子
爵
花
房
義
質
事
歴
絵
詞
帖
」
（
絵
・
二
世
五
姓
田
芳
柳
）
―
特
に
壬
午
事
変
時
の
絵
詞

を
中
心
と
し
て
―

第
四
部

「
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
」
の
編
修

「
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
」
の
編
修
―
特
に
編
纂
長
三
上
参
次
の
時
期
を
中
心
と
し
て
―

結

語
付
論

「
大
正
天
皇
実
録
」
の
編
修

以
下
、
各
論
稿
の
ね
ら
い
と
成
果
を
確
認
し
て
み
た
い
。

第
一
部
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
検
討
し
た
も

の
で
あ
る
。

第
一
章
「
明
治
天
皇
実
録
」
の
編
修

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
か
ら
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
か
け
て
宮
内
省
の
臨
時
（
帝
室
）
編
修

局
で
編
修
さ
れ
た
「
明
治
天
皇
紀
」
よ
り
前
の
時
期
に
編
修
さ
れ
た
「
明
治
天
皇
実
録
」
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
。
特
に
「
明
治
天
皇
実
録
」
が
宮
内
省
の
明
治
天
皇
の
伝
記
編
修

の
原
点
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
特
色
を
有
し
て
い
た
の
か
、
具
体
的

に
は
編
修
の
経
緯
、
成
果
、
さ
ら
に
は
編
修
が
中
止
さ
れ
た
事
情
・
背
景
を
、
さ
ら
に
は
大
正
三
年
か

ら
は
じ
ま
っ
た
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
検
討
し
た
。

「
明
治
天
皇
実
録
」
の
編
修
は
、
日
露
戦
争
が
終
わ
っ
て
間
も
な
い
明
治
四
〇
年
に
宮
内
省
官
制
が

改
め
ら
れ
た
こ
と
等
を
受
け
て
図
書
寮
編
修
課
で
開
始
さ
れ
た
。

「
明
治
天
皇
実
録
」
の
編
修
の
基
本
は
、
「
天
皇
実
録
義
例
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
規
定
は
あ

く
ま
で
も
実
務
的
、
技
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
日
本
や
中
国
の
史
書
（
実
録
）
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
実
録
編
修
の
方
式
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
、
明
治
天
皇
の
崩
御
後
、
宮
内
省
内
外
か
ら
大
が
か
り
な
明
治
天
皇
の
伝
記
編
纂
を
行
う
べ
し

と
の
意
見
が
出
て
き
て
、
結
果
的
に
明
治
天
皇
の
伝
記
編
纂
は
よ
り
大
き
な
組
織
、
即
ち
臨
時
（
帝
室
）

編
修
局
で
行
わ
れ
、
他
方
「
明
治
天
皇
実
録
」
の
編
修
は
中
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
但
し
こ
の
重

要
な
転
回
に
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
の
真
の

動
機
を
把
握
で
き
な
い
と
の
課
題
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

で
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
「
明
治
天
皇
実
録
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ



- 3 -

れ
は
、
編
修
課
長
本
多
辰
次
郎
達
が
近
代
の
天
皇
の
伝
記
編
修
に
最
初
に
取
り
組
み
、
そ
の
実
績
が
「
明

治
天
皇
紀
」
の
編
修
に
生
か
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
本
多
達
が
臨
時
（
帝
室
）
編
修
局
に
入

局
し
た
こ
と
は
、
た
だ
単
に
人
が
移
動
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
編
修
方
針
、
史
料
調
査
や

そ
の
採
取
の
仕
方
、
さ
ら
に
は
文
章
・
文
体
等
々
に
係
わ
っ
て
、
彼
ら
の
キ
ャ
リ
ア
は
一
定
の
意
味
を

持
っ
た
上
で
生
か
さ
れ
た
と
考
え
る
。

第
二
章
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修

宮
内
省
内
に
臨
時
編
修
局
（
の
ち
、
臨
時
帝
室
編
修
局
と
改
称
）
が
設
置
さ
れ
て
大
正
三
（
一
九
一

四
）
年
一
二
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
六
月
に
完
成
し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編

修
全
体
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
は
、
最
初
、
大
約
五
年

の
計
画
で
開
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
開
始
後
、
編
修
年
数
や
編
修
体
制
な
ど
の
面
で
限
界
を
み
せ
た
た

め
、
編
修
年
数
が
大
正
七
年
段
階
で
向
こ
う
約
一
〇
ヶ
年
で
結
了
、
大
正
一
五
年
段
階
で
大
正
二
〇
年

ま
で
に
結
了
、
昭
和
五
年
段
階
で
二
年
間
延
長
と
何
度
か
延
長
さ
れ
た
。
よ
っ
て
人
員
や
予
算
の
面
で

よ
り
充
実
し
た
状
況
と
な
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
関
係
史
（
資
）
料
が
よ
り
大
規

模
な
形
で
蒐
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
宮
内
省
公
文
書
類
が
き
め
細
か
く
蒐

集
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
明
治
天
皇
の
側
近
者
の
史
（
資
）
料
や
談
話
聴
取
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
こ

と
、
行
幸
な
ど
の
関
係
資
料
の
蒐
集
の
た
め
の
地
方
出
張
が
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
何
と
言
っ
て
も
昭
和
に
入
る
と
「
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
」
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
が
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
史
料
的
信
頼
性
と
い
う
面
で
決
定
的
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
あ
る
編
修
員

は
、
そ
の
こ
と
が
「
明
治
天
皇
紀
」
を
完
成
に
導
い
た
と
極
言
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
、
何
度
か
編
修
年
数
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
完
成
へ
の
見
通
し
の
甘
さ

が
云
々
さ
れ
厳
し
い
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
そ
の
完
成
を

期
し
て
最
後
の
数
年
間
、
編
修
員
は
厳
し
い
業
務
環
境
の
下
に
置
か
れ
、
ま
さ
に
奮
励
努
力
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
八
年
六
月
、
「
明
治
天
皇
紀
」
は
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
二
章
は
そ
う

し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
全
体
の
姿
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
問
題
点
と
、
そ
れ
を
臨
時

編
修
局
（
臨
時
帝
室
編
修
局
）
が
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
て
完
成
さ
せ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
、
本
稿
で
の
検
討
は
、
以
下
の
点
を
一
貫
し
て
意
識
し
な
が
ら
行
っ
た
。

第
一
は
そ
の
完
成
の
要
因
を
人
を
通
じ
て
考
え
る
こ
と
、
第
二
は
編
修
で
「
事
実
」
が
追
求
さ
れ
た

こ
と
、
第
三
は
そ
の
問
題
点
、
即
ち
歴
史
観
で
あ
る
。

｢

明
治
天
皇
紀｣

の
編
修
は
、
大
正
三
年
一
二
月
か
ら
昭
和
八
年
九
月
ま
で
間
、
全
一
八
年
一
〇
ヶ
月

と
言
う
な
が
い
期
間
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
好
条
件
、
悪
条
件
が
入
り
乱
れ
た
編
修
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
編
修
事
業
が
完
成
を
迎
え
た
要
因
の
一
つ
に
編
修
員
の
姿
勢
や
熱
意
が
あ
っ
た
。

（
第
一
）

最
初
の
人
物
は
、
臨
時
帝
室
編
修
局
の
総
裁
金
子
堅
太
郎
で
あ
る
。
初
代
総
裁
の
土
方
久
元
、
二
代

総
裁
の
田
中
光
顕
の
二
人
の
総
裁
は
、
編
修
上
、
独
自
の
見
解
か
ら
強
力
な
指
導
力
を
発
揮
し
た
形
跡

は
み
え
な
い
。
尤
も
田
中
総
裁
は
、
そ
の
意
志
が
あ
っ
た
と
し
て
も
あ
ま
り
に
も
就
任
期
間
が
短
く
、

且
つ
そ
の
辞
職
に
ま
つ
わ
る
問
題
か
ら
総
裁
辞
職
後
も
影
響
力
を
持
つ
と
言
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思

う
。
ま
た
初
代
編
修
（
官
）
長
の
股
野
琢
は
、
天
皇
紀
の
編
修
を
編
修
課
の
一
業
務
と
し
て
捉
え
、
な

が
く
宮
内
省
に
勤
め
た
官
僚
的
学
者
ら
し
い
姿
勢
で
臨
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
金
子
堅
太
郎
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
金
子
は
、
明
治
四
四



- 4 -

年
五
月
一
〇
日
、
前
年
に
組
織
さ
れ
た
「
彰
明
会
」
を
発
展
さ
せ
て
組
織
さ
れ
た
維
新
史
料
編
纂
会
の

副
総
裁
で
も
あ
っ
た
。
同
編
纂
会
は
、
勅
令
第
一
四
五
号
に
基
づ
い
て
そ
の
事
務
を
掌
理
す
る
部
署
と

し
て
、
五
月
一
七
日
、
文
部
省
所
管
の
一
局
と
し
て
設
け
ら
れ
た
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
の
下
に
設
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
三
年
一
二
月
、
臨
時
編
修
局
が｢

明
治
天
皇
紀｣

を
編
修
す
る
た
め
に
組
織

さ
れ
、
そ
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
し
た
時
、
い
ち
早
く
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
て
き
た
の
は
同
編
纂
会
で

あ
っ
た
。

し
か
し
、
不
思
議
な
の
は
、
大
正
三
年
一
二
月
、
臨
時
編
修
局
が
発
足
し
た
時
、
維
新
史
料
編
纂
会

総
裁
井
上
馨
は
、
臨
時
編
修
局
の
顧
問
に
就
任
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
翌
年
の
一
月
に
な
っ
て
か
ら
ク

レ
ー
ム
を
つ
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
仮
定
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
井
上
は
顧
問
就
任
後
、

金
子
堅
太
郎
と
臨
時
編
修
局
に
よ
る
明
治
天
皇
の
伝
記
編
修
が
持
つ
意
味
を
検
討
し
、
そ
こ
に
強
い
危

機
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
抑
も
維
新
史
料
編
纂
会
の
設
置
に
際
し
、
そ
れ
を

宮
内
省
内
に
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
の
強
い
意
見
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
編
纂
に
政
治

性
を
読
み
取
る
意
見
が
出
る
こ
と
に
対
し
て
慎
重
に
対
応
し
た
結
果
、
文
部
大
臣
管
理
の
下
に
維
新
史

料
編
纂
会
が
設
け
ら
れ
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
と
言
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
維
新
史
料
編
纂
会

は
、
帝
国
議
会
で
の
予
算
審
議
で
編
纂
事
業
が
特
定
の
勢
力
（
薩
長
勢
力
）
の
歴
史
観
か
ら
活
動
す
る

も
の
で
は
な
い
と
、
そ
の
「
公
」
的
性
格
を
常
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
理
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘

わ
ら
ず
宮
内
省
に
臨
時
編
修
局
が
設
置
さ
れ
た
。
井
上
ら
は
所
謂
「
国
定
」
と
「
欽
定
」
の
違
い
に
敏

感
に
反
応
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
時
、
井
上
が
維
新
史
料
編
纂
会
の
総
裁
を
辞
す
姿
勢
ま
で
見
せ
た
こ
と
は
た
だ
な
ら
ぬ
こ
と
で

あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
維
新
史
料
編
纂
会
と
臨
時
編
修
局
は
、
協
力
関
係
を
構
築
す
る
と
言
う
形
で
調

整
に
成
功
し
た
。
そ
の
延
長
上
に
金
子
の
臨
時
編
修
局
副
総
裁
就
任
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
井
上
と

金
子
は
、
両
方
の
組
織
に
大
き
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
金
子
は
両
機
関
の

総
裁
に
就
任
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
視
点
を
変
え
て
検
討
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
を
行
っ
た
時
代
は
、
大
正
三
年
か
ら
昭
和
八
年
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。
こ

の
時
期
は
、
日
本
を
取
り
巻
く
環
境
が
激
し
く
変
化
し
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
金
子
堅
太
郎
は
、

そ
の
歴
史
的
変
化
を
実
見
し
た
上
で
編
修
を
進
め
て
い
る
。

「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
単
に
過
去
と
し
て
の
「
明
治
天
皇
」
の
御
生
涯
や
「
明
治
と
言
う
時
代
」
の

歴
史
を
叙
述
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
後
世
に
伝
え
る
べ
き
も
の
を
自
覚
的
に
、
そ

れ
も
現
実
に
展
開
し
て
い
る
歴
史
を
真
正
面
に
う
け
て
編
修
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は

歴
史
を
編
む
際
に
当
然
の
如
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
金
子
は
許
容
範
囲
を
逸
脱
し
あ
ま
り
に

も
恣
意
的
で
あ
る
と
批
判
し
た
渡
辺
幾
治
郎
と
の
確
執
の
よ
う
に
、
彼
の
姿
勢
の
中
に
は
編
修
の
現
場

を
混
乱
さ
せ
、
編
修
の
妨
げ
と
も
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
明
治
天
皇
紀
」
に
よ

り
創
り
出
さ
れ
た
維
新
観
や
明
治
天
皇
観
・
明
治
時
代
観
が
本
格
的
に
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。

つ
ぎ
に
あ
げ
る
べ
き
は
臨
時
帝
室
編
修
局
副
総
裁
藤
波
言
忠
で
あ
る
。
彼
は
、
最
初
臨
時
編
修
局
の

御
用
掛
と
し
て
編
修
に
携
わ
っ
て
い
く
が
、
そ
の
後
副
総
裁
に
就
く
こ
と
に
な
る
。
彼
の
史
料
蒐
集
の

姿
勢
に
つ
い
て
は
渡
辺
が
指
摘
す
る
よ
う
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
難
し
い
問
題
も
あ
っ
た
と
思

う
が
、
「
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
」
の
調
査
に
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
藤
波
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
波
の
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「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
期
間
に
つ
い
て
の
見
通
し
も
「
私
（
渡
辺
幾
治
郎
―
引
用
者
）
が
或
る
時
、
天

皇
紀
は
何
年
で
完
成
す
る
で
せ
う
と
問
ふ
た
れ
ば
、
子
は
さ
う
さ
な
あ
、
ま
あ
三
十
五
年
だ
ら
う
と
答

へ
ら
れ
た
。
予
は
能
く
我
々
が
死
な
な
い
中
は
御
紀
は
出
来
な
い
さ
と
い
つ
て
居
ら
れ
た
。
尤
も
な
く

な
ら
れ
る
一
二
年
前
に
は
可
な
り
完
成
を
急
が
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
つ
た
」
と
、
本
来
的
に
か
な
り
な

が
い
期
間
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
藤
波
は
、
金
子
堅
太
郎
以
上
に
、
ま
た
金
子
と
は
異
な
る

立
場
か
ら
明
治
天
皇
に
強
烈
な
思
い
入
れ
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
へ
の
途
轍
も
な
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
っ
て
い
た
。
も
し
も
藤
波
が
な
が
く
編
修
に
携
わ
っ
て
い
た
ら
ど
の
よ
う
な
「
明

治
天
皇
紀
」
に
な
っ
て
い
た
か
興
味
が
尽
き
な
い
が
、
惜
し
む
ら
く
は
彼
が
大
正
一
五
年
五
月
二
四
日

に
逝
去
し
た
た
め
、
彼
が
構
想
し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
「
明
治
天
皇
紀
」
を
完
成
さ
せ
た
時
の
臨
時
帝
室
編
修
官
長
三
上
参
次
も
語
る
べ
き
人
物
で
あ

る
。
全
体
的
に
み
る
と
三
上
の
功
績
は
、
第
二
代
編
修
官
長
竹
越
與
三
郎
の
後
を
う
け
、
御
用
掛
本
多

辰
次
郎
を
脇
に
置
き
、
柔
軟
な
姿
勢
を
見
せ
つ
つ
一
定
の
編
修
方
針
を
決
め
、
着
実
に
編
修
を
進
め
て

「
明
治
天
皇
紀
」
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
上
は
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
の
で
、
彼
の
編
修
姿

勢
を
評
価
す
る
の
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
（
後
の
史
料
編
纂
所
）
で
身

に
つ
け
た
歴
史
史
料
編
纂
の
手
腕
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
に
お
い
て
も
確
実
に
生
か
さ
れ
た
。
中
で

も
「
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
」
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
上
、
驚
く
べ
き
材
料
を
提
供
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
史
料
の
整
理
・
研
究
は
、
ま
さ
に
面
目
躍
如
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
三
上
は
、

金
子
総
裁
と
編
修
員
と
の
間
に
立
ち
苦
労
し
た
が
、
彼
の
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
力
量
を
軽
く
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
編
修
の
現
場
に
は
渡
辺
幾
治
郎
が
い
た
。
渡
辺
は
、
深
谷
博
治
に
言
わ
せ
る
と
明
治
天
皇
を

深
く
尊
敬
し
て
い
た
人
物
で
、
あ
る
面
で
は
ひ
い
き
の
引
き
倒
し
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
う
。
で

は
あ
る
が
尊
敬
の
念
が
強
い
か
ら
こ
そ
、
本
気
で
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
言

う
こ
と
を
真
摯
に
考
え
て
い
た
。
渡
辺
は
、
金
子
の
発
想
に
違
和
感
を
感
じ
た
時
、
自
ら
の
意
見
を
述

べ
て
異
を
唱
え
て
い
る
。
彼
は
、
例
え
相
手
が
総
裁
と
言
え
ど
も
、
自
ら
の
意
見
を
言
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
か
な
り
の
緊
張
感
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
渡
辺
の
よ
う
な
人
物
が
編
修
の
現

場
に
い
た
こ
と
は
「
明
治
天
皇
紀
」
の
質
を
向
上
さ
せ
た
一
因
と
言
っ
て
よ
い
。

（
第
二
）

つ
ぎ
に
あ
げ
る
べ
き
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
で
は
歴
史
的
「
事
実
」
に
基
づ
く
歴
史
叙
述
が
強
く
意
識

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
金
子
総
裁
は
、
基
本
的
に
天
皇
の
真
実
の
姿
を
書
く
こ
と
を
当
然
と
し
て
い
る
。

尤
も
編
修
の
最
終
段
階
に
お
い
て
日
清
・
日
露
戦
争
の
時
の
明
治
天
皇
の
真
実
の
姿
を
書
く
こ
と
に
躊

躇
す
る
と
言
う
迷
い
を
見
せ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
渡
辺
を
は
じ
め
「
明
治
天
皇

紀
」
の
編
修
者
達
は
、
史
料
に
基
づ
い
て
「
事
実
」
を
確
定
す
る
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
臨
時
帝
室
編
修
局
の
人
々
は
、
裏
付
け
と
な
る
史
料
を
真
剣
に
求
め
て
蒐
集
に
力
を
入
れ
て
い

る
。
だ
が
、
歴
史
編
修
に
は
厄
介
な
問
題
が
多
々
あ
る
。
中
で
も
厄
介
な
の
は
「
事
実
」
に
こ
だ
わ
っ

て
も
、
そ
の
叙
述
に
お
い
て
「
事
実
」
の
全
体
を
描
き
切
れ
る
保
証
は
な
く
、
描
き
切
れ
な
い
と
こ
ろ

は
後
世
の
研
究
に
俟
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
不
断
に
歴
史
的
「
事
実
」
を
検
証
す
る
必
要
性
が
生
じ
、

例
え
「
事
実
」
に
基
づ
い
て
天
皇
や
時
代
を
描
い
て
も
、
そ
の
後
の
さ
ら
な
る
「
事
実
」
の
掘
り
起
こ

し
が
あ
れ
ば
忽
ち
「
事
実
」
の
姿
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
歴
史
叙
述
に
永
遠
の
保
証
は
な
い
。
歴
史
書

は
、
決
し
て
永
遠
不
朽
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
「
事
実
」
に
基
づ
く
歴
史
編
修
が
持
つ
と
こ
ろ
の
パ
ラ
ド



- 6 -

ッ
ク
ス
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
限
界
を
凝
視
し
つ
つ
も
「
明
治
天
皇
紀
」
が
創
り
出
し
た
歴
史
世
界
に
は
興
味
が
尽

き
な
い
も
の
が
あ
る
。
時
代
の
展
開
が
読
め
な
い
中
、
登
場
人
物
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
難
問
・
難
題
を

乗
り
越
え
、
或
い
は
挫
折
し
た
の
か
、
そ
れ
で
も
歴
史
は
確
実
に
進
ん
で
い
く
た
め
に
そ
れ
ら
の
人
物

た
ち
が
時
代
を
つ
か
み
、
ま
た
時
代
に
振
り
切
ら
れ
て
い
る
姿
を
読
み
取
る
こ
と
は
人
間
と
歴
史
の
関

係
を
学
ぶ
時
に
非
常
に
示
唆
に
富
む
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
。
「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
歴
史
の
可
能
性
、

選
択
肢
の
幅
広
さ
を
読
み
手
に
伝
え
て
お
り
、
も
し
か
す
る
と
編
修
者
達
の
意
識
を
遙
か
に
超
え
て
歴

史
を
学
ぶ
醍
醐
味
を
我
々
に
残
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
第
三
）

最
後
に
あ
げ
る
べ
き
は
、
第
二
の
点
に
深
く
繋
が
る
問
題
と
し
て
の
「
明
治
天
皇
紀
」
の
歴
史
観
で

あ
る
。｢

明
治
天
皇
紀｣

の
編
修
は
、
明
治
と
言
う
輝
か
し
い
時
代
を
築
い
た
偉
大
な
る
天
皇
を
核
に
、

栄
光
溢
れ
る
明
治
と
言
う
時
代
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
は
大
正
九
年
の
「
明
治
天
皇
紀
編
修
要
綱
」
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
明
治
天
皇
や
明
治
時
代
を
肯
定
的
に
捉
え
て
編
修

さ
れ
た
歴
史
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
歴
史
観
に
問
題
点
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
宮
内
省
で
編
修
さ
れ
た
官
製
版
の
歴
史
書
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
「
明
治
天
皇
紀
」

の
歴
史
観
の
み
で
は
東
ア
ジ
ア
近
代
史
の
歴
史
認
識
を
関
係
各
国
で
共
有
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
一
国

史
的
視
点
か
ら
そ
の
歴
史
の
栄
光
を
強
調
す
る
隣
に
は
、
必
ず
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
国
々
、
人
々
の
歴

史
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

他
方
、
昭
和
戦
前
期
の
歴
史
的
帰
結
で
あ
る
「
帝
国
日
本
」
の
崩
壊
の
真
因
を
、
明
治
と
言
う
時
代

の
本
質
で
あ
る
富
国
強
兵
を
根
幹
と
す
る
「
帝
国
日
本
」
の
国
家
形
成
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
朝

鮮
・
中
国
へ
の
進
出
・
侵
略
に
あ
る
、
と
の
歴
史
観
の
み
で
明
治
と
言
う
時
代
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

と
、
時
代
が
有
し
て
い
た
幅
広
い
実
像
や
そ
の
可
能
性
へ
の
問
題
意
識
が
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
う
。

「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
幕
末
・
維
新
を
基
点
と
し
た
明
治
と
言
う
時
代
を
「
人
と
時
代
」
を
通
じ
て

描
い
た
類
稀
な
歴
史
書
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
歴
史
書
も
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
な
評
価
を
得
る
こ
と
な
ど

あ
り
得
な
い
。｢

明
治
天
皇
紀｣

も
例
外
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
家
の
中
枢
部
に
軸
足
を
置

い
た
歴
史
書
で
あ
る
た
め
、
書
か
な
か
っ
た
こ
と
、
書
け
な
か
っ
た
こ
と
も
多
々
あ
る
。
そ
の
限
界
は

言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。

近
代
日
本
に
関
す
る
歴
史
研
究
の
成
果
は
、
実
に
豊
富
で
あ
る
。
そ
の
成
果
を
常
に
現
実
の
限
界
と

向
き
合
い
つ
つ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
よ
り
良
き
国
家
・
社
会
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
営
み
の
糧
と
し

な
い
と
い
け
な
い
。
歴
史
か
ら
深
く
学
ぶ
べ
き
も
の
を
見
失
わ
な
い
た
め
に
も
心
懸
け
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
西
園
寺
公
望
が
後
世
の
史
家
の
評
価
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

今
現
在
、
幕
末
・
維
新
と
明
治
と
言
う
時
代
を
学
ぶ
際
、
「
明
治
天
皇
紀
」
か
ら
多
く
の
も
の
を
得
ら
れ

る
が
、
他
面
、
そ
の
限
界
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
我
々
自
身
が
そ
の
歴
史
を
学
び
直
し
、
そ
こ
か
ら

新
た
な
歴
史
像
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
り
、
西
園
寺
が
望
ん
だ
歴
史
の
評
価
に
堪
え
う
る
歴
史
書
を
我

々
日
本
人
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
部
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
即
ち
初
代
総
裁
人
事
、
維
新
史
編
纂
と
の

関
係
、
編
修
や
叙
述
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
も
の
で

あ
る
。

第
一
章
「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
を
め
ぐ
る
宮
内
省
臨
時
編
修
局
総
裁
人
事
問
題
と
末
松
謙
澄
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編
修
事
業
開
始
に
あ
た
り
発
生
し
た
臨
時
編
修
局
総
裁
人
事
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
た
。
大
正
三

年
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
開
始
に
際
し
、
宮
内
省
で
は
臨
時
編
修
局
総
裁
と
し
て
末
松
謙
澄
が
検
討

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
元
老
山
県
有
朋
に
は
独
自
の
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
宮
内
大
臣
波

多
野
敬
直
か
ら
総
裁
人
事
の
説
明
を
う
け
た
際
、
総
裁
に
は
宮
内
大
臣
経
験
者
で
あ
る
土
方
久
元
、
副

総
裁
に
は
末
松
謙
澄
を
推
し
た
。
末
松
は
、
伊
藤
博
文
の
女
婿
で
、
『
防
長
回
天
史
』
を
編
纂
し
て
い
た

人
物
で
あ
る
。
適
任
と
言
え
ば
適
任
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
県
は
、
総
裁
に
は
天
皇
の
近
く
に
仕
え
た

重
職
経
験
者
が
適
任
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
後
日
、
山
県
は
末
松
か
ら
自
分
の
総
裁
案
に
つ
い
て

は
大
正
天
皇
へ
内
奏
済
み
で
あ
っ
た
と
の
情
報
を
得
た
。
そ
こ
で
山
県
は
、
自
分
の
考
え
を
取
り
消
す

旨
を
末
松
に
伝
え
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
み
る
と
総
裁
は
土
方
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本

稿
は
、
そ
う
し
た
経
緯
を
末
松
宛
山
県
書
簡
か
ら
解
明
し
、
総
裁
人
事
に
つ
い
て
は
元
老
ク
ラ
ス
の
同

意
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、
臨
時
編
修
局
発
足
に
際
し
て
、
元
老
は
み
な
顧

問
に
就
任
し
て
い
る
。

第
二
章
維
新
史
料
編
纂
会
と
臨
時
編
修
局
の
合
併
問
題
と
協
定
書
の
成
立
過
程

大
正
三
年
一
二
月
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
を
目
的
に
し
て
設
け
ら
れ
た
臨
時
編
修
局
と
、
そ
れ
以

前
に
設
け
ら
れ
て
い
た
文
部
省
系
の
維
新
史
料
編
纂
会
と
の
編
纂
事
業
の
重
複
性
と
整
合
性
に
つ
い
て

疑
問
が
呈
さ
れ
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
両
機
関
の
間
で
協
定
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に

し
た
。
具
体
的
に
は
元
老
で
も
あ
る
維
新
史
料
編
纂
会
総
裁
井
上
馨
は
、
宮
内
省
で
編
修
さ
れ
る
「
明

治
天
皇
紀
」
が
勅
撰
、
維
新
史
料
編
纂
会
の
維
新
史
が
国
定
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
危
惧
の
念
を
抱
き
、

両
機
関
の
合
併
問
題
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
時
問
題
が
混
乱
し
た
こ
と
と
、
そ
の
解
決
策
と
し

て
両
機
関
の
間
で
協
定
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
、
人
事
交
流
や
史
（
資
）
料
の
相
互
利
用
な
ど
か
ら
、
あ

る
意
味
に
お
い
て
「
明
治
天
皇
紀
」
と
「
維
新
史
」
は
、
時
期
が
限
定
さ
れ
る
と
は
言
え
相
互
補
完
関

係
に
あ
る
歴
史
書
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
と
竹
越
與
三
郎

第
二
代
編
修
官
長
で
あ
っ
た
竹
越
與
三
郎
の
功
績
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
竹
越
編
修
官
長
は
、

初
代
股
野
琢
か
ら
職
務
を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
が
、
文
明
史
家
と
し
て
名
声
を
博
し
て
い
た
彼
は
、

天
皇
紀
の
文
体
に
つ
い
て
自
ら
の
見
識
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
独
特
の
も
の
を
創
り
出
し
た
。
本
稿
は
、

そ
の
竹
越
編
修
官
長
の
天
皇
紀
の
文
体
が
ど
の
よ
う
な
見
識
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

ま
た
そ
の
具
体
的
な
姿
を
、
彼
が
残
し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
稿
本
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
明
治
天

皇
紀
」
の
編
修
の
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
章
渡
辺
幾
治
郎
の
歴
史
観
―
『
明
治
天
皇
紀
』
の
編
修
と
の
関
連
か
ら
―

「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
に
参
画
し
た
渡
辺
幾
治
郎
の
編
修
観
と
明
治
天
皇
観
を
検
討
し
た
も
の
で

あ
る
。
渡
辺
は
、
臨
時
編
修
局
発
足
直
後
の
大
正
四
年
七
月
に
同
局
編
修
事
務
嘱
託
に
就
き
、
臨
時
帝

室
編
修
局
嘱
託
員
を
経
て
、
大
正
七
年
に
臨
時
帝
室
編
修
官
補
、
大
正
一
一
年
に
臨
時
帝
室
編
修
官
と

な
り
、
昭
和
八
年
に
「
明
治
天
皇
紀
」
が
完
成
す
る
ま
で
編
修
に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
渡
辺
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
資
料
を
残
す
と
と
も
に
、

編
修
の
姿
を
伝
え
る
貴
重
な
文
献
も
書
き
残
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
資
料
や
文
献
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
、
編
修
の
現
場
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
、
そ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
中
で
も
渡
辺
が
尊
敬
し
て
い
た
第
二
代
編
修
官
長
竹
越
與
三

郎
の
「
明
治
天
皇
紀
」
の
文
体
創
出
に
関
し
て
重
要
な
意
見
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
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意
義
を
竹
越
編
修
官
長
の
下
で
活
動
し
て
い
た
人
物
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
渡
辺
は
、
戦
後
、

幣
原
喜
重
郎
内
閣
の
下
に
設
け
ら
れ
た
太
平
洋
戦
争
の
原
因
を
究
明
す
る
戦
争
調
査
会
の
委
員
の
一
人

と
な
り
活
躍
し
た
。
彼
の
調
査
会
で
の
発
言
や
調
査
会
廃
止
後
に
刊
行
し
た
『
太
平
洋
戦
争
の
歴
史
的

考
察
』
の
内
容
を
検
討
し
、
彼
が
明
治
維
新
後
の
歴
史
の
中
に
問
題
点
を
見
出
し
て
は
い
る
が
、
根
底

に
明
治
天
皇
の
治
政
を
肯
定
的
に
捉
え
る
と
い
う
歴
史
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
五
章
「
明
治
天
皇
紀
」
の
叙
述
を
め
ぐ
る
問
題
―
日
清
戦
争
開
戦
時
の
宣
戦
奉
告
問
題
を
事
例
と

し
て
―

明
治
二
七
年
に
勃
発
し
た
日
清
戦
争
に
際
し
、
宮
内
大
臣
土
方
久
元
が
神
宮
並
び
に
先
帝
陵
へ
宣
戦

奉
告
を
行
う
た
め
明
治
天
皇
へ
奉
告
勅
使
の
人
選
に
つ
い
て
上
奏
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
意
外
な
こ

と
に
天
皇
が
今
回
の
戦
争
は
不
本
意
で
、
閣
臣
ら
が
戦
争
の
止
む
べ
か
ら
ざ
る
を
奏
し
た
た
め
許
し
た

の
で
あ
り
、
勅
使
差
遣
に
は
甚
だ
苦
し
む
と
さ
れ
た
記
事
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
を
検

討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
天
皇
は
戦
争
に
反
対
で
あ
っ
た
と
の
見
方
が
出
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
も
そ
も｢

明
治
天
皇
紀｣

の
当
該
記
事
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
記
述
さ
れ

た
の
か
を
関
係
資
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
記
事
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
に
つ

い
て
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
。
本
稿
の
検
討
か
ら｢
明
治
天
皇
紀｣

の
文
章
に
は
い
ろ
い
ろ
な
修
飾
が
な

さ
れ
て
お
り
、
歴
史
的
事
件
・
事
象
の
真
偽
及
び
そ
の
強
弱
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
読
む
人
の
理
解
力

に
よ
り
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
部
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
と
い
う
歴
史
編
纂
が
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
ち
、
且
つ
ど
の

よ
う
な
面
で
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
を
い
く
つ
か
の
視
点
を
設
定
し
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
皇
太
子
裕
仁
親
王
の
教
育
問
題
と
金
子
堅
太
郎
―
金
子
堅
太
郎
の
『
内
申
書
』
を
手
が
か
り

に
―大

正
天
皇
の
健
康
問
題
が
政
治
問
題
化
し
、
将
来
の
天
皇
で
あ
る
皇
太
子
の
教
育
に
つ
い
て
各
方
面

か
ら
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
状
況
下
に
お
い
て
、
臨
時
帝
室
編
修
局
が
編
修
を
進
め
る
「
明
治
天
皇
紀
」

を
活
用
し
て
、
皇
太
子
に
明
治
天
皇
の
業
績
を
示
し
、
統
治
者
の
資
質
向
上
の
一
手
段
と
す
る
こ
と
を

構
想
し
て
い
た
臨
時
帝
室
編
修
局
副
総
裁
金
子
堅
太
郎
の
「
内
申
書
」
を
検
討
し
て
そ
の
意
図
を
明
ら

か
に
し
た
。

第
二
章
金
子
堅
太
郎
講
演
「
明
治
天
皇
の
伝
記
に
関
す
る
私
の
仕
事
」

昭
和
一
〇
年
一
〇
月
、
東
京
のPH

I
B

ETA
K

A
PPA

で
元
臨
時
帝
室
編
修
局
総
裁
金
子
堅
太
郎
が
講
演

し
た
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
で
金
子
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
を
編
修
す
る
際
、
最
も

悩
ん
だ
点
は
、
類
い
稀
な
統
治
者
で
あ
る
明
治
天
皇
の
伝
記
の
文
体
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
こ
と

が
相
応
し
い
の
か
、
と
言
う
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
吐
露
す
る
。
そ
こ
で
金
子
は
、
古
今
東
西
の
統
治

者
の
伝
記
を
研
究
す
る
と
共
に
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
同
窓
生
で
、
歴
史
家
で
も
あ
っ
た
元
米
国
大
統

領
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
相
応
し
い
文
体
と
し
て
何
か
お
手
本
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
な
い

か
を
相
談
し
た
。
し
か
し
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
か
ら
は
手
本
に
な
る
よ
う
に
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
明

治
天
皇
に
相
応
し
い
文
体
を
創
造
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
金
子
は
、
日
本
の
文
献
に
眼

を
向
け
て
、
古
代
日
本
で
編
纂
さ
れ
た
、
所
謂
六
国
史
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
日
本
三
代
実
録
」
に
着
目

し
た
、
と
言
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
た
。

「
明
治
天
皇
紀
」
の
文
体
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
の
か
、
と
言
う
問
題
は
、
何
も
金
子
に
限
ら

ず
、
第
二
部
第
三
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
代
編
修
官
長
竹
越
與
三
郎
も
積
極
的
に
取
り
組
み
自
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ら
稿
本
を
作
成
し
て
い
る
。
金
子
も
同
じ
よ
う
に
相
応
し
い
文
体
を
追
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
金
子

は
「
日
本
三
代
実
録
」
に
着
目
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
「
明
治
天
皇
紀
」
の
文
体
問
題
が
解
決

す
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
金
子
は
、
「
日
本
三
代
実
録
」
を
は
じ
め
伝
統
的
な
歴
史
編
纂
書
に
学

ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
明
治
日
本
を
世
界
に
誇
れ
る
ほ
ど
発
展
さ
せ
た
統
治
者
で
あ
る
明
治
天
皇
の
伝
記

に
相
応
し
い
新
た
な
天
皇
紀
の
文
体
を
追
求
し
た
こ
と
を
、
彼
の
講
演
を
読
み
解
く
こ
と
か
ら
明
ら
か

に
し
た
。

第
三
章
尚
侯
爵
家
東
京
邸
所
蔵
史
（
資
）
料
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
―
諸
所
蔵
目
録
の
比
較
検
討
を

通
し
て
―

「
明
治
天
皇
紀
」
を
編
修
す
る
た
め
に
、
臨
時
帝
室
編
修
局
で
の
史
（
資
）
料
蒐
集
、
特
に
宮
内
省

外
で
の
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
臨
時
帝
室
編
修

局
の
史
（
資
）
料
の
蒐
集
に
つ
い
て
は
、
編
修
開
始
直
後
か
ら
一
定
の
方
針
の
基
に
行
わ
れ
た
訳
で
は

な
か
っ
た
の
で
時
期
に
よ
り
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
臨
時
帝
室
編
修
局
員
た
ち
が
ど
れ
だ

け
幅
広
く
、
且
つ
数
多
く
の
史
（
資
）
料
を
蒐
集
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
蒐
集
の
姿
を
知
る
こ
と
は
「
明

治
天
皇
紀
」
の
編
修
の
内
実
を
理
解
す
る
一
手
段
と
な
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
尚
侯
爵
家
東
京
邸
所
蔵

史
（
資
）
料
に
関
す
る
調
査
は
、
明
治
史
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
「
琉
球
処
分
」
を
叙
述
す

る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
そ
も
そ
も
尚
侯
爵
家
の
史
（
資
）
料
は
、
明
治
四
三
年
、
「
尚
泰
侯
実
録
」
の
編

纂
の
た
め
か
な
り
の
分
量
が
沖
縄
か
ら
東
京
に
移
送
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
沖
縄
時
代
の
史
（
資
）
料
、

或
い
は
東
京
移
送
後
の
史
（
資
）
料
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
「
御
蔵
本
目
録
」

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
章
末
松
謙
澄
と
「
末
松
子
爵
家
所
蔵
文
書
」

「
明
治
天
皇
紀
」
を
縮
約
し
て
公
刊
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
編
修
委
員
会
が
、

昭
和
一
二
年
に
同
文
書
を
蒐
集
し
た
経
緯
と
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ

た
の
は
、
同
年
、
東
京
日
日
新
聞
社
と
大
阪
毎
日
新
聞
社
が
催
し
た
「
政
治
博
覧
会
」
で
あ
っ
た
。
博

覧
会
に
は
各
方
面
の
家
蔵
の
史
（
資
）
料
が
展
示
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
公
刊
明
治
天
皇
御
紀

編
修
委
員
会
で
は
、
直
ち
に
関
係
史
（
資
）
料
の
借
用
・
書
写
を
所
蔵
者
・
機
関
に
申
し
入
れ
た
の
で

あ
る
が
、
「
末
松
子
爵
家
所
蔵
文
書
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
編

修
委
員
会
時
代
に
お
い
て
も
積
極
的
に
関
係
史
（
資
）
料
の
調
査
・
蒐
集
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解

さ
れ
た
。
時
期
的
に
み
て
そ
の
後
の
空
襲
に
よ
る
被
害
や
戦
後
の
混
乱
に
よ
る
史
（
資
）
料
の
散
逸
を

考
え
る
と
、
例
え
書
写
史
（
資
）
料
と
は
言
え
、
被
害
・
散
逸
直
前
ま
で
史
（
資
）
料
蒐
集
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
詳
し
く
は
本
文
に
譲
る
が
、
「
末
松
子
爵
家
所
蔵
文
書
」

は
、
末
松
家
の
当
主
で
、
伊
藤
博
文
の
女
婿
で
あ
っ
た
末
松
謙
澄
の
下
に
あ
っ
た
史
（
資
）
料
で
あ
る

の
で
、
そ
の
多
く
が
山
県
有
朋
な
ど
か
ら
の
伊
藤
宛
書
翰
や
、
伊
藤
に
関
わ
る
書
類
な
ど
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
書
翰
・
書
類
と
も
に
非
常
に
重
要
な
も
の
が
多
く
、
現
在
、
日
本
近
代
史
研
究
に
お
い
て
活

用
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
金
子
堅
太
郎
と
「
日
露
開
戦
伊
藤
公
対
談
絵
巻
物
」

日
露
戦
争
勃
発
直
前
、
貴
族
院
議
員
金
子
堅
太
郎
が
枢
密
院
議
長
伊
藤
博
文
か
ら
ア
メ
リ
カ
で
対
日

支
持
世
論
づ
く
り
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
最
初
、
金
子
は
、
事
の
重
要
性
に

鑑
み
固
辞
す
る
が
、
伊
藤
の
熱
心
な
説
得
に
折
れ
て
遂
に
承
諾
し
た
時
の
模
様
を
絵
巻
物
に
し
た
経
緯

を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
絵
巻
物
は
、
伊
藤
と
金
子
の
対
談
の
模
様
を
描
い
た
絵
、
対
談
の
内
容
や
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金
子
の
対
米
観
な
ど
を
記
し
た
詞
書
、
元
帥
東
郷
平
八
郎
の
題
字
か
ら
な
る
。
詞
書
の
内
容
か
ら
金
子

の
対
米
観
な
ど
が
知
れ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
本
絵
巻
物
の
価
値
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

制
作
時
期
の
昭
和
五
年
五
月
〜
六
月
頃
は
、
所
謂
統
帥
権
干
犯
問
題
が
惹
起
し
て
お
り
、
ま
た
題
字
を

寄
せ
た
東
郷
は
艦
隊
派
の
頭
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
制
作
意
図
を
考
察
す
る
こ
と
は
当
該
期
の
金
子
の
活

動
や
政
治
状
況
を
読
み
解
く
上
で
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。

第
六
章
子
爵
花
房
義
質
事
歴
絵
詞
帖
（
絵
・
二
世
五
姓
田
芳
柳
）
―
特
に
壬
午
事
変
時
の
絵
詞
を
中

心
と
し
て
―

明
治
時
代
の
外
交
官
・
宮
内
官
で
あ
っ
た
花
房
義
質
の
古
稀
を
記
念
し
て
作
成
さ
れ
た
「
子
爵
花
房

義
質
事
歴
絵
詞
帖
」
の
内
容
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
花
房
の
事
歴
中
か
ら
エ
ポ
ッ
ク
と

な
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
絵
は
二
世
五
姓
田
芳
柳
が
手
が
け
た
も
の
で
あ
る
。

実
は
、
二
世
五
姓
田
は
、
昭
和
八
年
に
完
成
し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
に
付
さ
れ
た
附
図
を
描
い
た
人
物

で
あ
っ
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
二
世
五
姓
田
の
画
家
と
し
て
の
活
動
が
「
明
治
天
皇
紀
」
の
附
図
作
成

へ
と
結
び
つ
く
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
世
五
姓
田

が
「
明
治
天
皇
紀
」
の
附
図
作
製
を
依
頼
さ
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
以
前
の
彼
の
活
動
が
花
房
を
は
じ

め
宮
内
高
等
官
た
ち
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

第
四
部
は
、
従
来
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
編
修
委
員
会
の
活
動
経
緯
を

は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
『
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
』
の
編
修
―
特
に
編
纂
長
三
上
参
次

の
時
期
を
中
心
と
し
て
―
」
は
、
昭
和
九
年
、
完
成
し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
を
縮
約
・
公
刊
す
る
た
め

に
宮
内
省
内
に
設
け
ら
れ
た
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
編
修
委
員
会
の
活
動
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
公

刊
明
治
天
皇
御
紀
編
修
委
員
会
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
を
基
に
し
て
重
要
な
部
分
を
抽
出
す
る
な
ど
し
て

草
稿
を
作
成
し
、
そ
れ
を
編
修
員
た
ち
が
再
編
修
し
て
稿
本
を
つ
く
り
、
編
纂
長
三
上
参
次
の
校
閲
を

経
た
上
で
、
同
編
修
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
査
読
を
う
け
て
公
刊
版
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と

っ
た
。
ま
た
、
新
た
に
史
（
資
）
料
を
蒐
集
す
る
な
ど
、
「
明
治
天
皇
紀
」
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
し

よ
う
と
編
修
が
重
ね
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
一
四
年
六
月
、
「
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
第
二
稿
本
」
が
完

成
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
公
刊
に
む
け
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
の
判
断
か
ら
、
編
修
業
務

が
図
書
寮
編
修
課
に
引
き
継
が
れ
、
「
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
第
二
稿
本
」
に
基
づ
い
て
「
新
稿
本
」
の
編

修
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
戦
争
の
激
化
な
ど
か
ら
編
修
は
徐
々
に
停
滞
し
て
い
く
。
そ
し

て
、
敗
戦
後
の
宮
内
省
の
組
織
縮
小
な
ど
か
ら
「
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
」
の
編
修
業
務
は
姿
を
消
し
完

成
の
日
を
迎
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
結
語
」
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
特

質
を
確
認
す
る
と
共
に
、
今
後
の
研
究
課
題
を
提
議
し
た
。
特
質
と
し
て
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修

は
、
図
書
寮
編
修
課
に
よ
る
天
皇
の
伝
記
編
修
の
枠
を
超
え
て
、
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
編
修
体
制

の
下
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
、
大
正
九
年
五
月
の
「
明
治
天

皇
紀
編
修
綱
領
」
に
よ
り
打
ち
立
て
ら
れ
、
英
邁
な
天
皇
の
治
政
を
描
く
と
共
に
、
明
治
時
代
を
築
い

た
人
々
の
姿
を
も
描
こ
う
と
し
た
こ
と
、
叙
述
に
際
し
て
事
実
関
係
を
最
も
重
視
し
た
こ
と
、
事
実
を

叙
述
す
る
た
め
に
は
一
次
史
（
資
）
料
を
徹
底
的
に
蒐
集
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
編
修
の
現
場
は
、
決

し
て
偏
狭
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
振
り
回
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
確
認
し
た
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
特
質
を
生
み
出
す
原
点
と
な
っ
た
「
明
治
天
皇
紀
編
修
綱
領
」
の
歴
史
的
背
景
に
、

当
時
、
政
治
問
題
と
化
し
て
い
た
大
正
天
皇
の
後
継
者
問
題
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
皇
太
子
迪
宮
裕
仁
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親
王
の
教
育
問
題
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
「
明
治
天
皇
紀
」
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

課
題
と
し
て
は
、「
明
治
天
皇
紀
」
を
編
修
し
た
人
々
の
関
係
史
（
資
）
料
を
発
掘
す
る
こ
と
に
よ
り
、

彼
等
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
観
に
よ
り
叙
述
に
あ
た
っ
た
か
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
明

治
天
皇
紀
」
の
叙
述
内
容
を
充
実
さ
せ
た
宮
内
省
の
「
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
」
を
は
じ
め
と
す
る
公

文
書
、
ま
た
内
閣
・
外
務
省
・
陸
海
軍
な
ど
の
公
文
書
（
外
交
文
書
）
を
調
査
・
研
究
し
、
各
記
事
が

ど
れ
だ
け
「
事
実
」
で
あ
る
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
と
提
議
し
た
。
理
由
は
、
そ
の

こ
と
が
「
明
治
天
皇
紀
」
の
理
解
を
よ
り
一
層
深
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
日
本
の
全
体
の
歴
史
を

知
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
か
ら
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
史
（
資
）
料
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
中
央
政
府
の
政
治
・
外
交
・
軍
事
・

経
済
・
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
各
地
の
実
状
を
知
る
上
で
非
常
に
役
に
立
つ
貴
重

な
史
（
資
）
料
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
明
治
天
皇
が
日
本
全
国
を
行
幸
し
た
際
、
天
皇
の
御
手
許
に
差

し
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
数
多
く
あ
り
、
現
在
で
は
失
わ
れ
た
貴
重
な
史
（
資
）
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。

右
に
触
れ
た
史
（
資
）
料
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
近
代
史
の
研
究
を
確
実
に
深
化
さ
せ
、
今
ま
で
以
上

に
近
代
日
本
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
で
用
い
ら
れ
た
各
種
の

史
（
資
）
料
は
、
「
明
治
天
皇
紀
」
の
枠
の
み
で
は
な
く
、
広
く
近
代
日
本
の
歴
史
を
学
ぶ
上
で
好
個
の

史
（
資
）
料
で
あ
る
と
し
た
。

以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
明
治
天
皇
や
明
治
史
の
研
究
を
行
う
際
、
臨
時
帝
室
編
修
局
が
編
修

し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
を
基
本
的
文
献
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
で
は

そ
の
「
明
治
天
皇
紀
」
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
り
、
さ
ら
に
は
ど
の
よ

う
な
歴
史
観
で
編
修
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
近
年
、
筆
者
は
公
開
さ
れ

た
関
係
史
料
を
用
い
て
い
く
つ
か
の
小
論
を
発
表
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
研
究
は
緒
に
つ
い
た
ば
か

り
で
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
ま
だ
ま
だ
多
く
あ
る
。
ま
し
て
や
本
稿
の
底
流
に
あ
る
「
明

治
天
皇
紀
」
の
編
修
と
近
現
代
の
歴
史
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情

で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
が
近
代
史
学
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
位
相
を
占
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
、
そ
の
編
修
の
実
態
を
考
察
し
た
の
も
の
で

あ
る
。

な
お
、
付
論
「
大
正
天
皇
実
録
」
の
編
修
は
、
同
じ
く
宮
内
省
で
編
修
さ
れ
た
大
正
天
皇
の
伝
記
で

あ
る
「
大
正
天
皇
実
録
」
の
編
修
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
大
正
天
皇
の
研
究
が

徐
々
に
深
ま
っ
て
い
る
が
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
天
皇
の
評
価
が
難
し
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
天
皇
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
や
、
天
皇
の
国
家
・
社
会
で
の
活
動
な
ど
を
正
確

に
知
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
大
正
天
皇
実
録
」
が
最
も
詳
細
で
、
計
り
知
れ
な
い
価
値
を
有
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
編
修
の
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
大
正
天
皇
実
録
」
は
、
研

究
も
利
用
も
こ
れ
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
意
味
か
ら
ま
ず
は
そ
の
編
修
過
程
の
基

礎
的
な
検
討
が
必
要
と
考
え
て
検
討
し
た
。
ま
た
併
せ
て
、「
実
録
」
と
し
て
の
「
大
正
天
皇
実
録
」
と
、

「
紀
」
と
し
て
の
「
明
治
天
皇
紀
」
と
の
間
に
あ
る
違
い
が
、
す
な
わ
ち
二
人
の
天
皇
の
歴
史
的
評
価

が
伝
記
の
編
修
の
あ
り
方
を
も
左
右
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上


