
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
鎌
倉
孝
夫
氏
の
批
判
に
応
え
る

後
　
　
藤

靖

一二三四五
　
目
　
　
次

は
じ
ポ
に

「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
」
論
に
つ
い
て

廃
藩
置
県
に
つ
い
て
（
以
上
本
号
）

地
租
・
所
有
権
に
つ
い
て

帝
国
憲
法
体
制
に
つ
い
て

は

じ
　
め
　
に

　
鎌
倉
孝
夫
氏
は
、
そ
の
論
稿
「
目
本
資
本
主
義
論
争
」
（
講
座
『
現
代
経
済
思
潮
』
第
二
巻
、
東
洋
経
済
新
報
杜
刊
、
一
九
七
八
年
一
二
月
）

で
、
わ
た
し
の
「
明
治
の
天
皇
制
と
民
衆
」
（
後
藤
靖
編
『
天
皇
制
と
民
衆
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
刊
）
に
対
し

て
批
判
を
加
え
ら
れ
た
。
著
名
な
経
済
学
者
で
あ
る
氏
が
、
歴
史
学
の
領
域
に
ま
で
ふ
み
込
ま
れ
、
拙
稿
に
対
す
る
多
面
的
な
批
判

を
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
た
い
し
て
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
多
面
に
わ
た
る
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
と
し
て
は
、

　
　
　
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（
六
六
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
八
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
（
六
六
二
）

氏
の
批
判
に
っ
い
に
承
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
氏
の
批
判
の
論
点
の
一
っ
一
っ
に
た
い
し
て
反
批
判
的
考
察
を

行
い
た
い
と
思
う
。
と
同
時
に
、
こ
の
反
批
判
を
通
じ
て
、
旧
稿
に
た
い
す
る
部
分
的
補
足
も
行
い
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
二
　
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
」
論
に
つ
い
て

　
鎌
倉
氏
の
拙
稿
に
た
い
す
る
批
判
は
多
面
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
批
判
的
指
摘
の
部
分
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
鎌
倉
氏
は
、
藤
井
松
一
氏
の
わ
た
し
の
見
解
に
た
い
す
る
整
理
（
「
”
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
〃
期
の
天
皇
制
」
１
後
藤
靖
編
、
前
掲
書
）
に

依
拠
し
た
が
ら
、
わ
た
し
が
提
起
し
た
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
」
論
を
次
の
よ
う
に
理
解
Ｌ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
働
　
後
藤
は
、
　
「
明
治
維
新
は
な
お
『
絶
対
主
義
天
皇
制
』
を
成
立
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
後
の
資
本
主
義
発
展
の
過
程

に
お
い
て
『
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
』
が
お
こ
な
わ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
は
変
質
し
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
『
上
か
ら
の

ブ
ル
ジ
ョ
プ
革
命
』
の
内
容
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
階
級
－
独
占
資
本
と
官
僚
と
の
結
合
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
政
治
的
・
政
策
彩

成
的
分
野
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
が
参
加
す
る
の
を
『
上
か
ら
』
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
『
革
命
』
と
す
る
の
で
あ
れ
ほ
、
各
種
審
議
会
等
へ

の
労
働
者
・
市
民
の
参
加
は
、
　
『
上
か
ら
』
の
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
『
革
命
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

　
わ
た
し
が
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
」
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
下
山
三
郎
著
『
明
治
維
新
研
究
史
論
』
（
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
六
六
年
五
月
刊
）
と
星
埜
惇
氏
の
『
杜
会
構
成
体
移
行
論
序
説
』
（
未
来
杜
、
一
九
六
九
年
二
月
刊
）
の
母
胎
と
た
っ
た
「
杜
会
構
成

体
移
行
の
諸
類
型
」
（
福
島
大
学
『
商
学
論
集
』
一
九
六
二
年
）
お
よ
び
「
国
家
権
力
の
移
行
過
程
」
（
同
上
、
一
九
六
七
年
）
に
対
す
る
書

評
の
移
を
と
っ
て
書
い
た
¢
「
目
本
近
代
史
分
析
の
一
視
角
（
上
）
」
（
『
歴
史
評
論
』
第
二
二
一
号
、
一
九
六
八
年
四
月
）
、
お
よ
び
　
大

橋
隆
憲
編
『
日
本
の
階
級
構
成
』
第
二
章
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
一
年
六
月
刊
）
と
　
「
近
代
天
皇
制
論
」
（
『
講
座
日
本
史
』
九
、
一
九
七



一
年
六
月
）
で
あ
る
。
こ
の
三
っ
の
論
稿
の
ど
れ
一
っ
を
と
っ
て
み
て
も
、
わ
た
し
は
、
鎌
倉
氏
が
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
上

か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
」
の
内
容
を
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
－
独
占
資
本
と
官
僚
の
結
合
」
や
「
政
治
的
・
政
策
形
成
的
分
野
に
ブ

ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
参
加
す
る
」
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
論
理
に
■
よ
っ
て
処
理
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
。

　
　
た
と
え
ぱ
、
¢
で
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
『
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
』
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
の
勝
利
の
結
果
と
し
て
の
階
級
構
造
の
決

　
定
的
変
化
↓
国
家
の
組
織
原
理
の
根
底
か
ら
の
変
革
を
な
し
と
げ
え
た
か
っ
た
国
々
で
の
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
化
↓
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
権
力
の
確
立
を
意
味

　
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
化
↓
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
権
力
の
確
立
は
、
基
本
的
に
は
、
絶
対
主
義
権
力
が
、
発
展
し
っ
っ
あ
る
杜
会
体
制
に

　
自
己
を
似
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
支
配
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
っ
と
め
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
の
上
層
都
分
と
妥
協
し
た
が
ら
、
労
働
者
・
農
民
を
抑

　
圧
す
る
権
カ
ヘ
と
漸
次
的
に
移
行
し
て
い
く
過
程
に
－
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
権
力
の
移
行
過
程
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
生
産
関
係
の
発
展
↓
資

　
本
制
経
済
構
造
の
成
立
を
基
礎
規
定
と
し
、
か
か
る
経
済
構
造
に
規
定
さ
れ
た
階
級
関
係
の
変
化
と
り
わ
げ
階
級
闘
争
の
質
的
変
化
を
背
景
と
し

　
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
移
行
過
程
は
、
ま
さ
に
国
内
の
杜
会
経
済
的
、
政
治
的
諸
条
件
の
変
化
を
そ
の
内
発
的

要
因
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
力
の
移
行
過
程
に
お
げ
る
統
治
機
構
１
１
統
治
諸
機
関
の
相
互
関
連
の
あ
り
方
は
二
重
に
規
定
さ
れ

　
る
。
第
一
に
は
、
『
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
革
命
』
の
過
程
は
、
権
力
の
側
か
ら
の
杜
会
へ
の
対
応
過
程
で
あ
る
こ
と
に
１
よ
っ
て
、
執
行
権
力
の

主
導
性
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
に
は
、
世
界
資
本
主
義
市
場
の
形
成
に
と
も
た
う
世
界
的
政
治
体
制
の
成
立
し
た
時
期
に
お

　
い
て
は
、
多
か
れ
少
か
れ
、
後
進
諾
国
は
先
進
諸
国
家
の
政
治
的
・
経
済
的
圧
迫
を
こ
う
む
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
に
、
そ
こ
で
の
政
治
的

体
制
構
造
は
た
ん
に
自
国
内
の
発
展
し
っ
つ
あ
る
杜
会
体
制
に
１
規
定
さ
れ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
そ
う
し
た
世
界
状
勢
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
帝
国
主
義
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
傾
向
は
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
る
」
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
「
議
会
の
相
対
的
地
位
の
上
昇
」
は
み
ら
れ

　
る
と
し
て
も
、
「
基
本
的
に
は
く
官
僚
制
－
政
府
－
議
会
Ｖ
と
い
う
方
向
観
定
関
係
」
に
は
変
化
が
現
わ
れ
な
い
か
ら
、
「
上
か
ら
の
プ
ル
ジ
ョ
ァ

革
命
」
を
立
証
す
る
た
め
の
指
標
を
統
治
機
構
１
１
統
治
諸
機
関
の
変
化
だ
け
に
求
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
　
「
統
治
機
構
１
１
統
治
形
態
が
不
変
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
機
構
を
構
成
す
る
諸
機
関
（
立
法
、
司
法
、
行
政
）
の
構
造
連

関
－
執
行
機
関
の
立
法
機
関
へ
の
優
越
１
が
か
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
行
政
の
内
容
と
行
政
の
依
拠
す
べ
き

法
１
－
法
体
系
の
内
容
が
、
次
第
に
経
済
構
造
の
変
化
↓
階
級
関
係
の
変
化
に
対
応
し
て
ゆ
く
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
」
と
。
論
文
　
、
＠
で

は
、
こ
れ
を
下
地
に
し
た
が
ら
、
階
級
構
成
の
変
化
を
具
体
的
に
立
証
し
、
階
級
構
成
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
一
九
一
〇
年
代
以
降
に
顕
著
に
あ

　
　
　
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
六
六
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
八
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
六
六
四
）

　
ら
わ
れ
る
・
ｏ
「
独
占
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
政
治
・
政
策
決
定
過
程
へ
の
か
か
わ
り
方
の
変
化
１
こ
の
こ
と
が
官
僚
制
の
変
化
、
そ
の
ブ
ル
ジ
ヨ

　
ァ
的
観
定
性
の
第
一
義
的
た
表
章
」
で
あ
り
、
の
議
会
の
構
成
と
そ
の
役
割
の
変
化
、
側
法
体
系
の
変
化
と
そ
の
立
案
過
程
の
変
化
を
指
標
と
し

　
て
・
第
一
次
護
憲
運
動
、
山
本
内
閣
を
も
っ
て
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
が
始
ま
１
り
、
原
敬
内
断
以
後
に
そ
れ
が
本
格
化
す
る
が
、
　
「
天
皇
制

　
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
完
成
（
一
九
三
八
年
国
家
総
動
員
法
の
成
立
が
指
標
）
す
る
ま
で
は
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
は
完
遂
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
」

　
（
「
近
代
天
皇
制
論
」
）
と
書
い
て
い
る
。

　
こ
の
三
っ
の
旧
稿
は
、
国
家
概
念
そ
の
も
の
に
関
す
る
概
念
規
定
が
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
」
の

概
念
と
そ
の
指
標
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
旧
稿
と
り
わ
け
第
三
論
文
に
対
す
る
多
く
の
批
判
を
う
げ
る
原
因
を
な
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
に
た
い
す
る
わ
た
し
の
よ
り
積
極
的
な
見
解
の
展
開
は
、
比
較
的
近
い
機
会
に
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
と
も

あ
れ
・
旧
稿
で
の
わ
た
し
の
「
上
か
ら
．
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
」
論
が
、
鎌
倉
氏
が
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
た
単
純
な
理
論
構
成
に
よ

っ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
だ
げ
に
理
解
し
て
い
た
だ
げ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
鎌
倉
氏
の
「
各
種
審
議
会
等
へ
の
労

働
者
・
市
民
の
参
加
は
『
上
か
ら
』
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
『
革
命
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
た
し
に

と
っ
て
は
全
く
非
学
問
的
な
郡
楡
で
し
か
た
い
と
い
う
こ
と
に
た
る
。

　
¢
オ
　
鎌
倉
氏
の
わ
た
し
の
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
革
命
」
論
批
判
の
前
提
に
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
そ
の
根
底
を
な
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
明
治
天
皇
制
以
来
の
国
家
官
僚
機
構
の
な
か
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
発
展
を
急
速
に
促
進
す
る
と
い
う
性
格
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
直
接
の
担
い
手
が
旧
下
級
武
士
層
で
あ
り
、
寄
生
地
主
層
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
出
身
い
か
ん
に
か

か
わ
ら
ず
、
す
で
に
そ
の
機
構
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
を
促
進
す
る
ほ
か
維
持
さ
れ
え
た
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
一

次
大
戦
と
そ
の
後
の
経
済
危
機
の
も
と
で
、
資
本
主
義
体
制
を
維
持
す
べ
く
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
政
治
介
入
、
さ
ら
に
は
普
選
に

よ
る
国
民
の
政
治
参
加
を
お
こ
な
わ
ね
ぱ
た
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
権
力
自
体
が
封
建
的
権
カ
と
し
て
の
絶
対
主
義
か
ら
ブ
ル



ジ
ョ
ァ
的
権
力
に
変
質
・
移
行
し
た
の
で
は
な
い
」
。
「
後
藤
氏
の
い
う
『
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
」
を
い
う
と
し
た
ら
、
結
局

明
治
維
新
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
ら
な
く
て
は
た
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。

　
天
皇
制
国
家
を
そ
の
誕
生
以
来
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
で
あ
る
と
規
定
す
る
鎌
倉
氏
に
と
っ
て
は
、
　
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
」

論
が
必
要
で
な
く
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
氏
に
１
よ
れ
ぼ
「
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
政
治
介
入
」
は
「
第
一
次
大
戦
と
そ
の
後
の
経
済
危
機
」
の
な
か
で
行
わ

れ
た
と
い
う
。
こ
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
政
治
介
入
」
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
た
内
容
と
、
そ
れ
が
天
皇
制
国
家
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
歴
史
的
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
指
摘
は
、
天
皇

制
国
家
ー
そ
れ
を
鎌
倉
氏
の
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
と
考
え
た
場
合
に
，
は
よ
り
一
層
－
の
本
質
１
１
内
容
の
変
化
を
と
ら
え
る
う
え
で

き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
無
規
定
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
ブ
ル
ジ

ヨ
ァ
ジ
ー
が
第
一
次
大
戦
以
後
に
は
じ
め
て
政
治
に
介
入
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
以
前
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
は
天
皇
制

国
家
の
政
治
に
介
入
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鎌
倉
氏
が
上
の
引
用
文
の
な
か
で
、
　
「
そ
の
直
接
の
担
い
手
が
旧
．

下
級
武
士
層
で
あ
り
、
寄
生
地
主
層
で
あ
っ
た
と
し
て
も
」
と
書
か
れ
て
い
る
一
節
が
、
そ
の
こ
と
と
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
て
鎌
倉
氏
に
よ
れ
ぼ
、
．
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
は
第
一
次
大
戦
以
前
に
は
政
治
に
介
入
し
て
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
明
治
維
新

以
来
の
明
治
天
皇
制
国
家
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
国
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
　
「
明
治
天
皇
制

以
来
の
国
家
官
僚
機
構
の
な
か
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
を
急
速
に
促
進
す
る
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
」
と
い
う
一
点
に
し
ぽ
ら
れ

る
。
こ
れ
で
は
、
鎌
倉
氏
が
「
明
治
維
新
は
不
十
分
で
は
あ
っ
て
も
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
で
あ
り
、
明
治
天
皇
政
府
川
天
皇
制
は
ブ
ル

ジ
ヨ
ァ
君
主
制
国
家
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
（
労
農
派
の
主
張
の
こ
と
ー
引
用
者
注
）
は
そ
れ
自
体
正
し
い
と
し
て
も
、
な
ぜ
日
本
ブ
ル

　
　
　
近
代
天
皇
制
に
ー
つ
い
て
（
後
藤
）
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（
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ジ
ョ
ァ
国
家
が
、
絶
対
主
義
と
も
い
い
う
る
ご
と
き
強
大
た
権
力
を
も
ち
え
、
ま
た
も
た
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
天
皇
の
特
．

殊
な
性
格
は
、
明
ら
か
に
は
し
え
た
い
」
し
、
　
「
労
農
派
は
天
皇
制
を
経
済
主
義
的
に
基
底
還
元
し
」
た
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ

た
行
文
が
、
鎌
倉
氏
自
身
に
も
そ
の
ま
ま
は
ね
返
っ
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
鎌
倉
氏
が
、
そ
の
行
文
で
述
べ
て
お
ら
れ
る

の
は
、
経
済
的
基
礎
過
程
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
生
産
関
係
が
規
定
的
な
役
割
を
果
す
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

た
だ
「
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
を
促
進
す
る
」
と
い
う
経
済
政
策
だ
げ
で
あ
る
。

　
鎌
倉
氏
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
が
政
治
的
に
ー
介
入
し
は
し
な
か
っ
た
げ
れ
ど
も
、
た
お
か
っ
天
皇
制
国
家
が
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
国
家
論
そ
の
も
の
か
ら
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。
　
「
そ
の
直
接
の
担
い
手
が
旧
下
級
武
士
層
で
あ
り
、
寄
生
地

主
層
で
あ
っ
た
」
と
い
い
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
階
級
が
直
接
に
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
国
家
権
力
の
領
有
者
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
政
治
的
支
配
を
行
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
お
よ
そ
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
は
、
抽
象
的
・
一
般
的
に
い
え
ぼ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
階
級
的
支
配
１
１
従
属
関
係
が
全
杜
会
的
規
模
に
お

い
て
形
成
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
階
級
が
杜
会
的
諾
関
係
を
自
己
の
階
級
的
利
害
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
事
態
が
展
開
し
て
お
り
、
こ

れ
を
客
観
的
基
礎
と
し
な
が
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
を
媒
介
と
し
っ
っ
、
そ
の
利
害
を
貫
徹
す
る
た
め
の
特
殊
な
権
力
と

し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
政
治
的
権
力
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
思
想
・
信
仰
・
集
会
・
結
杜
を
は
じ
め
財
産
・
移

転
．
職
業
選
択
・
営
業
の
自
由
等
々
の
い
わ
ゆ
る
基
本
的
人
権
の
保
障
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
杜
会
諸
関
係
の
確
立
の
不
可
欠
の
要
件

を
な
す
。
ま
た
、
国
民
主
権
・
公
民
権
の
確
立
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
政
治
原
理
と
そ
れ
に
も
と
ず
く
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
に
よ
る
政
治

的
支
配
組
織
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
場
合
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
国
家
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
支
配
１
１
従
属
関
係
の
発
展
臥
階
、
し
た
が

っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
階
級
と
し
て
の
成
熟
の
程
度
に
応
じ
て
、
０
Ｄ
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
一
分
派
を
通
じ
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー



の
政
治
的
支
配
１
１
問
接
的
政
治
支
配
、
０
産
業
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
直
接
的
政
治
支
配
、
ゆ
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
問
接
的
政
治
支
配

と
い
う
諸
段
階
１
１
諸
支
配
彩
態
を
と
り
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諾
段
階
Ｈ
諸
形
態
転
化
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
国
家
と
い
う
枠
内
に
お
け
る
内
容
の
発
展
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
氏
の
場
合
に
は
、
　
「
維
新
１
ー
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
、
天
皇
制
国
家
１
ー
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
君
主
制
」
と
い
う
証
明
が
い
っ

さ
い
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
で
の
わ
た
し
の
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
」
論
批
判
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
わ
た
し

と
し
て
は
承
服
の
し
よ
う
が
な
い
。

三
　
廃
藩
置
県
に
つ
い
て

　
倒
　
鎌
倉
氏
は
、
わ
た
し
が
、
廃
藩
置
県
を
解
体
し
つ
つ
あ
る
「
幕
府
・
諾
藩
の
個
別
的
領
有
権
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
朝
廷
政

藩
に
集
中
し
た
に
過
ぎ
ず
、
個
別
領
有
体
制
を
全
一
的
な
天
皇
制
国
家
的
領
有
体
制
に
編
成
が
え
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
い
、

そ
の
直
後
に
行
な
わ
れ
た
田
畑
勝
手
作
の
許
可
、
田
畑
永
代
売
買
の
解
禁
、
職
業
選
択
の
自
由
の
許
可
た
ど
一
連
の
「
一
見
進
歩
的

な
法
的
措
置
」
も
「
農
民
的
商
品
経
済
の
発
展
を
認
め
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
現
実
に
は
農
民
は
解
放
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
天

皇
制
国
家
に
よ
っ
て
旧
来
と
同
じ
封
建
的
収
奪
に
さ
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
（
『
天
皇
制
と
民
衆
』
二
二
～
二
二
頁
）
と
書
い
た

の
に
た
い
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
幕
藩
体
制
は
、
農
民
的
商
品
経
済
の
発
展
、
反
封
建
闘
争
の
進
展
、
内
国
債
・
外
国
債
の
累
積
に
よ
っ
て
、
「
も
は
や
封
建
的

関
係
を
基
礎
と
し
て
は
、
権
力
は
維
持
し
え
な
い
と
こ
ろ
ま
で
発
展
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
天
皇
制
の
成
立
も
こ
う
し
た
基
礎
の
上

で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
。
た
だ
、
「
倒
幕
を
果
た
し
た
薩
・
長
・
上
・
肥
の
下
級
武
士
は
、
み
ず
か
ら
の
実
力
だ
げ
で
は
『
専

　
　
　
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
（
後
藤
）
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制
』
を
実
現
し
え
ず
、
　
「
国
民
統
合
上
、
天
皇
を
『
か
っ
ぎ
』
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
逆
に
天
皇
を
『
絶
対
」
的

権
威
と
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
」
。
し
か
も
、
「
そ
れ
自
体
権
力
の
物
質
的
根
拠
を
欠
く
天
皇
制
は
、
そ
の
全
国
的
支
配
を
果
た

す
う
え
に
お
い
て
も
、
も
は
や
領
主
的
支
配
に
１
よ
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
り
、
　
「
天
皇
制
が
無
産
国
家
で
あ
り
た
が
ら
、
な
お
近
．

代
的
租
税
徴
蚊
の
根
拠
に
１
不
足
し
、
不
換
紙
幣
発
行
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
の
は
、
　
「
ま
さ
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
無
産
国
家

の
端
的
な
証
拠
で
あ
り
」
、
　
一
連
の
諸
改
革
も
「
商
品
経
済
の
発
展
な
し
に
は
天
皇
制
権
力
の
維
持
は
行
な
い
え
た
い
こ
と
の
現
わ

れ
」
で
あ
っ
て
、
．
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
の
未
成
熟
に
基
づ
き
な
が
ら
、
強
引
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
国
家
機
構
．
権
力
を
構
築
す
る
う
え

の
直
接
的
基
礎
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
（
鎌
倉
論
文
一
七
～
一
八
頁
、
な
お
『
』
は
拙
稿
か
ら
の
引
用
都
分
）
。

　
鎌
倉
氏
の
論
述
の
な
か
で
、
わ
た
し
に
は
十
分
に
は
読
み
と
り
が
た
い
表
現
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ぱ
、
　
「
そ
れ
自
体
権
力
の

物
質
的
根
拠
を
欠
く
天
皇
制
」
と
か
、
　
「
近
代
的
租
税
徴
収
の
根
拠
に
ー
不
足
」
す
る
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
無
産
国
家
」
で
あ
る
と
か
、

あ
る
い
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
機
構
・
権
力
を
構
築
す
る
う
え
の
直
接
的
基
礎
」
と
い
わ
れ
る
「
直
接
的
基
礎
」
の
内
容
な
ど
で
あ
，

る
。
こ
れ
ら
の
意
味
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
鎌
倉
氏
が
何
を
い
お
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
率
直
に
い
っ
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た

だ
、
前
述
い
の
個
所
と
連
結
さ
せ
て
推
測
す
れ
ぱ
、
鎌
倉
氏
は
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
国
家
機
構
。
権
力
」
が
ま

が
り
な
り
に
も
成
立
し
、
こ
の
天
皇
制
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
国
家
は
い
ま
だ
未
成
熟
な
段
階
に
あ
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
を
推
進
せ
ん
が
た

め
に
一
連
の
改
革
を
行
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
は
、
わ
た
し
と

し
て
は
承
服
で
き
な
い
。

　
廃
藩
置
県
が
た
と
え
未
成
熟
た
内
容
の
も
の
で
あ
れ
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
天
皇
制
国
家
の
成
立
を
意
味
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
時
点
で
国
家
の
主
権
が
直
接
的
に
か
問
接
的
に
か
ブ
ル
ジ
一
ア
階
級
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
た
い
。



と
こ
ろ
が
廃
藩
置
県
と
そ
の
後
の
政
治
的
諸
改
革
の
な
か
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
、
い
い
か
え
る
と
国
民
主
権
と
そ
の
機
構
的
保

障
で
あ
る
議
会
１
１
立
法
機
関
の
執
行
諸
機
関
か
ら
の
分
立
・
優
越
と
い
う
構
成
原
理
を
も
っ
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
国
家
形
態
は
全
く
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
廃
藩
置
県
直
後
の
一
八
七
一
年
七
月
二
九
日
、
政
府
は
太
政
官
職
制
お
よ
び
そ
の
章
程
を
制
定
・
公
布
し
、
主
権
の
所
在
お
よ
び

国
家
権
力
の
最
高
諸
機
関
の
組
織
編
成
１
１
統
治
形
態
に
１
っ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
正
院
ハ
天
皇
臨
御
シ
テ
万

機
ヲ
総
判
シ
、
大
臣
・
糟
言
之
ヲ
輔
弼
シ
、
参
議
之
二
参
与
シ
テ
庶
政
ヲ
奨
督
シ
」
、
「
立
法
、
施
政
、
司
法
、
事
務
ハ
其
章
程
二
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

シ
左
右
院
ヨ
リ
之
ヲ
上
達
セ
シ
メ
、
正
院
之
ヲ
裁
制
ス
」
と
。
こ
の
規
定
は
立
法
、
行
政
、
司
法
の
一
切
の
政
治
的
権
力
の
領
有
者

は
天
皇
で
あ
り
、
正
院
を
構
成
す
る
大
臣
・
納
言
お
よ
び
参
議
が
天
皇
を
輔
弼
し
、
そ
の
統
治
権
の
執
行
に
あ
た
る
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
。
こ
の
章
程
で
は
「
諸
立
法
ノ
事
ヲ
議
ス
ル
」
左
院
と
「
当
務
ノ
法
案
ヲ
草
シ
諸
省
ノ
議
事
ヲ
審
調
ス
ル
」
右
院
と
が
設
置

　
（
２
）

さ
れ
、
外
見
上
は
立
法
機
関
と
行
政
機
関
と
の
分
立
が
う
た
わ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
、
左
院
議
長
は
参
議
が
兼
任
し
、
ま
た
右

院
は
諸
省
長
官
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
、
し
か
も
左
右
院
か
ら
の
上
達
は
す
べ
て
正
院
が
決
裁
す
る
と
い
う
統
治
方
式
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
国
家
装
置
は
、
近
代
国
家
の
原
理
で
あ
る
立
法
、
行
政
、
司
法
諸
機
関
の
分
立
と
立
法
機
関
の
執
行
機
関
へ
の

優
位
と
い
う
内
容
は
ひ
と
か
げ
ら
も
含
ん
で
は
い
な
い
。

　
廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
木
戸
孝
允
、
大
久
保
利
通
ら
天
皇
制
官
僚
グ
ル
ー
ブ
は
、
　
「
天
下
之
大
権
朝
廷
に
帰
し
、
海
内
平
均
之
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

を
以
て
国
威
を
海
外
に
光
輝
す
る
の
基
礎
を
相
立
」
た
し
め
る
た
め
に
は
、
　
「
上
に
其
権
を
握
し
、
平
均
之
勢
を
作
成
し
、
妨
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

の
は
忽
ち
一
刀
両
断
と
申
処
は
ど
こ
ま
で
も
失
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
　
「
朝
廷
今
目
の
御
力
の
み
に
て
は
決
し
て
往
々
皇
国
の
御

　
　
　
　
　
　
　
（
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

備
へ
も
相
立
た
ざ
る
」
が
ゆ
え
に
、
「
明
天
子
賢
宰
相
の
出
づ
る
を
待
た
ず
と
も
、
自
ら
国
家
を
保
持
す
る
に
足
る
の
制
度
を
確
立
」

　
　
　
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
六
六
九
）



　
　
　
立
命
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八
巻
・
第
六
号
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一
〇
　
（
六
七
〇
）

す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
そ
の
中
心
と
な
る
べ
く
「
誰
ヵ
一
時
之
権
を
専
ら
に
し
、
事
を
万
世
に
期
し
、
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

生
の
問
に
立
ち
、
懲
悪
挙
善
、
天
下
之
耳
目
一
新
不
仕
て
は
其
詮
無
之
」
と
決
意
し
た
。
彼
ら
の
褒
言
は
、
王
朝
の
専
制
君
主
と
し

て
の
政
治
的
未
成
熟
と
い
う
き
び
し
の
認
識
に
立
ち
、
君
主
主
権
１
１
君
主
独
裁
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
は
王
権
の
未
成
熟
を
代
位

し
補
充
す
る
専
制
的
国
家
機
構
を
早
期
に
形
成
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戊
辰
戦
争
、
版
籍
奉
還
そ
し
て
廃
藩

置
県
は
、
そ
う
し
た
決
意
の
実
践
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
鎌
倉
氏
の
い
わ
れ
る
「
倒
幕
を
果
た
し
た
薩
・
長
・
土

．
肥
の
下
級
武
士
は
、
み
ず
か
ら
の
実
力
だ
げ
で
は
『
専
制
』
を
実
現
し
え
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
国
民
統
合
上
、
天
皇
を
『
か
っ

ぎ
』
、
利
用
し
た
」
と
い
う
の
と
は
、
全
く
逆
で
あ
る
。
「
天
皇
を
『
絶
対
的
』
権
威
」
と
す
る
た
め
に
こ
そ
、
専
制
的
国
家
機
構
の

形
成
を
緊
急
の
課
題
と
し
、
そ
れ
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
移
成
さ
れ
た
専
制
的
国
家
機
構
を
掌
握
し
た
上
層
部
は
、
次
表
の
よ
う
な
構
成
要
素
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
。
第
一
表

成構ｕ牙籍族員官庁県府
■

央中表－第
任
判

一
４
３
２
７
９
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ｊ
■
　
１
４
４

６
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』
１
９

一
５
４
６
１
２
０
　
／
ｊ
　
１
８
７

９
０
■
２
５

一
５
２
２
１
５
２
　
３
川
　
１
８
６

２
５
■
２
４

任
奏

２
５
８
０
４
１
３
　
　
』
３
　
　
３

７
７
３
３

３
９
１
８
８
６
３
　
　
｛
５
　
　
３

４
５
３
４

１
３
４
９
３
５
４
　
１
■
８
　
　
４

８
２
■
５

任
勅

２
１
２
９
６
４

１
４
１

３
１
４
２
７
２
　
　
１

４
６
１

２
４
９
４
４
６
　
　
１

０
１
２

籍
族

族
族
族
民
皇
華
士
平

計
族
族
族
民
皇
華
士
平

計
族
族
族
民
皇
華
士
平

計

次
年

明
治
十
三
年

明
治
十
五
年

明
治
十
六
年

○

成作りよ６，３ユ第』鑑年計統国帝本日ｒ

は
、
中
央
政
府
お
よ
び
府
県
庁
の
一
八
八
○
（
明
治
；
一
）
年
か

ら
八
三
（
明
治
ニ
ハ
）
年
ま
で
の
勅
任
官
、
奏
任
官
、
判
任
官
の

族
籍
別
人
員
構
成
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
勅
任
官
と
い
う

の
住
大
臣
、
参
議
、
各
省
卿
、
大
警
視
、
知
事
、
大
判
事
や

陸
海
軍
将
官
な
ど
、
天
皇
の
機
務
に
直
接
に
参
与
す
る
最
上
層

の
官
僚
で
あ
る
。
奏
任
官
は
、
例
え
ば
正
院
の
職
務
章
程
の
規

程
に
よ
れ
ば
、
　
「
諸
機
務
、
文
書
法
案
ヲ
勘
査
シ
、
官
記
位
記

等
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
と
こ
ろ
の
権
大
内
史
か
ら
「
文
法
法
案
記
録
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璽
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罫
挙
塞
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皇
一
諒
衰
ぎ
。

一
警
、
・
筆
・
。
一
。
婁
一
琴
、
。
。
・
警
。
。
。
・
書
ト
。
。
・
糞
蜆
；
誓
婁
一
慧
ゴ
糊
事
♂
書
一
一
；
§
難
一
警
一
；
書
嚢

き
，
繋
一
棚
嚢
・
♂
膏
一
薫
、
一
、
＆
、
纂
デ
一
蜆
斥
。
）
暮
嚢
．
菱
茎
毒
一
薯
棄
一
－
糞
一
・
。
・
－
曇
＞
一
－
馨
繭
書
ミ
一
前
註

（
｛
も
８
＞
）
ｅ
〔
～
ｄ
駄
か
。

団
＼
トミ

Ｈ
ｃ
ｏ

Ｈ
一

Ｈ
ｃ
ｏ

Ｈ
Ｈ

崖ｓ

畠
．

冨
．

旨
．

ミ
．

－
Ｏ
．

冨
一〇

．

崖
一

－
ｃ
〇
一

〇
〇
．

曽
．

－
○
◎
．

－
Ｈ
．

○
“ＨＮＨ閉◎仁Ｎ０

０
０Ｈ切べ～べＨ０～ｏＨ

Ｈ
ｃ
ｏ
．
り

　
　
ｓ
暑
身
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糞
声
－
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諭

「
養
芹
・
一
ノ
痔
編
嘉
」

近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
（
後
藤
）

（
六
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
八
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
（
六
七
二
）

等
の
事
ヲ
掌
ル
一
と
こ
ろ
の
権
少
内
史
ま
で
を
ふ
く
ん
で
ち
陸
海
軍
で
い
え
ぼ
佐
官
ク
ラ
ス
を
包
含
し
て
い
る
。
内
閣
制
発
足

直
後
の
一
八
八
六
一
明
治
一
九
一
年
二
月
の
「
各
書
制
一
に
よ
れ
ぼ
、
勅
任
官
は
大
臣
お
よ
び
次
官
一
、
総
務
局
長
一
、
奏
任
官
は
秘

書
官
・
書
記
官
・
局
長
、
屋
次
長
、
参
事
官
と
さ
れ
、
課
長
は
判
任
官
の
最
上
位
に
偉
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
勅
任

官
は
・
立
法
・
行
政
・
裁
判
お
よ
び
軍
事
、
警
察
の
国
家
装
置
全
体
を
掌
握
し
た
天
皇
制
統
治
の
全
活
動
の
決
定
者
に
ほ
か
な
ら
ず
、

奏
任
官
は
そ
の
政
策
彬
成
過
程
と
執
行
過
程
へ
の
参
画
者
と
し
て
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
た
機
能
を
も

っ
勅
任
官
は
・
い
ず
れ
の
年
度
を
と
っ
て
み
て
も
、
皇
族
、
華
族
、
士
族
出
身
者
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

勅
・
奏
任
官
の
合
計
で
み
れ
ば
、
八
○
年
が
三
、
一
七
四
人
－
九
〇
・
菱
、
八
二
年
が
三
、
九
二
六
人
－
八
七
．
嬰
、
八
三
年

が
四
・
八
二
三
介
八
二
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
勅
任
官
だ
け
に
っ
い
て
み
る
と
、
皇
族
、
華
族
層
は
八
○
年
が
二
〇

人
Ｈ
九
六
．
菱
・
八
二
年
が
一
四
四
人
－
九
八
・
六
％
、
八
三
年
が
一
九
五
令
九
七
髪
占
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ

ら
に
注
目
し
て
お
か
淳
れ
窪
差
い
の
は
、
勅
任
官
と
奏
任
官
の
出
身
藩
は
、
い
ち
じ
る
し
く
か
た
よ
つ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
を
み
よ
う
と
し
た
の
が
、
第
二
表
で
あ
る
。
第
二
表
は
、
一
八
八
二
年
の
中
央
、
地
方
官
員
の
本
籍
お
よ
び
族
籍
別
構
成
で

あ
る
二
一
れ
に
よ
る
と
・
士
族
出
身
勅
任
官
三
七
名
の
シ
七
一
千
五
六
葎
鹿
児
島
、
山
口
、
高
知
、
長
崎
、
佐
賀
の
い
わ

ゆ
る
薩
．
長
．
土
．
肥
出
身
者
で
あ
り
、
奏
任
官
も
三
、
六
八
八
人
の
う
ち
一
、
二
〇
八
千
三
二
．
八
家
言
で
あ
一
た
。
他

県
Ｈ
他
藩
出
身
者
も
薩
・
長
・
土
・
肥
の
藩
閥
に
っ
ら
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
立
身
の
道
を
え
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
・
第
二
表
は
・
国
家
諸
機
関
（
正
院
、
右
廃
、
左
院
〔
の
ち
元
老
院
〕
、
各
省
、
警
察
、
軍
隊
、
裁
判
所
、
監
獄
等
）
を
実
質
的
に
掌
握

し
て
い
た
の
が
藩
閥
出
身
官
僚
で
あ
り
、
平
民
を
ほ
ぼ
完
全
に
－
排
除
し
て
い
た
ぼ
か
り
で
な
く
、
旧
藩
時
代
の
統
治
身
分
で
あ
っ
た

士
族
層
の
約
八
六
％
を
も
閉
め
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
皇
制
国
家
が
鎌
倉
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な



「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
機
構
・
権
力
」
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
天
皇
制
高
級
官
僚
が
最
高
の
権
力
者
で
あ
る
天
皇
を
補
弼
し

統
治
す
る
専
制
君
主
制
的
な
国
家
彬
態
Ｈ
絶
対
主
義
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
旧
　
鎌
倉
氏
は
、
天
皇
制
国
家
そ
の
も
の
の
国
家
論
か
ら
の
分
析
を
い
っ
さ
い
抜
き
に
し
て
、
天
皇
制
国
家
の
成
立
は
「
も
は
や

封
建
的
関
係
を
基
礎
と
し
て
は
権
力
は
維
持
し
え
な
い
」
よ
う
な
「
基
盤
の
上
で
行
わ
れ
」
、
し
た
が
っ
て
「
明
治
天
皇
制
以
来
の

国
家
官
僚
機
構
の
な
か
に
－
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
を
促
進
す
る
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
直
接
の
担
い
手
が
下
級
武

士
層
で
あ
り
、
寄
生
地
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
出
身
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
そ
の
機
構
は
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
を

促
進
す
る
ほ
か
維
持
さ
れ
え
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
だ
か
ら
「
明
治
維
新
は
不
十
分
で
あ
っ
て
も
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革

命
で
あ
り
、
明
治
天
皇
政
府
１
１
天
皇
制
は
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
君
主
制
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
げ
っ
し
て
目
新
し
い
論
法

で
は
な
く
、
戦
前
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
労
農
派
に
属
す
る
人
々
の
伝
統
的
た
説
明
の
方
式
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
封
建
制
か
ら
資
本
制

へ
の
杜
会
構
成
体
の
移
行
期
を
と
ら
え
る
論
理
が
欠
如
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
の
　
ほ
ん
ら
い
分
権
的
体
制
で
あ
る
封
建
領
主
制
が
危
機
に
立
っ
た
と
き
、
そ
の
体
制
的
危
機
の
打
開
は
分
権
的
体
制
の
止
揚
以

外
に
道
は
な
い
。
そ
れ
が
民
族
的
規
模
で
の
統
一
権
力
と
し
て
の
絶
対
王
政
の
形
成
を
も
た
ら
す
。
だ
か
ら
、
絶
対
王
政
は
分
権
的

封
建
体
制
の
止
揚
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
封
建
体
制
の
全
国
的
な
観
模
で
の
再
編
さ
れ
た
国
家
の
形
態
に
ほ
か
な
ら
た
い
。
絶

対
王
政
が
封
建
体
制
の
全
国
的
再
編
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
必
然
的
に
二
面
的
性
質
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。

　
そ
の
一
っ
の
性
格
は
、
絶
対
王
政
が
す
べ
て
の
個
別
領
主
権
を
王
権
に
吸
収
し
た
統
一
的
集
中
権
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
絶
対
王
政
の
本
質
で
あ
る
。
領
主
権
の
全
国
的
・
統
一
的
な
集
中
権
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
王
政
が
本
質
的
に
封

　
　
　
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
六
七
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
八
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
六
七
四
）

建
権
力
の
範
晴
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
被
支
配
階
級
た
る
農
民
・
都
市
民
の
反
封
建
的
闘
争
を
抑
圧
す
る
反
革
命
権
力
と
し
て
の
歴

史
的
内
容
と
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
同
時
に
ま
た
、
絶
対
王
政
は
、
そ
の
な
り
た
ち
の
歴
史
的
・
客
観
的
条
件
か
ら
、
必
然
的
に
、
い
ま
一
つ
の
性
格
を
具
有

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
個
別
領
有
体
制
の
解
体
化
政
策
と
、
個
別
領
有
体
制
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
農
尉
的
商
品
経
済
の
発

展
お
よ
び
反
封
建
諸
闘
争
へ
の
積
極
的
な
対
応
政
策
を
通
じ
て
、
統
一
国
家
と
し
て
の
政
治
的
・
経
済
的
な
体
制
づ
く
り
を
強
行
す

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
り
わ
げ
、
後
発
の
絶
対
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
そ
の
体
制
づ
く
り
は
先
進
諸
列
強
の
諸
到
達
水
準
を
模

擬
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、
一
六
、
七
世
紀
の
古
典
的
絶
対
王
政
１
と
は
か
な
り
異
っ
た
政
策
が
強
行
さ
れ
る
。

　
○
　
個
別
領
有
体
制
の
解
体
化
政
策
に
っ
い
て
い
え
ば
、
次
の
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
王
権
が
政
治
権
力
を
領
有
し
、

全
民
族
的
規
模
で
の
政
治
的
支
配
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
個
別
領
主
権
力
を
解
体
し
た
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
個
別
領
主
の
軍
事
力
・
裁
判
権
お
よ
び
貢
租
徴
収
権
の
王
権
へ
の
公
収
が
不
可
避
と
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
的
絶
対

王
政
が
、
ひ
と
し
く
封
建
家
臣
団
の
解
体
と
王
の
傭
丘
ハ
軍
の
形
成
に
い
ち
早
く
着
手
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
．
そ
し
て
、
旧
封

建
諸
侯
の
う
ち
大
貴
族
や
名
門
貴
族
を
王
権
の
周
囲
か
ら
排
除
し
（
等
族
会
議
の
解
体
）
、
旧
中
小
貴
族
や
新
大
土
地
所
有
者
（
土
地
貴

族
）
お
よ
び
巨
大
特
権
商
人
層
（
金
融
貴
族
）
を
新
貴
族
と
し
て
登
用
し
、
彼
ら
に
下
級
裁
判
権
や
徴
税
権
を
改
め
て
認
証
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
ら
を
王
室
裁
判
所
１
１
上
級
裁
判
権
や
王
の
土
地
高
権
に
従
属
さ
せ
る
政
策
を
と
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
王
権
の
新
貴
族
か

ら
の
超
絶
性
・
絶
対
性
を
創
り
だ
そ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
旧
封
建
体
制
を
さ
さ
え
て
き
た
身
分
制
と
そ

の
経
済
的
基
礎
で
あ
る
個
別
領
主
的
土
地
所
有
は
解
体
さ
れ
、
新
貴
族
層
１
１
半
封
建
的
身
分
を
補
給
基
盤
と
し
て
枢
密
院
．
高
等
法

院
を
頂
点
機
関
と
す
る
絶
対
主
義
官
僚
・
軍
事
機
構
が
形
成
さ
れ
る
。



　
こ
こ
で
次
の
点
に
留
意
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
新
貴
族
層
に
は
た
し
か
に
旧
領
有
権
が
認
証
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
’
認

証
し
た
も
の
は
王
で
膏
、
し
た
が
っ
て
新
貴
族
層
は
絶
対
王
政
の
全
国
家
的
．
政
治
的
身
分
と
し
て
編
成
が
え
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
新
貴
族
層
は
絶
対
王
政
の
階
級
的
基
礎
と
し
て
編
成
が
え
さ
れ
、
そ
し
て
彼
ら
の
よ
っ

て
立
っ
半
封
建
的
土
地
所
有
が
王
政
の
物
質
的
基
礎
を
構
成
し
た
。
こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
古
典
的
絶
対
主
義
の
も
と
で
は
、

旧
来
の
支
配
身
分
は
解
体
さ
れ
、
王
権
に
従
属
す
る
と
い
う
資
格
に
お
い
て
新
貴
族
層
身
分
－
半
封
建
的
身
象
改
め
て
創
出
さ
れ

た
・
こ
の
事
態
は
、
わ
が
国
の
天
皇
制
絶
対
主
義
の
髭
期
と
は
明
ら
か
に
ち
が
つ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
幕
藩
体
制
の

構
造
的
特
讐
規
定
さ
れ
て
、
幕
藩
領
主
の
領
有
権
を
全
面
的
に
公
収
す
る
と
い
う
改
票
お
し
す
す
め
ら
れ
た
。
戊
辰
戦
争
の
過

程
で
の
幕
領
の
朝
廷
直
轄
領
化
に
は
妄
り
、
版
籍
奉
還
・
廃
藩
置
県
に
よ
つ
て
完
了
し
た
。
こ
の
一
見
ド
ラ
ス
チ
ツ
ク
に
み
え
る

改
革
は
・
天
皇
制
国
祭
そ
の
階
級
的
基
礎
・
物
質
的
基
礎
ま
で
嘉
壌
し
去
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
旧
公
卿
．

諸
侯
は
華
族
に
列
苫
れ
、
皇
族
と
と
芝
天
皇
留
雰
政
治
的
身
分
と
し
て
再
編
さ
れ
、
領
主
的
土
地
所
有
は
天
皇
留
家
的

土
地
所
有
に
編
察
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
皇
族
・
華
族
は
こ
の
天
皇
制
国
家
的
所
有
に
寄
生
し
、
そ
の
貢
租
部
分
の
分

配
に
あ
ず
か
一
た
・
し
た
が
一
て
、
鎌
倉
氏
の
よ
う
に
天
皇
禦
「
そ
れ
自
体
権
力
の
物
質
的
根
讐
欠
く
一
と
い
う
よ
乏
規
定

す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
物
質
的
基
礎
を
も
た
な
い
国
家
は
ど
こ
に
も
存
在
し
は
し
な
い
。

い
封
建
体
制
の
危
機
－
絶
対
王
政
成
立
の
歴
史
的
・
客
観
的
基
礎
過
程
は
、
い
う
ま
で
差
く
封
建
的
土
地
所
有
と
産
業
規
制

体
系
を
打
破
す
る
ほ
ど
に
発
展
し
た
農
民
的
商
品
経
済
の
展
開
で
あ
る
。
農
民
的
商
品
経
済
の
展
開
は
、
杜
会
的
生
産
諸
力
の
発
展

と
そ
れ
を
基
底
と
す
る
杜
会
的
分
業
の
進
展
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
農
民
的
商
品
経
済
の
進
展
は
、
直
接
生

産
者
た
る
封
建
的
小
農
民
が
白
分
の
生
活
手
段
の
大
部
分
を
み
ず
か
ら
生
産
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
生
産
物
の
一
雰
は
商
品
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に
転
化
し
、
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
生
産
条
件
を
基
礎
と
す
る
。
だ
か
ら
、
封
建
的
小
農
民
経
営
が
小
商
品
生

産
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
生
産
物
の
一
部
分
が
商
品
１
－
貨
幣
関
係
に
く
み
い
れ
ら
れ
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
生
産
過
程
そ

れ
自
体
ま
で
も
が
商
品
Ｈ
貨
幣
関
係
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
進
展
は
、
小
農
民
や
小
手
工
業
者
を
生
産

物
１
１
商
品
や
貨
幣
の
所
有
主
体
た
ら
し
め
、
所
有
主
体
相
互
問
の
私
的
取
引
・
契
約
関
係
を
移
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
こ

の
取
引
．
契
約
関
係
が
伝
統
や
慣
習
と
い
っ
た
封
建
的
規
制
と
相
容
れ
な
い
市
場
価
格
１
－
杜
会
的
価
値
と
い
う
近
代
的
な
も
の
に
よ

っ
て
観
制
さ
れ
る
形
態
と
内
容
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
進
展
と
と
も
に
、
　
「
直
接
労
働
者
が
ま
だ
彼
自
身
の
生
活

手
段
の
生
産
に
必
要
た
生
産
手
段
や
労
働
条
件
の
『
占
有
者
』
で
あ
る
と
い
う
形
態
で
は
、
ど
の
形
態
で
も
所
有
関
係
は
同
時
に
１
直

接
的
支
配
．
隷
属
関
係
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
一
て
直
接
生
産
者
は
不
自
由
人
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
‘
と

い
う
純
粋
封
建
的
状
態
は
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
笹
た
ら
、
小
商
品
生
産
者
は
部
分
的
に
で
は
あ
る
と
は
い
え
・
商
品
化
さ
れ

る
生
産
物
部
分
お
よ
び
貨
幣
の
所
有
主
体
に
転
化
し
て
お
り
、
自
ら
の
意
思
に
お
い
て
取
引
１
１
契
約
関
係
を
取
り
結
ぶ
に
い
た
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
取
引
１
１
契
約
関
係
は
多
か
れ
少
か
れ
価
値
法
則
に
左
右
さ
れ
、
封
建
的
規
制
と
は
異
質
の
関
係
行
為
と
し

て
の
内
容
立
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
う
し
た
新
し
い
杜
会
関
係
の
進
展
は
、
領
主
的
土
地
所
有
１
１
直
接
的
な
人
格
的
支
配

・
隷
属
関
係
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
た
諸
関
係
の
発
生
と
そ
れ
の
進
展
が
分
権
的
封
建
体
制
の
危
機
の
基
礎
過
程
で
あ
り
、
封
建
的
危
機
の
再
編
形
態
と
し

て
の
絶
対
王
政
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
王
政
は
、
土
地
の
所
有
が
直
接
的
に
人
民
の
人
格
的
支
配
で
あ
る
と

い
う
組
織
体
制
１
１
国
家
と
市
民
杜
会
の
未
分
離
的
結
合
の
解
体
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
国
家
と
市
民
杜
会
の

端
緒
的
分
離
に
対
応
す
る
国
家
の
新
し
い
形
態
と
し
て
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
次
項
に
お
い
て



よ
り
く
わ
し
く
論
じ
よ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

『
法
観
分
類
大
全
』
官
職
門
二
、
一
四
八
頁
以
下
。

同
書
、
一
四
七
頁
。

明
治
三
年
八
月
二
〇
目
、
木
戸
孝
允
の
三
条
実
美
宛
書
翰
、
『
木
戸
孝
允
文
書
』
第
四
、
一
〇
三
頁
。

明
治
二
年
七
月
一
〇
月
、
木
戸
の
大
村
益
次
郎
宛
書
翰
、
『
木
戸
孝
允
文
書
』
第
三
、
三
三
九
頁
。

明
治
元
年
九
月
二
九
目
、
大
久
保
利
通
の
後
藤
象
次
郎
宛
書
翰
、
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
三
、
一
四
七
頁
。

『
岩
倉
公
実
記
』
中
巻
、
六
八
五
頁
。

明
治
三
年
八
月
二
〇
目
、
木
戸
の
三
条
宛
書
翰
、
『
木
戸
孝
允
文
書
』
第
四
、
一
〇
三
頁
。

『
法
規
分
類
大
全
』
上
掲
、
一
四
五
～
六
頁
。

マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
邦
訳
、
大
月
版
、
一
〇
二
二
頁
。

近
代
天
皇
制
に
つ
い
て

（
後
藤
）

一
七
（
六
七
七
）




