
第
三
回 

「
人
間
宣
言
」
と
即
位
の
宣
命 

  

先
の
大
戦
が
終
わ
っ
て
翌
昭
和
二
十
一
年
元
旦
、「
新
日
本
建
設
に
関
す
る
詔
書
」
が
渙
発
さ
れ
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
「
人
間
宣
言
」
で
す
。
し
か
し
あ
の
「
み
こ
と
の
り
」
を
「
人
間
宣
言
」
と
い
う
の
は
如
何
な

も
の
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
実
は
古
い
時
代
の
宣
命
の
解
釈
に
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
「
人

間
宣
言
」
と
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

（
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
） 

 

文
武
天
皇
の
即
位
は
西
暦
六
九
七
年
で
し
た
。
天
武
天
皇
の
孫
で
あ
り
故
草
壁
皇
子
―
の
ち
に
岡
宮
天

皇
と
追
号
さ
れ
ま
し
た
が
―
を
父
に
も
つ
大
変
若
い
天
皇
で
し
た
。
天
武
天
皇
崩
御
の
あ
と
草
壁
皇
子
が

薨
去
さ
れ
、
天
武
天
皇
の
皇
后
が
持
統
天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
ま
し
た
。
持
統
天
皇
は
そ
の
後
、
十
五
歳

に
な
ら
れ
た
文
武
天
皇
へ
譲
位
さ
れ
、
そ
の
政
（
ま
つ
り
ご
と
）
を
支
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
即
位
に
際

し
、
天
皇
は
次
の
よ
う
な
「
み
こ
と
の
り
」
を
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
読
み
下
し
文
で
す
。 

 
 「

現
御
神
（
あ
き
つ
み
か
み
）
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
（
す
め
ら
）
が
お
ほ
み
こ
と
ら
ま
と
詔
（
の
）

り
た
ま
ふ
お
ほ
み
こ
と
を
」（『
続
日
本
紀
一
』、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
三
頁
） 

 
 

 

何
か
神
主
さ
ん
の
祝
詞
の
よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
た
し
か
に
語
調
は
ほ
ぼ
祝
詞
と
同
じ
と
い
っ
て
よ
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
宣
命
は
、
こ
の
講
義
の
始
ま
る
前
に
ご
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
宣
命
太
夫
あ
る
い

は
宣
命
使
と
い
う
方
が
読
み
上
げ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
直
接
話
法
の
部
分
は
別
と
し
て
、
あ

く
ま
で
宣
命
太
夫
を
介
し
て
い
る
、
こ
の
こ
と
は
宣
命
を
解
釈
す
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。 

 

（「
現
御
神
と
」
は
副
詞
） 

こ
の
宣
命
で
す
が
、「
現
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
」
の
解
釈
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。「
現

御
神
と
」
の
「
と
」
の
解
釈
で
す
。
こ
の
文
章
は
、
例
え
ば
「
山
と
書
物
を
積
ん
だ
先
生
」
と
同
じ
構
文

で
す
。
こ
の
場
合
「
山
」
＝
「
先
生
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
積
ん
だ
」
状
態
が
「
山
」
の
よ
う
だ
、
こ
う

い
う
意
味
に
と
っ
て
自
然
で
す
。
で
す
か
ら
「
山
と
」
は
言
い
換
え
る
と
「（
書
物
を
）
山
の
よ
う
に
」
と

い
う
意
味
で
あ
り
、「
積
ん
だ
」
を
修
飾
す
る
副
詞
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

同
じ
よ
う
に
、「
現
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
」
で
は
「
現
御
神
」
＝
「
天
皇
」
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
「
現
御
神
と
」
が
「
し
ら
す
」
「
し
ろ
し
め
す
」
の
副
詞
と
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
本
居
宣
長

は
「
現
御
神
と
」
を
解
説
す
る
の
に
「
現
御
神
と
大
八
州
国
し
ろ
し
め
す
と
申
す
も
、・
・
」
と
区
切
っ
て

い
ま
す
。「
現
御
神
天
皇
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
証
拠
と
し
て
歴
代
天
皇
の
「
み
こ
と
の
り
」
に
は
「
現

御
神
天
皇
」
や
「
明
神
天
皇
」
は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
（
問
１
）。
で
は
「
現
御
神
と
」
と
は
ど
の
よ
う

に
「
し
ろ
し
め
す
」
の
で
し
ょ
う
か
。 



（「
し
ら
す
」
と
「
う
し
は
く
」） 

『
古
事
記
』
に
統
治
を
表
す
単
語
が
二
つ
並
ん
だ
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
汝
（
い
ま
し
）
が
う
し
は

け
る
葦
原
の
中
つ
国
は
、
我
が
御
子
（
み
こ
）
の
知
ら
す
国
ぞ
と
言
依
（
こ
と
よ
）
さ
し
た
ま
ひ
き
」
で

す
。
岩
波
文
庫
で
は
「
事
代
主
神
の
服
従
」
と
い
う
段
で
す
。
本
居
宣
長
な
ど
の
説
明
か
ら
す
る
と
、「
う

し
は
く
」
は
領
有
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。「
う
し
」
は
「
大
人
」
、
「
は
く
」
は
「
沓
を
は
く
、

太
刀
を
は
く
」、
で
す
か
ら
身
に
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、「
私
」
が
中
心
で
す
。
こ
れ
に
対
し
「
し

ら
す
」
「
し
ろ
し
め
す
」
と
い
う
言
葉
に
「
私
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
無
私
」
あ
る
い
は
「
公
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
ま
た
本
居
宣
長
は
天
皇
に
「
う
し
は
く
」
と
用
い
た
文
書
は
な
い
と
分
析
し
ま
し
た
。
言
い
換

え
る
と
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
は
「
私
」
と
い
う
こ
と
の
有
る
無
し
、
そ
こ
に
違
い
が
あ
る
、
そ
う
い
う

こ
と
を
宣
長
は
語
っ
た
の
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
明
治
憲
法
を
起
草
し
た
中
心
人
物
の
一
人
に
井
上
毅
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
明
治
時
代
の

抜
き
ん
で
た
碩
学
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
公
布
さ
れ
た
明
治
憲
法
の
第
一
条
は
「
大
日
本
帝
国
は
万
世
一

系
の
天
皇
之
を
統
治
す
」
で
す
が
、
草
案
の
段
階
で
は
「
大
日
本
帝
国
は
万
世
一
系
の
天
皇
の
し
ら
す
所

な
り
」
で
し
た
。 

 

よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
す
が
、
明
治
憲
法
に
主
権
の
文
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇
の
統
治
に
つ
い
て
、

井
上
毅
の
手
に
な
る
と
い
わ
れ
る
『
憲
法
義
解
』
で
は
「
一
人
一
家
に
享
奉
す
る
の
私
事
に
あ
ら
ず
し
て
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
し
ら
す
所
な
り
」
は
天
皇
が
「
無
私
の
ご
精
神
」
で
「
祖
先
の
叡
智
」
に
遵
っ
て

ご
統
治
な
さ
る
、
そ
う
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
明
治
憲
法
に
は
天
皇
主

権
と
か
天
皇
の
絶
対
権
限
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
恣
意
性
を
排
除
し
て
祖
先
の
叡
智
―
惟
神
の
道
、

と
も
い
い
ま
す
が
―
に
遵
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
恣
意
性
が
強
く
な
る
と
、
支
那
の
よ
う
に
皇
位
を
巡

っ
て
争
い
が
絶
え
な
く
な
り
、
易
姓
革
命
の
国
、
皇
位
簒
奪
の
国
家
と
な
り
国
は
治
ま
り
ま
せ
ん
。 

 

さ
て
「
現
御
神
（
あ
き
つ
み
か
み
）
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
（
す
め
ら
）
が
お
ほ
み
こ
と
ら
ま

と
詔
（
の
）
り
た
ま
ふ
お
ほ
み
こ
と
を
」
の
解
釈
で
す
。
い
ま
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
「
現
御
神
と
」

は
副
詞
で
す
か
ら
、
意
訳
し
ま
す
と
、「
私
心
な
く
、
祖
先
の
叡
智
に
遵
っ
て
国
を
ご
統
治
さ
れ
て
い
る
天

皇
が
、
大
事
な
お
話
で
あ
る
と
仰
せ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
そ
の
重
要
な
お
話
を
・
・
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
天
皇
＝
現
御
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
「
現
御
神
と
」、
原
文
で
は
「
現
御
神
止
」

で
す
が
、
天
皇
の
ご
統
治
姿
勢
を
表
し
た
も
の
、
そ
う
解
釈
し
て
矛
盾
が
あ
り
ま
せ
ん
（
表
１
）。 

 

（
本
居
宣
長
の
「
現
御
神
と
」） 

 

こ
の
宣
命
は
本
居
宣
長
が
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
で
詳
し
く
解
説
し
ま
し
た
。 

 

「
現
御
神
止
は
、
阿
伎
都
美
加
微
登
（
あ
き
つ
み
か
み
と
）
と
訓
べ
し
、
此
訓
の
事
、
出
雲
国
造
神
壽
後

釈
に
い
へ
り
、
明
御
神
明
津
神
な
ど
も
書
り
、
止
は
、
爾
弖
（
に
て
）
と
い
は
む
が
ご
と
し
、
第
五
詔
に

は
、
現
御
神
止
坐
而
（
ま
し
て
）
と
も
有
、
皇
止
坐
父
止
坐
（
す
め
ら
と
ま
す
ち
ち
と
ま
す
）
な
ど
も
、

皇
に
て
坐
父
に
て
坐
也
、
此
言
は
、
天
皇
は
、
世
に
現
（
う
つ
）
し
く
坐
（
ま
し
）
ま
す
御
神
に
し
て
、

天
（
あ
め
）
の
下
を
し
ろ
し
め
す
よ
し
也
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
筑
摩
書
房
、
第
七
巻
一
九
六
頁
） 



「
現
御
神
と
」
は
「
現
御
神
と
し
て
」
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
「
天
皇
は
、
世
に
現
し
く

坐
ま
す
御
神
に
し
て
」
と
あ
る
の
で
天
皇
す
な
わ
ち
神
と
誤
解
さ
れ
そ
う
で
す
。
し
か
し
「
御
神
に
し
て
、

天
の
下
を
し
ろ
し
め
す
」
で
「
現
御
神
と
」
が
「
し
ろ
し
め
す
」
の
副
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

ま
た
同
じ
本
居
宣
長
の
『
直
毘
霊
』
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
現
御
神
と
大
八
洲
国
し
ろ
し
め
す
と
申
す
も
、
其
ノ
御
世
々
々
の
天
皇
の
御
政
（
み
お
さ
め
）、
や
が
て

神
の
御
政
な
る
意
な
り
、
万
葉
集
の
歌
な
ど
に
、
神
随
（
か
ん
な
が
ら
）
云
々
と
あ
る
も
同
じ
こ
こ
ろ
ぞ
」

（
前
掲
、『
第
九
巻
』、
五
〇
頁
） 

 

「
現
御
神
と
大
八
洲
国
し
ろ
し
め
す
と
申
す
も
、」
と
読
点
が
あ
っ
て
、「
現
御
神
と
」
が
「
し
ろ
し
め
す
」

の
副
詞
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。「
や
が
て
」
は
「
す
ぐ
さ
ま
」「
た
ち
ま
ち
」
で
す
。「
神
随

云
々
」
も
「
現
御
神
と
」
も
「
祖
先
の
叡
智
に
随
っ
て
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
「
無
私
」
と
い
う

こ
と
に
通
じ
ま
す
。 

  

以
上
の
こ
と
は
次
の
文
章
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。 

「
そ
も
そ
も
外
国
は
、
君
臣
の
道
た
た
ず
、
誰
に
ま
れ
つ
よ
き
者
君
と
な
る
俗
（
な
ら
ひ
）
に
て
、
定
ま

れ
る
主
は
な
き
国
な
る
故
に
、
君
の
私
と
い
ふ
事
も
あ
る
な
ら
ん
、
皇
国
は
天
照
大
御
神
の
授
け
給
へ
る

皇
統
に
し
て
、
天
壌
と
無
窮
に
し
ろ
し
め
す
大
御
位
に
坐
（
ま
せ
）
ば
、
君
の
私
と
い
ふ
事
は
な
き
也
」（
前

掲
、『
第
八
巻
』、
一
四
九
頁
） 

「
皇
国
は
・
・
君
の
私
と
い
ふ
事
は
な
き
也
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、「
無
私
」
で
あ
り
、
そ
の
統
治
は

「
神
随
」
で
す
か
ら
「
祖
先
の
叡
智
に
随
っ
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

（
池
辺
義
象
の
「
現
御
神
と
」） 

そ
の
後
、
宣
長
の
没
後
の
門
人
と
い
わ
れ
た
伴
信
友
や
平
田
篤
胤
な
ど
が
読
み
誤
っ
て
天
皇
＝
現
御
神
と

し
ま
す
が
（
問
２
）、
明
治
時
代
に
池
辺
義
象
―
井
上
毅
の
助
手
格
だ
っ
た
人
で
す
―
が
宣
長
と
同
じ
解
釈

を
し
ま
し
た
。 

 

「「
明
神
御
宇
」
と
は
あ
き
つ
み
か
み
と
、
あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
す
と
訓
ず
、
あ
き
は
現
に
て
天
皇
は
現

在
の
神
と
し
て
天
下
を
統
治
し
た
ま
ふ
と
い
ふ
義
、
こ
れ
は
蓋
し
我
が
上
古
以
来
、
詔
旨
に
は
必
ず
唱
へ

来
っ
た
詞
と
お
も
ふ
、
こ
の
古
来
よ
り
の
詞
を
こ
こ
に
漢
文
に
訳
し
て
「
明
神
御
宇
」
と
せ
ら
れ
た
こ
と

で
あ
ら
う
」（『
皇
室
』、
九
五
頁
） 

  

本
居
宣
長
と
同
じ
よ
う
な
文
章
で
す
が
、「
あ
き
つ
み
か
み
と
、
あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
す
と
訓
ず
」
で

「
現
御
神
と
」
が
「
し
ろ
し
め
す
」
の
副
詞
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
「
明
神
御
宇
」
と
い
う
表
記

が
重
要
で
す
。「
明
神
天
皇
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
池
辺
義
象
は
若
い
こ
ろ
養
子
に
出
て
お
り
、
小
中

村
義
象
と
い
う
名
前
で
し
た
。
そ
の
小
中
村
義
象
が
代
表
者
で
あ
る
第
一
高
等
学
校
国
文
学
科
が
編
纂
し



た
『
高
等
国
文
』
巻
八
（
明
治
二
十
九
年
）
と
高
津
鍬
三
郎
他
に
よ
る
『
改
正
高
等
国
文
』
巻
四
（
明
治

三
十
二
年
）
の
比
較
を
し
て
み
ま
す
。
ど
ち
ら
も
「
宣
命
・
文
武
天
皇
即
位
の
詔
」
に
つ
い
て
の
文
章
で

す
。 

 

『
高
等
国
文
』
巻
八 

「
現
御
神
と
、
大
八
洲
国
し
ろ
し
め
す
、
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
詔
り
給
ふ
大
命
を
、
う
こ
な
は
れ
る
皇
子

等
、
王
等
、
臣
等
、
百
官
人
等
、
天
下
の
公
民
諸
聞
こ
し
め
さ
へ
と
詔
る
」 

『
改
正
高
等
国
文
』
巻
四 

「
現
御
神
と
大
八
洲
国
し
ろ
し
め
す
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
詔
り
給
ふ
大
命
を
、
う
こ
な
は
れ
る
皇
子
等
、

王
等
、
臣
等
、
百
官
人
等
、
天
下
の
公
民
、
諸
聞
こ
し
め
さ
へ
と
宣
る
」 

後
半
の
文
章
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
な
ぜ
か
こ
の
は
じ
め
の
文
章
の
読
点
だ
け
が
違
っ
て
い
ま
す
。
印

刷
ミ
ス
と
は
思
え
な
い
重
要
な
違
い
で
す
。
前
者
の
「
現
御
神
と
、
大
八
洲
国
し
ろ
し
め
す
、
天
皇
が
大

命
ら
ま
と
詔
り
給
う
大
命
を
」
と
い
う
の
は
小
中
村
義
象
の
い
う
「
明
神
御
宇
」
の
説
明
に
適
し
た
も
の

だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
、
後
者
の
「
現
御
神
と
大
八
洲
国
し
ろ
し
め
す
天
皇
が
大
命
ら

ま
と
詔
り
給
ふ
大
命
を
」
で
は
「
明
神
御
宇
」
の
意
味
を
理
解
す
る
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。 

 

（
木
下
道
雄
の
「
現
御
神
と
」） 

そ
し
て
先
の
大
戦
の
終
戦
直
後
に
侍
従
次
長
と
な
り
、「
人
間
宣
言
」
の
草
案
に
深
く
関
与
し
た
木
下
道

雄
と
い
う
人
が
『
宮
中
見
聞
録
』
に
重
要
な
こ
と
を
書
き
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
現
御
神
と
大
八
嶋
国
し

ろ
し
め
す
天
皇
」
な
ど
を
引
用
し
た
文
章
で
す
。 

 

「
現
御
神
、
或
は
現
神
、
或
は
明
神
の
下
に
必
ず
「
と
」
の
一
字
を
加
え
て
読
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
は
「
と
し
て
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
神
の
御
心
を
心
と
し
て
、
天
の
下
し
ろ
し
め
す
天
皇
、
と
い

う
至
っ
て
慎
み
深
い
天
皇
の
自
称
で
あ
っ
た
。 

「
現
御
神
と
」
は
「
天
皇
」
を
形
容
す
る
形
容
詞
で
は
な
く
、「
し
ろ
し
め
す
」
に
冠
す
る
副
詞
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
」（『
宮
中
見
聞
録
』「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
に
つ
い
て
」、
新
小
説
社
、
二
一
九-

二
二
七
頁
） 

 

こ
こ
に
あ
る
「
天
皇
の
自
称
」
は
宣
命
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
誤
り
と
い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
宣

命
は
宣
命
太
夫
な
ど
が
読
み
上
げ
る
も
の
で
す
か
ら
、
宣
命
太
夫
が
天
皇
の
統
治
を
客
観
的
に
表
現
し
て

い
る
も
の
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
祖
先
の
叡
智
に
随
っ
て
こ
の
国
を
統
治
さ
れ
て
い
る
、
そ

の
天
皇
の
お
言
葉
を
・
・
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

ポ
イ
ン
ト
は
、「
現
御
神
と
」
が
「
「
し
ろ
し
め
す
」
に
冠
す
る
副
詞
」
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
こ
と

で
す
。
こ
の
解
釈
は
本
居
宣
長
や
小
中
村
（
池
辺
）
義
象
な
ど
の
解
釈
と
同
じ
で
す
（
問
３
）。 

 

（
六
国
史
の
「
現
御
神
」） 



つ
い
で
に
付
け
加
え
ま
す
と
、『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
日
本
三
代
実
録
』
ま
で
の
六
国
史
に
「
現
御
神
天

皇
」「
明
神
天
皇
」「
現
神
天
皇
」
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
「
現
御
神
」
と
「
天
皇
」
の
間
に
は
「
し

ろ
し
め
す
」
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
「
現
御
神
止
・
あ
き
つ
み
か
み
と
」
と
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
し
ろ
し
め

す
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。 

 

例
外
的
な
用
例
と
し
て
「
明
神
と
坐
す
我
が
天
皇
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
天
皇
を
敬
う
表

現
で
す
が
、
例
外
な
く
そ
の
天
皇
も
「
現
御
神
と
・
・
し
ろ
し
め
す
天
皇
」
と
し
て
即
位
さ
れ
た
天
皇
で

す
。
こ
の
「
明
神
と
坐
す
我
が
天
皇
」
の
表
現
が
、「
現
御
神
と
・
・
し
ろ
し
め
す
天
皇
」
を
簡
略
化
し
た

表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
天
皇
す
な
わ
ち
現
御
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
問
４
）。 

 

（
津
田
左
右
吉
・
和
辻
哲
郎
・
石
井
明
の
「
現
御
神
」） 

 

こ
こ
で
古
代
史
研
究
の
専
門
家
に
よ
る
「
現
御
神
と
」
の
解
釈
を
見
て
み
ま
す
。 

津
田
左
右
吉 

「
天
皇
に
神
性
が
あ
る
と
い
ふ
思
想
が
、
上
代
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
天
皇
に
「
現
つ
神
」（
出
雲
国
造
神

賀
詞
、
続
紀
に
見
え
る
多
く
の
宣
命
）
ま
た
は
「
現
人
神
」（
景
行
紀
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
命
の
エ
ミ
シ
征
討

の
條
、
雄
略
紀
四
年
の
條
）
と
い
ふ
称
呼
の
あ
る
の
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
宣
命
の
「
現
つ
神
と
大

八
島
国
し
ろ
し
め
す
」
と
い
ふ
語
に
よ
っ
て
明
か
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
政
治
的
君
主
と
し
て
の
天
皇

の
地
位
の
称
呼
で
は
あ
る
が
、
そ
の
地
位
に
宗
教
的
意
義
が
伴
っ
て
い
る
、
或
は
宗
教
的
の
は
た
ら
き
が

あ
る
、
と
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
か
う
い
は
れ
て
い
た
の
で
あ
ら
う
」（『
津
田
左
右
吉
全
集 

第
一
巻
』
、
二

八
一
頁
） 

 

こ
れ
は
ど
う
読
ん
で
も
天
皇
現
御
神
論
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
「
現
御
神
と
」
の

解
説
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

和
辻
哲
郎 

「「
あ
き
つ
み
か
み
」
は
明
神
、
現
御
神
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
現
れ
た
神
、
表
現
せ
ら
れ
た

神
と
い
う
意
味
に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
皇
は
す
な
わ
ち
現
実
に
現
わ
れ
て
い
る
神
で
あ
る
、
と

い
う
思
想
が
こ
こ
に
言
い
現
わ
さ
れ
て
い
る
」（
『
和
辻
哲
郎
全
集 

第
１
２
巻
』「
日
本
倫
理
思
想
史
上
」、
岩
波
書

店
、
五
五
頁
） 

 

こ
こ
で
も
「
現
御
神
と
」
は
ま
っ
た
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
和
辻
は
「
尊
貴
性
」
で
説
明
し
て
い

ま
す
が
、
明
ら
か
に
天
皇
現
御
神
論
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
津
田
左
右
吉
と
石
井
良
助
は
次
の
よ
う

な
興
味
深
い
文
章
を
残
し
て
い
ま
す
。 

津
田
左
右
吉 

「
け
れ
ど
も
、
記
紀
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
そ
の
他
の
文
献
に
於
い
て
も
、
現
つ
神
ま
た
は
現
人
神
の
称

呼
を
有
せ
ら
れ
神
性
を
も
た
れ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
い
た
天
皇
も
、
宗
教
的
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い

ら
れ
た
や
う
な
こ
と
は
、
少
し
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
我
が
国
に
は
、
上
代
に
於
い
て
も
、
天
皇
崇
拝
の

風
習
が
あ
っ
た
や
う
な
形
迹
は
、
全
く
見
え
な
い
の
で
あ
る
」（『
津
田
左
右
吉
全
集 

第
一
巻
』、
二
八
三
頁
） 

石
井
良
助 

「
天
皇
を
も
っ
て
現
神
と
な
す
思
想
は
大
化
以
前
に
お
い
て
普
通
で
あ
っ
た
と
考
え
易
い
し
、
ま
た
そ
う



考
え
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
が
、『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
を
見
て
も
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
現
わ
れ

て
い
る
こ
と
の
稀
な
の
に
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
」（『
天
皇
』、
山
川
出
版
社
、
一
〇
五
頁
） 

 

も
と
も
と
天
皇
す
な
わ
ち
現
御
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
記
紀
な
ど
に
そ
の
思
想
が
あ
る
わ
け
は
な

い
の
で
す
が
、
著
者
の
思
い
込
み
が
こ
の
文
章
を
書
か
せ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
天
皇
を

現
御
神
だ
っ
た
と
思
い
込
ん
で
い
て
も
、
宗
教
的
崇
拝
の
形
跡
が
な
い
と
告
白
し
て
い
る
こ
と
は
、
学
者

と
し
て
正
直
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
な
ぜ
、「
み
こ
と
の
り
」
を
歴
史
の
事
実
か

ら
解
読
し
な
か
っ
た
の
か
、
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。 

 

（
こ
れ
ま
で
の
「
人
間
宣
言
」
解
釈
） 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
「
人
間
宣
言
」
の
発
せ
ら
れ
た
経
緯
を
丹
念
に
調
査
し
た
著
作
は
、
こ
れ
ま
で
何
冊
も

出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
日
ま
で
、
こ
の
詔
の
草
案
に
深
く
関
与
し
た
木
下
道
雄
侍
従
次
長
の
「
昭

和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
に
つ
い
て
」
と
い
う
珠
玉
の
文
章
を
紹
介
・
解
説
し
た
も
の
は
出
版
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
（
問
５
）。 

こ
の
こ
と
は
、
戦
前
の
、
あ
る
い
は
古
代
の
天
皇
ま
で
、
天
皇
は
現
御
神
―
現
人
神
と
も
い
い
ま
す
が 

―
だ
っ
た
と
の
誤
っ
た
印
象
を
広
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
人
間
宣
言
」
は
毎
日
新
聞
の
記
者
だ
っ
た

藤
樫
準
二
と
い
う
人
が
そ
の
著
書
に
『
陛
下
の
〝
人
間
〟
宣
言
』
と
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
広
く
知
ら
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
人
間
宣
言
」
直
後
の
新
聞
は
「
天
皇
は
現
御
神
に
あ
ら
ず
」
と
報
道
し
ま
し
た
。「
現
人
神
」
と
「
現
御

神
」
は
同
じ
意
味
で
す
が
、
木
下
道
雄
は
な
ぜ
草
案
に
「
現
御
神
」
を
用
語
と
し
て
用
い
た
の
か
。
そ
の

理
由
は
、
天
皇
す
な
わ
ち
現
御
神
で
は
な
く
、
宣
命
な
ど
に
は
「
現
御
神
と
」
と
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
「
し

ろ
し
め
す
」
の
副
詞
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
込
め
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
こ
れ
は
非

常
に
専
門
的
な
こ
と
な
の
で
、
の
ち
に
な
っ
て
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
の
出
版
で
す
が
、『
宮
中
見
聞
録
』

に
そ
の
真
意
を
書
き
残
さ
れ
た
の
は
賢
明
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
み
こ
と
の
り
」
渙
発
の
直
後

に
こ
れ
を
発
表
し
て
も
、
さ
ら
に
複
雑
な
論
争
を
招
い
た
可
能
性
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

（
米
国
の
「
現
御
神
」） 

 

先
の
大
戦
が
終
わ
っ
て
、
我
が
国
は
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
連
合
国
軍
の
占
領
下
と
な
り
ま
し
た
が
、

戦
時
下
に
お
け
る
米
国
の
日
本
研
究
は
進
ん
で
い
ま
し
た
。
終
戦
前
の
昭
和
十
九
年
に
発
行
さ
れ
た
「
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
」
と
い
う
雑
誌
に
は
教
育
勅
語
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
リ
ン
カ
ー

ン
の
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
演
説
、
人
民
に
よ
る
人
民
の
た
め
の
政
府
、
と
い
う
あ
の
有
名
な
演
説
に
匹
敵
す

る
、
と
い
う
内
容
で
す
。
ま
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
戦
前
の
我
が
国
に
い
た
人
た
ち
、
た
と
え
ば

宗
教
学
者
Ｄ
・
Ｃ
・
ホ
ル
ト
ム
の
著
作
を
入
念
に
呼
ん
で
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
ホ
ル
ト
ム
の
著
作
を
読
む
限
り
、
彼
が
学
ん
だ
日
本
人
学
者
は
誰
一
人
「
現
御
神
と
」
を
理
解
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
（
問
６
）。 

 



（
今
日
の
「
現
御
神
」） 

た
と
え
ば
「
現
御
神
」
は
一
神
教
に
い
う
絶
対
神
Ｇ
ｏ
ｄ
と
は
異
な
る
、
と
い
う
見
解
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
い
は
天
皇
が
「
現
御
神
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
自
身
に
問
題
は
な
く
、
そ
の
観
念
を
も
と
に
世
界
を

征
服
し
よ
う
と
し
た
、
そ
れ
が
問
題
と
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
間
違
っ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
を
語
る
人
た
ち
に
、
肝
心
の
「
現
御
神
と
」
の
「
と
」
を

説
明
し
た
論
考
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
古
代
の
宣
命
を
正
し
く
解
釈
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の

「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
に
つ
い
て
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
今
日
ま
で
不
十
分
な
解
釈
を
繰
り
返
し

て
き
た
、
こ
う
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
（
問
７
）。 

戦
後
の
我
が
国
は
昭
和
天
皇
の
い
わ
ゆ
る
「
人
間
宣
言
」
を
永
い
こ
と
誤
解
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
戦

前
の
、
あ
る
い
は
古
代
か
ら
の
天
皇
が
み
な
「
現
人
神
」
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
な
誤
解

が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
万
葉
集
に
は
「
王
（
お
お
き
み
）
は
神
に
し
坐
せ
ば
・
・
」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
な
ど
は
文
芸
上
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
木
下
道
雄
は
こ
れ
ら
の
歌
に
つ

い
て
、「
個
人
の
感
情
を
云
い
表
わ
し
た
も
の
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

（
い
わ
ゆ
る
「
人
間
宣
言
」
と
は
） 

そ
も
そ
も
「
み
こ
と
の
り
」
に
は
題
目
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
あ
の
「
み
こ
と
の
り
」
は
「
昭
和

二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
」
「
新
日
本
建
設
に
関
す
る
詔
書
」「
年
頭
、
国
運
振
興
ノ
詔
書
」
そ
し
て
い
わ
ゆ

る
「
人
間
宣
言
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
い
わ
ゆ
る
」
と
付
け
た
の
は
、
果
し
て
「
人
間

宣
言
」
と
称
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
疑
問
だ
か
ら
で
す
。「
人
間
宣
言
」
と
い
わ
れ
る
の
は
次
の
部

分
で
す
。 

 

「
朕
と
爾
等
国
民
と
の
間
の
紐
帯
は
、
終
始
相
互
の
信
頼
と
敬
愛
と
に
依
り
て
結
ば
れ
、
単
な
る
神
話
と

伝
説
と
に
依
り
て
生
ぜ
る
も
の
に
非
ず
。
天
皇
を
以
て
現
御
神
と
し
、
且
日
本
国
民
を
以
て
他
の
民
族
に

優
越
せ
る
民
族
に
し
て
、
延
て
世
界
を
支
配
す
べ
き
運
命
を
有
す
と
の
架
空
な
る
観
念
に
基
く
も
の
に
も

非
ず
」 

 

こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
国
典
に
お
け
る
「
現
御
神
」
は
必
ず
「
現
御
神
と
」
と
用

い
ら
れ
、
現
御
神
と
天
皇
と
の
間
に
は
必
ず
「
し
ろ
し
め
す
」
が
確
認
で
き
ま
す
。
木
下
道
雄
に
よ
れ
ば
、

「
近
代
に
至
っ
て
言
葉
の
乱
れ
が
生
じ
、
前
述
の
よ
う
に
、
現
御
神
と
天
皇
と
を
混
同
し
て
考
え
る
よ
う

に
な
り
・
・
」（
前
掲
『
宮
中
見
聞
録
』、
二
二
六
頁
）
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
昭
和
戦
前
の
天
皇

現
御
神
論
は
、
詔
勅
解
釈
の
誤
り
が
原
因
だ
と
分
か
り
ま
す
。 

つ
ま
り
「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
」
は
「
宣
命
解
釈
の
誤
り
を
正
さ
れ
た
詔
（
み
こ
と
の
り
）」
だ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

   



【
質
疑
応
答
】 

 

問
１ 

「
現
御
神
と
」
は
「
現
御
神
と
し
て
」
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、「
現
御
神
＝
天
皇
」
で
は

な
い
の
で
す
か
？ 

回
答 

「
現
御
神
＝
天
皇
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
続
日
本
紀
』
な
ど
で
は
必
ず
「
現
御
神
と
」
と
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
天
皇
の
統
治
姿
勢
を
示
す
「
し
ろ
し
め
す
」
の
「
副
詞
」
と
し
て
の
用
法
で
す
。

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
文
芸
上
の
修
辞
的
表
現
と
政
事
発
言
と
を
混
同
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

問
２ 

伴
信
友
や
平
田
篤
胤
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
す
か
。 

回
答 

伴
信
友
は
そ
の
著
「
中
外
経
緯
伝
」『
史
籍
集
覧 

第
十
一
冊
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

ま
す
。 

 
 

「
明
神
と
ハ
、
天
皇
を
顕
ら
か
に
、
世
に
お
は
し
ま
す
御
神
と
崇
み
畏
み
て
称
す
言
な
り
」(

纂
類
第
五

十
一
、
三
十
三
頁) 

こ
れ
は
ま
さ
し
く
明
神
＝
天
皇
で
す
。
本
居
宣
長
没
後
の
門
人
と
さ
れ
て
い
る
伴
信
友
は
、
こ
の
認
識

に
お
い
て
師
・
宣
長
と
は
異
な
る
見
解
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
現
御
神
と
」

を
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
宣
長
の
語
る
「
し
ら
す
」「
事
委
し
（
こ
と
よ
さ
し
）」
そ
し
て
「
惟

神
の
道
」
も
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
平
田
篤
胤
は
「
玉
襷
」
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
現
人
乃
神
と
は
、
古
事
記
を
始
め
古
書
ど
も
に
天
皇
命
の
御
事
を
現
人
神
と
も
遠
神
と
も
申
せ
り
。
そ

は
掛
ま
く
も
畏
き
申
し
言
な
が
ら
、
天
皇
も
御
人
に
は
御
坐
（
お
は
し
ま
）
せ
ど
も
、
天
照
日
大
御
神
の

正
し
き
御
統
に
お
は
し
坐
て
、
凡
人
（
た
だ
ひ
と
）
と
は
遙
に
遠
く
、
御
尊
さ
の
類
な
く
御
坐
す
が
故
に
、

人
と
現
は
れ
御
坐
す
神
と
い
ふ
義
（
こ
こ
ろ
）
を
も
て
、
上
代
よ
り
か
く
称
し
奉
れ
る
な
り
」（
『
日
本
思
想

大
系
５
０
』、
岩
波
書
店
、
一
八
九
頁
） 

そ
し
て
後
醍
醐
天
皇
の
崩
御
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
す
。 

「
左
の
御
手
に
仏
経
を
持
せ
給
へ
る
事
、
仏
法
の
盛
（
さ
か
り
）
な
り
し
時
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
い
と
も

尊
き
現
人
神
と
御
坐
す
大
御
身
を
穢
さ
せ
給
へ
る
は
、
畏
し
と
も
忌
忌
（
ゆ
ゆ
）
し
き
御
事
な
り
か
し
」（
同

二
三
五
頁
） 

す
べ
て
天
皇
を
現
御
神
と
す
る
文
章
で
す
。「
現
御
神
と
」
の
説
明
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
宣
長
の
神
髄

と
も
い
う
べ
き
こ
れ
ら
を
理
解
せ
ず
し
て
没
後
の
門
人
と
は
、
鈴
屋
大
人
（
本
居
宣
長
）
も
迷
惑
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
平
田
篤
胤
は
自
身
が
宣
長
没
後
の
門
人
と
主
張
し
た
の
み
で
、
門
人
の

間
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

問
３ 

で
は
本
居
宣
長
の
「
玉
鉾
百
首
」
に
あ
る
次
の
歌
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
で
す
か
。 

 
 

 

「
物
み
な
は
か
は
り
ゆ
け
ど
も
あ
き
つ
神
わ
が
大
君
の
御
代
は
と
こ
し
へ
」 

明
ら
か
に
天
皇
＝
現
御
神
だ
と
思
い
ま
す
が
。 

回
答 

た
し
か
に
「
あ
き
つ
神
わ
が
大
君
」
で
す
か
ら
「
あ
き
つ
神
＝
大
君
」
と
短
絡
し
そ
う
で
す
。
そ



し
て
「
玉
鉾
百
首
解
」
は
養
子
と
な
っ
た
本
居
大
平
の
著
述
で
す
が
、「
〇
あ
き
つ
神
は
、
御
代
々
々
の
天

皇
を
申
す
」
と
あ
り
「
古
き
宣
命
の
詞
に
、
現
神
御
宇
天
皇
詔
旨
云
々
な
ど
あ
り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
大
平
は
「
現
御
神
と
」
を
宣
長
の
よ
う
に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。 

 

文
芸
上
の
修
辞
表
現
で
は
「
あ
き
つ
神
わ
が
大
君
」
で
も
、「
あ
き
つ
神
（
と
天
の
下
し
ろ
し
め
す
）
わ

が
大
君
」
と
（ 

）
の
省
略
を
解
説
し
て
宣
命
の
表
現
と
の
整
合
性
が
明
瞭
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
宣
命

に
「
現
御
神
（
明
神
・
現
神
）
天
皇
」
が
ひ
と
つ
も
な
く
、
必
ず
「
現
御
神
（
あ
き
つ
み
か
み
と
）
御
宇

（
あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
す
）
天
皇
」
で
あ
り
「
現
御
神
と
」
が
「
し
ろ
し
め
す
」
を
修
飾
し
て
い
る
事

実
を
、
大
平
は
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

問
４ 

「
明
神
と
坐
す
我
が
天
皇
」
の
具
体
的
な
例
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
。 

回
答 

こ
の
例
は
い
く
つ
か
確
認
で
き
ま
す
。
例
え
ば
淳
仁
天
皇
即
位
の
宣
命
（
天
平
宝
字
二
年
八
月
一

日
）
に
「
現
神
と
坐
す
倭
根
子
天
皇
」
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
天
皇
は
孝
謙
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
孝
謙
天
皇
の
天
平
勝
宝
九
歳
七
月
十
二
日
の
宣
命
に
は
「
明
神
（
あ
き
つ
み
か
み
と
）
大
八
洲
（
お

ほ
や
し
ま
く
に
）
所
知
（
し
ろ
し
め
）
す
倭
根
子
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
」
と
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
淳

仁
天
皇
の
「
現
神
と
坐
す
倭
根
子
天
皇
」
が
「
大
八
洲
所
知
」
の
省
略
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
れ
と
同
様
な
の
は
桓
武
天
皇
即
位
の
宣
命
に
あ
る
「
掛
け
ま
く
も
畏
き
現
神
と
坐
す
倭
根
子
天
皇
」

で
す
。
こ
の
天
皇
は
父
で
あ
る
光
仁
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
光
仁
天
皇
の
宝
亀
二
年
正
月
二
十
三
日

に
は
「
明
神
と
八
洲
（
お
ほ
や
し
ま
）
御
（
し
ろ
し
め
）
す
養
徳
根
子
天
皇
（
や
ま
と
ね
こ
す
め
ら
）」
と

い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
ゆ
え
に
こ
れ
も
省
略
形
と
読
ん
で
自
然
で
す
。 

ま
た
『
岩
倉
公
実
記
』
に
は
「
明
神
に
ま
す
我
が
天
皇
」
が
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
天
皇
ご
自
身

の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
が
天
皇
と
は
明
治
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
明
治
天
皇
も
明
治
元
年
八

月
二
十
七
日
、「
現
神
と
大
八
洲
國
所
知
す
天
皇
」
と
し
て
即
位
さ
れ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
省

略
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

問
５ 

木
下
道
雄
は
終
戦
直
後
の
侍
従
次
長
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、「
人
間
宣
言
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
で

す
か
。 

回
答 

木
下
道
雄
侍
従
次
長
（
当
時
）
は
こ
の
詔
書
の
草
案
に
深
く
関
与
し
ま
し
た
。「
天
皇
を
以
て
現
御

神
と
し
、
且
日
本
国
民
を
以
て
他
の
民
族
に
優
越
せ
る
民
族
に
し
て
、
延
て
世
界
を
支
配
す
べ
き
運
命
を

有
す
と
の
架
空
な
る
観
念
に
基
く
も
の
に
も
非
ず
」
は
木
下
道
雄
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い

と
思
い
ま
す
。
木
下
道
雄
『
側
近
日
誌
』
で
も
そ
の
こ
と
は
確
認
で
き
ま
す
。
天
皇
の
神
格
化
を
否
定
し

た
い
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
し
た
が
、
こ
の
文
章
か
ら
す
る
と
、
そ
も
そ
も
木
下
道
雄
は
天
皇
＝
現
御
神
で
は
な
い
と

意
識
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
「
人
間
宣
言
」
に
は
様
々
な
人
が
関
与
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
た
だ
「
天
皇
＝
現
御
神
」
が
宣
命
解
釈
の
誤
り
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
を
正
さ
れ



た
「
み
こ
と
の
り
」
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

 

木
下
道
雄
『
宮
中
見
聞
録
』
は
戦
後
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
著
作
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
な
か
で
も

「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
現
御
神
と
」
の
解
説
は
特
筆
す
べ
き
内
容
で
す
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
「
人
間
宣
言
」
は
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
主
要
な
当
事
者
の
一
人
で

あ
っ
た
木
下
道
雄
侍
従
次
長
の
「
現
御
神
と
」
を
詳
細
に
解
説
し
た
著
作
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
同
書
は

昭
和
四
十
三
年
の
発
行
で
す
が
、
な
ぜ
こ
の
優
れ
た
論
考
が
検
証
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
で
な
り
ま

せ
ん
。 

極
論
す
れ
ば
、
「
人
間
宣
言
」
を
語
っ
て
木
下
道
雄
の
「
「
現
御
神
と
」
は
「
天
皇
」
を
形
容
す
る
形
容

詞
で
は
な
く
、「
し
ろ
し
め
す
」
に
冠
す
る
副
詞
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
を
説
明
し
て
い
な
い
「
人
間
宣
言
」

論
は
、
本
質
を
外
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
こ
の
「
人

間
宣
言
」
を
正
し
く
解
説
し
た
著
述
は
皆
無
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

問
６ 

ホ
ル
ト
ム
が
読
ん
だ
日
本
人
の
著
作
と
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
。 

回
答 

ホ
ル
ト
ム
の
『
日
本
と
天
皇
と
神
道
』
に
は
多
く
の
著
作
か
ら
の
引
用
が
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も

宗
教
学
者
・
加
藤
玄
智
の
著
作
が
典
型
的
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

加
藤
玄
智
『
我
が
国
体
と
神
道
』（
弘
道
館
、
大
正
八
年
） 

「
支
那
人
の
所
謂
天
若
く
は
上
帝
、
猶
太
人
の
所
謂
ヤ
ー
エ
ー
の
位
置
は
、
古
来
日
本
の
天
皇
之
を
占
め

給
へ
る
も
の
な
り
。
是
れ
日
本
に
於
て
古
来
天
皇
を
称
し
て
明
津
神
又
は
現
人
神
又
は
現
御
神
と
称
し
奉

り
し
所
以
な
り
と
す
」（
四
頁
） 

 

右
の
通
り
、
宣
命
の
「
現
御
神
と
」
を
検
証
す
る
レ
ベ
ル
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
、
天
皇
＝
現

御
神
そ
の
も
の
で
す
。
こ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
た
ホ
ル
ト
ム
の
同
書
は
日
本
人
の
誤
っ
た
現
御
神
観
を
羅
列

し
た
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 問

７ 

戦
前
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
現
御
神
が
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
で
す
か
。 

回
答 

少
な
く
と
も
宣
命
の
解
釈
は
、
明
治
時
代
か
ら
誤
っ
た
解
釈
が
主
流
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
以
下

に
主
な
例
を
並
べ
て
み
ま
す
。 

○
久
米
幹
文
『
続
日
本
紀
宣
命
略
解
』（
吉
川
半
七
、
明
治
二
十
六
年
、
一
頁
） 

「
現
御
神
は
目
の
前
に
お
は
し
ま
す
神
と
云
ふ
義
に
て
天
皇
を
申
す
な
り
」 

「
天
皇
を
申
す
な
り
」
で
す
か
ら
現
御
神
＝
天
皇
で
す
。 

○
御
巫
清
勇
『
宣
命
詳
釋
』（
右
文
書
院
、
昭
和
十
年
、
三
六
頁
） 

「
現
御
神
止 

あ
き
つ
は
明
之
義
、
現
在
の
意
。
人
の
体
と
し
て
世
に
現
は
れ
居
給
ふ
神
。
現
在
に
坐
し

ま
す
神
。
現
身
の
神
。
天
皇
の
尊
称
で
、
あ
き
つ
神
・
現
人
神
・
現
御
神
も
同
じ
。
「
と
」
は
「
と
し
て
」

「
と
坐
し
て
」
の
意
。
大
方
、
神
は
形
隠
れ
坐
し
て
顕
に
は
見
え
ず
、
所
謂
隠
身
に
坐
す
に
対
し
て
御
身

の
現
は
れ
見
え
給
ふ
神
を
い
ふ
」 

「
天
皇
の
尊
称
」
で
す
か
ら
、
天
皇
＝
現
御
神
で
す
。 

○
金
子
武
雄
『
続
日
本
紀
宣
命
講
』（
高
科
書
店
、
昭
和
十
六
年
、
四
七
頁
） 



「
現
つ
御
神
と
は
、
明
か
に
現
は
れ
て
を
ら
れ
る
御
神
の
意
で
あ
り
、
天
皇
が
そ
れ
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
」 

「
天
皇
が
そ
れ
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
」
か
ら
現
御
神
＝
天
皇
で
す
。 

○
「
天
子
非
即
神
論
」（『
折
口
信
夫
全
集 

第
二
十
巻
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
十
一
年
、
六
二
頁
） 

「「
わ
れ 

神
に
あ
ら
ず
」
と
仰
せ
ら
れ
た
去
年
の
初
春
の
詔
旨
は
、
ま
こ
と
に
青
天
よ
り
降
っ
た
霹
靂
（
カ

ム
ト
ケ
）
の
如
く
、
人
々
の
耳
を
貫
い
た
。
そ
の
億
兆
の
心
お
ど
ろ
き
は
、
深
い
御
心
に
も
お
察
し
の
及

ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
う
か
と
思
ふ
」 

折
口
信
夫
は
昭
和
二
十
二
年
、「
天
子
非
即
神
論
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
に
あ
っ
た
当

時
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
様
々
な
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
「
天
子
非
即
神
論
」
も
「
現
御
神
と
」
と
は
無
縁
の
論
考
で
し
た
。 

「
今
よ
く
よ
く
反
省
し
て
見
る
と
、
「
あ
き
つ
神
」
は
、「
日
本
国
」
「
天
の
下
」「
大
八
州
国
」
を
お
治
め

に
な
る
資
格
で
あ
る
。
人
に
し
て
そ
の
聖
な
る
資
格
を
持
つ
者
と
し
て
大
日
本
国
・
天
の
下
・
大
八
州
国

に
臨
む
と
言
ふ
御
資
格
の
継
承
を
宣
り
給
ふ
の
が
、
詔
書
の
様
式
で
あ
っ
た
」（
六
八
頁
） 

「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
」
を
「
わ
れ 

神
に
あ
ら
ず
」
と
解
釈
す
る
の
は
誤
解
も
甚
だ
し
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
で
は
天
皇
ご
自
身
が
過
去
に
「
朕
は
神
で
あ
る
」
と
宣
言
さ
れ
て
い
た
と
の
誤
解
を
受
け

る
で
し
ょ
う
。
お
よ
そ
国
典
に
、
天
皇
の
宣
言
に
、
ご
自
身
が
神
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
も
の
は
ひ
と
つ

も
存
在
し
ま
せ
ん
。「
現
御
神
」
は
必
ず
「
現
御
神
と
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
本
書
の
本
文
に
記
し 

た
通
り
で
す
。 

折
口
は
「「
天
子
即
現
神
」
と
は
宣
ら
せ
ら
れ
て
は
居
な
い
の
で
あ
る
」
と
も
語
っ
て
い
ま
す
が
、「
現 

御
神
と
」
を
説
明
し
て
い
ま
せ
ん
。「
現
御
神
と
」
は
「
し
ろ
し
め
す
」
の
副
詞
で
す
か
ら
資
格
云
々
は
関

係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
書
の
本
文
に
示
し
た
通
り
、「
現
御
神
と
」
は
天
皇
の
統
治
の
姿
勢
と
も
言
う
べ
き

も
の
で
す
。
折
口
信
夫
の
現
御
神
論
は
天
皇
の
政
事
的
宣
言
と
一
般
の
文
芸
作
品
、
そ
し
て
信
仰
と
を
整

理
し
て
お
ら
ず
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
政
事
的
宣
言
は
歴
史
の
事
実
か
ら
検
証
す
べ

き
も
の
で
す
が
、
文
芸
作
品
や
信
仰
は
事
実
を
離
れ
た
自
由
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

本
質
は
異
な
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
折
口
の
現
御
神
論
は
こ
の
混
同
が
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。 

○
小
野
祖
教
『
象
徴
天
皇
』（
浪
漫
、
昭
和
四
十
九
年
、
五
五
頁
） 

「
理
く
つ
は
、
兎
も
角
、
天
皇
が
「
現
御
神
」
だ
と
い
ふ
の
は
、「
政
治
的
貴
種
の
生
き
神
」
信
仰
に
属
す

る
も
の
で
、 

そ
の
種
の
生
き
神
の
「
最
貴
の
生
き
神
」
を
尊
ん
で
、
特
に
、「
明
御
神
」
と
称
へ
た
の
だ
と
思
ふ
」
小

野
祖
教
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
宗
教
担
当
課
長
・
バ
ン
ス
に
「
明
御
神
観
」
を
問
わ
れ
て
「
神
道
に
は
、
絶
対
神
な

ん
か
は
な
い
。
明
御
神
と
云
っ
て
も
、
無
限
に
多
数
な
る
神
の
中
の
一
人
で
あ
る
。
相
対
的
な
神
で
し
か

な
い
。
神
道
で
は
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
が
、
み
な
神
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
天
皇
だ
け
が
神
で
な

い
と
す
る
方
が
論
理
に
合
は
な
い
」（
同
五
三
頁
）
と
答
え
て
い
ま
し
た
。
天
皇
＝
現
御
神
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 



問
８ 

『
続
日
本
紀
』
の
解
説
本
な
ど
は
「
現
御
神
と
」
を
ど
の
よ
う
に
解
説
し
て
き
た
の
で
す
か
。 

回
答 
結
論
を
い
う
と
天
皇
＝
現
御
神
で
す
。
例
外
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
本
居
宣
長
の
『
続
紀
歴
朝
詔

詞
解
』
や
他
の
参
考
文
献
は
よ
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
以
下
に
代
表
的
な
解
説
本
を
示
し

ま
す
。 

○
『
続
日
本
紀
二
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
１
３
、
岩
波
書
店
、
平
成
二
年
、
七
〇
〇
頁
） 

「
ア
キ
ツ
ミ
カ
ミ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
現
世
に
姿
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
神
と
い
う
の
が

原
義
で
あ
っ
た
ろ
う
。
人
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
神
で
あ
る
存
在
と
し
て
、
天
皇
が
讃
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
」 

「
現
御
神
」
の
み
を
説
明
し
「
人
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
神
で
あ
る
存
在
」
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
天
皇

＝
現
御
神
と
い
う
こ
と
で
す
。「
現
御
神
と
」
の
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
『
続
日
本
紀
』
を
読
み

誤
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
天
皇
の
統
治
で
あ
る
「
し
ろ
し
め
す
」
も
理
解
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。 

○
『
完
訳
注
釈
続
日
本
紀
』（
林
陸
朗
校
注
訓
訳
、
現
代
思
潮
社
、
昭
和
六
十
年
） 

文
武
天
皇
即
位
の
宣
命 

「
天
下
の
公
民
を
恵
（
う
つ
く
）
し
び
賜
ひ
撫
で
賜
は
む
と
な
も
随
神
思
ほ
し
め
さ
く
、
と
詔
り
た
ま
ふ

天
皇
が
大
命
を
も
ろ
も
ろ
聞
き
た
ま
へ
よ
、
と
詔
り
た
ま
ふ
」（
二
頁
） 

（
注
釈 

一
頁
） 

「
随
神 

神
随
・
神
奈
我
良
と
も
あ
る
。
神
と
し
て
の
資
格
に
よ
っ
て
の
意
」 

こ
れ
は
折
口
信
夫
と
同
じ
く
「
随
神
・
か
ん
な
が
ら
」
を
「
神
と
し
て
の
資
格
」
と
し
て
い
る
も
の
で 

す
。
本
居
宣
長
に
よ
れ
ば
「
現
御
神
と
」
と
「
随
神
」
は
同
じ
意
味
で
「
し
ろ
し
め
す
」
を
修
飾
す
る
の

で
す
か
ら
、
こ
の
「
資
格
」
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
居
宣
長
や
井
上
毅
の
い
う
「
私
心
な
く
（
統

治
す
る
）」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
、
意
義
の
あ
る
解
説
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

○
『
続
日
本
紀
』（
直
木
孝
次
郎
他
訳
注
、
東
洋
文
庫
、
昭
和
六
十
一
年
、
四
頁
） 

文
武
天
皇
即
位
の
宣
命 

「
天
下
の
公
民
を
恵
み
、
撫
で
い
つ
く
し
も
う
と
、
神
と
し
て
思
う
と
、
詔
さ
れ
る
天
皇
の
大
命
を
、
皆

承
れ
と
申
し
わ
た
す
」 

「
神
と
し
て
思
う
」
の
意
味
は
曖
昧
で
す
が
、「
現
御
神
と
」
は
「
し
ろ
し
め
す
」
の
副
詞
で
あ
り
、
少
な

く
と
も
「
思
う
」
の
副
詞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
も
妥
当
な
解
釈
と
は
言
え
ま
せ
ん
。 

○
『
続
日
本
紀
上 

全
現
代
語
訳
』（
宇
治
谷
孟
、
講
談
社
、
平
成
四
年
、
九
七
頁
） 

和
銅
元
年 

「
何
れ
の
天
皇
の
時
代
も
、
天
つ
日
嗣
と
し
て
高
御
座
に
い
ま
し
て
治
め
ら
れ
、
人
民
を
慈
し
ん
で
こ
ら

れ
、
天
下
統
治
の
つ
と
め
で
あ
る
と
、
神
と
し
て
思
う
、
と
い
わ
れ
る
お
言
葉
を
皆
承
れ
と
申
し
つ
げ
る
」 

こ
れ
も
「
神
と
し
て
思
う
」
で
す
か
ら
、
右
の
直
木
孝
次
郎
本
と
同
じ
解
釈
で
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

『
続
日
本
紀
』
の
主
な
解
説
書
の
内
容
は
以
上
で
す
が
、
政
教
関
係
を
専
門
と
す
る
学
者
の
現
御
神
論
も

こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
宣
命
の
「
現
御
神
と
」
を
文
脈
か
ら
解
明
し
た
も
の
は
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。



そ
の
代
表
的
な
も
の
に
大
原
康
男
『
天
皇
―
そ
の
論
の
変
遷
と
皇
室
制
度
』（
展
転
社
、
昭
和
六
十
三
年
）
が
あ

り
ま
す
。 

「
実
は
、
問
題
は
英
文
で
は
な
く
日
本
文
に
あ
る
。
英
文
か
ら
日
本
文
へ
翻
訳
す
る
段
階
で
決
定
的
な
誤

訳
が
生
じ
た
。th

e
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を
「
天
皇
ヲ
以
テ
現
御
神
ト
シ
」
と
訳
し
た
か
ら
で
あ

る
」（
四
〇
頁
） 

本
書
の
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
天
皇
は
神
の
子
孫
で
あ
る
が
現
御
神
で
は
な
い
、
あ
え
て
そ
う
い
う 

意
味
を
込
め
た
の
は
木
下
道
雄
侍
従
次
長
で
す
（
木
下
道
雄
『
側
近
日
誌
』
、
文
藝
春
秋
、
一
九
九
〇
、
九
〇
頁
）
。

し
た
が
っ
て
現
御
神
と
訳
さ
れ
た
事
実
そ
の
も
の
が
、
同
詔
解
読
の
最
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
も
の
で
す
。

こ
の
訳
を
決
定
的
な
誤
訳
と
考
え
て
は
、
こ
の
「
み
こ
と
の
り
」
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
も
の
と
な

る
の
は
必
然
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

同
書
は
『
宮
中
見
聞
録
』
の
初
版
か
ら
す
で
に
約
二
十
一
年
経
っ
て
い
ま
す
が
、
木
下
道
雄
が
「「
現
御 

神
と
」
は
「
天
皇
」
を
形
容
す
る
形
容
詞
で
は
な
く
、「
し
ろ
し
め
す
」
に
冠
す
る
副
詞
」
と
明
言
し
て
い 

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

た
だ
木
下
道
雄
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
ゴ
ッ
ド
」
を
翻
訳
し
て
「
神
」
と
し
た
の
は
「
海
外
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
大
い
な
る
誤
解
を
抱
か
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
な
る
」
と
も
記
し
て
い
ま
し
た
（『
宮
中
見
聞
録
』
二

二
六
頁
）
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
者
が
採
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
原
康
男
本
も
例
外

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
異
論
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
で
す
。 

「∧

現
御
神∨

は
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
ば
宣
命
（
和
文
の
詔
勅
）
や
祝
詞
な
ど
に
し
ば
し
ば
出
て
く

る
語
で
あ
る
。
明
神
、
現
神
、
明
津
神
な
ど
と
書
く
こ
と
も
あ
り
、
類
義
語
に∧
現
人
神∨

が
あ
る
。
一

口
で
言
え
ば
「
現
身
を
持
っ
た
神
」
の
意
で
、
〝
ゴ
ッ
ド
的
な
神
〟
に
固
有
の
「
超
自
然
的
存
在
」
と
い

う
属
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。『
国
体
の
本
義
』
に
倣
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
は
「
天
皇
ヲ
以
テ
絶
対
神

ト
シ
」
と
で
も
訳
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
」（
四
〇
頁
） 

こ
れ
も
「
現
御
神
」
そ
の
も
の
の
説
明
で
あ
っ
て
、
国
典
に
あ
る
「
現
御
神
と
」
の
説
明
に
は
な
っ
て 

い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
章
か
ら
は
天
皇
＝
現
御
神
し
か
読
み
と
れ
ず
、「
昭
和
二
十
一
年
元
旦 

の
詔
書
」
を
理
解
す
る
た
め
の
解
説
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

ち
な
み
に
柳
田
国
男
も
「
自
分
の
学
ん
だ
所
で
は
、
天
皇
は
現
神
で
、
も
と
は
多
く
の
神
よ
り
も
更
に

高
い
御
位
で
あ
っ
た
」（『
定
本
柳
田
国
男
集 

第
九
巻
』「
玉
依
姫
考
」、
一
九
七
八
年
、
六
二
頁
）
と
記
し
て
い
ま
す

か
ら
、
天
皇
＝
現
御
神
の
論
者
で
し
た
。 

 

問
９ 

「
し
ら
す
」
と
「
う
し
は
く
」
を
比
較
し
て
示
し
て
下
さ
い
。 

回
答 

た
し
か
に
最
も
説
明
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
誤
解
を
恐
れ
ず
筆
者
が
表
に
示
し
て
み
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 

「
し
ら
す
」
か
ら
の
連
想 

 
 
 
 
 

「
う
し
は
く
」
か
ら
の
連
想 

天
照
大
御
神
の
授
け
給
え
る
皇
統
で
あ
っ
て 

・「
君
の
私
と
い
ふ
事
は
な
き
也
」
→
君
権
制
限 

領
有
す
る
と
い
う
意
で
あ
る
か
ら 

・「
君
の
私
と
い
ふ
事
も
あ
る
な
ら
ん
」
→
専
制 



事
依
し
（
委
任
）
か
ら
天
皇
大
権
は
あ
っ
て
も 

・
天
皇
主
権
は
な
い
→
天
皇
不
親
政 

・
天
皇
大
権
を
天
皇
主
権
と
同
義
と
し 

・
君
主
に
絶
対
性
を
付
与
す
る
→
天
皇
親
政 

・
立
憲
君
主
制
的 
・
絶
対
君
主
制
的 

・
万
世
一
系
で
あ
り
、
君
民
の
義
と
秩
序
が
あ
る 

・
易
姓
革
命
を
是
認
し
、
世
は
乱
れ
治
ま
ら
な
い 

歴
史
的
連
続
性
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら 

・
旧
慣
（
祖
先
の
叡
智
）
尊
重
主
義 

歴
史
的
連
続
性
は
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら 

・
設
計
主
義
的
合
理
主
義 

・
歴
史
法
学
的
立
場 

・
人
定
法
主
義
的
立
場 

・
属
性
尊
重
主
義
（
家
族
・
共
同
体
・
伝
統
・
文
化
） 

・
還
元
主
義
（
属
性
否
定
・
唯
物
的
） 

・
民
は
自
由 

・
民
は
服
従 

 

ま
た
井
上
毅
は
「
し
ら
す
」
と
「
う
し
は
く
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
古
典
に
う
し
は
く
と
い
ふ
こ
と
と
知
ら
す
と
い
ふ
こ
と
と
二
の
言
葉
を
両
々
向
き
合
せ
て
用
ゐ
又
其
の

う
し
は
く
と
い
ひ
知
ら
す
と
い
ふ
作
用
言
の
主
格
に
玉
と
石
と
の
差
め
あ
る
を
見
れ
は
猶
争
ふ
こ
と
の
あ

る
へ
き
や
は
若
し
其
の
差
別
な
か
り
せ
ば
此
の
一
條
の
文
章
を
は
何
と
解
釋
し
得
へ
き
」(

「
言
霊
」
（
『
井
上

毅
伝 

史
料
篇
第
三
』
六
四
四
頁
） 

 

「
し
ら
す
」
を
的
確
に
表
現
し
た
文
章
は
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
永
遠
の
課
題
な
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
時
代
時
代
で
、
知
恵
あ
る
方
々
が
、
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
挑
戦
し
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

問
１
０ 

教
育
勅
語
や
「
人
間
宣
言
」
が
誤
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
解
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
云
わ
ば
言

葉
の
問
題
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
文
学
者
た
ち
は
そ
の
辺
り
を
ど
う
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

少
な
く
と
も
戦
前
に
お
け
る
教
育
勅
語
「
中
外
」
の
誤
解
、
そ
し
て
天
皇
現
御
神
論
の
誤
り
を
、

根
拠
を
も
っ
て
検
証
し
た
文
学
関
係
者
は
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
歴
史
家
な
ど
に
つ
い
て
も
同
じ

で
す
。 

 

文
芸
作
品
は
あ
く
ま
で
「
作
品
」
で
す
。
修
辞
・
レ
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
て
い
ま
す
。
作
者
自
身
の
意
見

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
思
想
表
明
な
ら
ほ
か
に
適
し
た
方
法
、
論
文
な

り
あ
る
い
は
エ
ッ
セ
イ
な
り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
の
意
味
で
、
文
芸
作
品
か
ら
作
者
の
思
考
を
論
ず
る
の
は
危
険
が
伴
い
ま
す
。
た
だ
文
芸
評
論
の
書

で
も
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
同
じ
作
者
に
よ
る
戦
前
戦
中
そ
し
て
戦
後
の
作
品
に
つ
い
て
、
敢
え
て
お

話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

例
と
し
て
高
村
光
太
郎
の
詩
、
抜
粋
で
す
が
、
こ
れ
を
読
ん
で
み
ま
す
。
光
太
郎
は
戦
時
中
の
昭
和
十

七
年
に
発
足
し
た
「
日
本
文
学
報
国
会
」
の
「
詩
部
会
」
部
会
長
で
し
た
。
『
定
本
高
村
光
太
郎
全
詩
集
』

（
筑
摩
書
房
）
か
ら
の
引
用
で
す
。 



  
 

「
神
こ
れ
を
欲
し
た
ま
ふ
」（
昭
和
十
七
年
） 

 
 

神
明
の
気
い
ん
う
ん
と
し
て
空
と
海
を
圧
し 

 
 

ほ
と
ほ
と
息
づ
ま
る
ば
か
り
の
時 

 
 

か
の
十
二
月
八
日
が
来
た
の
だ
。 

 
 

天
佑
を
保
有
し
た
ま
ふ
明
津
御
神
（
あ
き
つ
み
か
み
） 

 
 

神
の
裔
な
る
わ
れ
ら
を
よ
ば
せ
た
ま
ふ
。 

 
 

即
刻
、
膨
大
な
一
撃
二
撃
は
起
り 

 
 

侵
略
者
米
英
蘭
を
大
東
亜
の
天
地
か
ら
逐
（
お
）
ふ
。 

  
 

「
終
戦
」（
昭
和
二
十
二
年
） 

 
 

日
本
は
つ
ひ
に
赤
裸
と
な
り
、 

 
 

人
心
は
落
ち
て
底
を
つ
い
た
。 

 
 

占
領
軍
に
飢
餓
を
救
は
れ
、 

 
 

わ
づ
か
に
滅
亡
を
免
れ
て
ゐ
る 

 

 
 

そ
の
時
天
皇
は
み
づ
か
ら
進
ん
で
、 

 
 

わ
れ
現
人
神
に
あ
ら
ず
と
説
か
れ
た
。 

 
 

「
典
型
」（
昭
和
二
十
五
年
六
月
） 

 
 

三
代
を
貫
く
特
殊
国
の 

 
 

特
殊
の
倫
理
に
鍛
へ
ら
れ
て
、 

 
 

内
に
反
逆
の
鷲
の
翼
を
抱
き
な
が
ら 

 
 

い
た
ま
し
い
強
引
の
爪
を
と
い
で 

 
 

み
づ
か
ら
風
切
の
自
力
を
へ
し
折
り
、 

 
 

六
十
年
の
鉄
の
網
に
蓋
は
れ
て
、 

 
 

端
坐
粛
服
、 

 
 

ま
こ
と
を
つ
く
し
て
唯
一
つ
の
倫
理
に
生
き
た 

 
 

降
り
や
ま
ぬ
雪
の
や
う
に
愚
直
な
生
き
も
の
。 

 

「
天
佑
を
保
有
し
た
ま
ふ
明
津
御
神
（
あ
き
つ
み
か
み
） 

神
の
裔
な
る
わ
れ
ら
を
よ
ば
せ
た
ま
ふ
」 

 

こ
れ
は
典
型
的
な
戦
時
中
の
表
現
で
あ
っ
て
、「
天
佑
を
保
有
し
た
ま
ふ
明
津
御
神
」
は
天
皇
＝
現
御
神

論
に
も
と
づ
い
た
感
覚
で
す
。
そ
し
て
全
体
に
高
揚
し
た
気
分
が
読
み
取
れ
ま
す
。
し
か
し
終
戦
と
な
り
、

我
が
国
は
降
伏
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
「
人
間
宣
言
」
を
語
っ
た
「
終
戦
」
で
す
。 

「
そ
の
時
天
皇
は
み
づ
か
ら
進
ん
で
、 

わ
れ
現
人
神
に
あ
ら
ず
と
説
か
れ
た
」 

 

先
ほ
ど
ご
説
明
し
た
通
り
「
人
間
宣
言
」
に
現
人
神
は
あ
り
ま
せ
ん
。 



 
概
念
と
し
て
は
現
人
神
も
現
御
神
も
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
あ
の
詔
書
に
深
く
関

与
し
た
木
下
道
雄
・
侍
従
次
長
は
、
天
皇
現
人
神
論
を
否
定
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
現
御
神
を
用
い
た
草

案
と
し
ま
し
た
。
天
皇
現
人
神
論
が
文
武
天
皇
の
「
即
位
の
宣
命
」
な
ど
に
あ
る
「
現
御
神
と
天
下
し
ろ

し
め
す
天
皇
」
を
誤
解
し
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
木
下
自

身
が
『
宮
中
見
聞
録
』「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
に
つ
い
て
」
に
記
し
て
い
ま
す
。 

  

と
こ
ろ
が
高
村
光
太
郎
は
、
戦
後
に
な
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
に
思
い
が
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し

て
次
の
「
典
型
」
で
す
。 

「
三
代
を
貫
く
特
殊
国
の
特
殊
の
倫
理
」 

「
ま
こ
と
を
つ
く
し
て
唯
一
つ
の
倫
理
に
生
き
た 

降
り
や
ま
ぬ
雪
の
や
う
に
愚
直
な
生
き
も
の
」 

 

三
代
は
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
こ
の
倫
理
は
教
育
勅
語
と
特
定
し
て
よ

い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
愚
直
な
」
は
「
謙
虚
な
」
と
い
う
よ
り
は
「
ば
か
正
直
な
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
教
育
勅
語
、
実
際
に
は
そ
の
解
釈
で
す
が
、
そ
れ
を
盲
信
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
へ
の
反
省
の
よ
う
に
読
み
取
れ
ま
す
。 

 

し
か
し
何
が
「
特
殊
」
で
、
何
を
反
省
す
べ
き
な
の
か
は
、
依
然
と
し
て
わ
か
り
ま
せ
ん
。
鈴
木
貫
太

郎
首
相
は
「
・
・
四
海
同
胞
と
し
て
人
類
の
道
義
を
明
ら
か
に
し
、
其
の
文
化
を
進
む
る
こ
と
は
、
実
に

我
が
皇
室
の
肇
国
以
来
の
ご
本
旨
で
あ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
米
英
両
国
の
非
道
は
遂
に
此
の
古
今
に

通
じ
て
謬
ら
ず
、
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
国
是
の
遂
行
を
、
不
能
に
陥
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
」
と
述
べ
ま
し
た
。
教
育
勅
語
の
「
之
を
中
外
に
施
し
て
」
を
「
皇
道
を
四
海
（
世
界
）
に
宣
布
」
と

誤
解
し
た
内
容
で
す
。
こ
の
誤
解
が
「
八
紘
一
宇
」
に
な
り
ま
し
た
。
光
太
郎
も
同
じ
よ
う
に
「
中
外
」

を
曲
解
し
た
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

光
太
郎
が
反
省
す
べ
き
は
教
育
勅
語
の
解
釈
で
あ
り
、
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
の
欺
瞞
だ
っ
た
は
ず

で
す
。
厳
し
く
言
え
ば
、
こ
の
反
省
は
、
感
情
的
に
は
と
も
か
く
、
知
識
人
と
し
て
の
そ
れ
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。 

 

ち
な
み
に
新
潮
文
庫
『
高
村
光
太
郎
詩
集
』
に
は
、
「
典
型
」
は
あ
る
も
の
の
「
終
戦
」「
神
こ
れ
を
欲

し
た
ま
ふ
」
の
掲
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。
解
説
の
伊
藤
信
吉
は
「『
典
型
』
の
内
省
的
な
人
生
論
」（
二
五
三
頁
）

と
記
し
て
い
ま
す
が
、
い
っ
た
い
何
を
ど
の
よ
う
に
反
省
し
た
の
か
、
要
領
を
得
な
い
文
章
で
す
。
解
説

者
自
身
が
教
育
勅
語
の
曲
解
や
「
人
間
宣
言
」
の
誤
っ
た
解
釈
を
理
解
し
て
い
な
い
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

同
書
は
平
成
十
七
年
三
月
で
「
八
十
八
刷
改
版
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
解
説
は
昭
和
四
十
三
年
で
す
が
、

今
日
ま
で
誰
一
人
こ
れ
を
分
析
す
る
研
究
者
が
い
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。 

 

問
１
１
「
日
本
文
学
報
国
会
」
の
他
の
人
た
ち
の
作
品
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

文
学
作
品
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
研
究
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

お
そ
ら
く
は
ど
の
研
究
書
や
読
み
物
も
、
く
ど
い
よ
う
で
す
が
、
教
育
勅
語
な
ど
詔
勅
の
曲
解
は
語
ら
れ



て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
だ
事
実
の
羅
列
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
終
始
し

て
い
る
で
し
ょ
う
。
表
現
の
変
遷
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
無
い
と
思
い
ま
す
。 

 

徳
富
蘇
峰
、
彼
は
こ
の
「
日
本
文
学
報
国
会
」
の
会
長
で
し
た
。
そ
の
教
育
勅
語
の
解
釈
に
つ
い
て
の

み
、
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
で
「
報
国
会
」
全
体
の
雰
囲
気
が
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

徳
富
蘇
峰
「
大
正
の
青
年
と
帝
国
の
前
途
」（
大
正
五
年
） 

「
折
角
の
教
育
勅
語
も
、
之
を
帝
国
的
に
奉
承
せ
ず
し
て
、
之
を
島
国
的
に
曲
解
し
、
之
を
積
極
的
に
拝

戴
せ
ず
し
て
、
之
を
消
極
的
に
僻
受
し
、
之
を
皇
政
復
古
、
世
界
対
立
の
維
新
改
革
の
大
精
神
に
繋
が
ず

し
て
、
之
を
偏
屈
、
固
陋
な
る
旧
式
の
忠
孝
主
義
に
語
訳
し
、（
中
略
）
大
和
民
族
を
世
界
に
膨
張
せ
し
む

る
、
急
先
鋒
の
志
士
は
、
却
て
寥
々
世
に
聞
ゆ
る
な
き
が
如
か
り
し
は
、
寧
ろ
甚
大
の
恨
事
と
云
は
ず
し

て
何
ぞ
や
（『
近
代
日
本
思
想
大
系
』
８
）
」 

 

「
之
を
帝
国
的
に
奉
承
」「
大
和
民
族
を
世
界
に
膨
張
せ
し
む
る
」
と
い
う
言
葉
は
扇
動
的
で
す
が
、
こ
れ

も
こ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
表
わ
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
教
育
勅
語
解
釈
へ
の
期
待
が
す
で
に
「
君
治
の
徳
」

と
「
徳
目
」
の
範
囲
を
超
え
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
蘇
峰
の
教
育
勅
語
は
、
郷
里
・
熊
本
の
先
輩
で
あ
る

元
田
永
孚
や
井
上
毅
が
起
草
し
た
教
育
勅
語
と
は
異
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
 問

１
２ 

現
御
神
と
い
え
ば
、
三
島
由
紀
夫
『
英
霊
の
聲
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
・
・
。 

回
答 

『
英
霊
の
聲
』
も
文
芸
作
品
で
す
。
は
っ
き
り
言
え
ば
作
り
話
で
す
。
そ
れ
を
歴
史
の
事
実
か
ら

検
証
す
る
の
は
如
何
か
と
思
い
ま
す
。 

 

た
だ
河
出
文
庫
『
英
霊
の
聲
』
の
最
後
に
「
―
本
稿
は
左
記
の
諸
著
に
拠
る
処
多
し
」
と
し
て
幣
原
平

和
財
団
編
「
幣
原
喜
重
郎
」
住
本
利
男
氏
著
「
占
領
秘
録
」
等
八
冊
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
の
事

実
を
全
く
無
視
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
巻
末
に
「
二
・
二
六
事
件
と
私
」
が
収
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
意
見
表
明
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

 

『
英
霊
の
聲
』
か
ら
抜
粋
し
ま
す
。 

「
た
だ
、
御
親
政
の
実
を
あ
げ
ら
れ
、
兵
た
ち
の
後
顧
の
憂
い
を
無
か
ら
し
め
て
下
さ
る
こ
と
が
、
わ
れ

ら
へ
の
こ
の
上
な
き
御
褒
賞
で
あ
り
ま
す
」 

「
わ
れ
ら
が
神
な
る
天
皇
の
た
め
に
、
身
を
弾
丸
と
な
し
て
敵
艦
に
命
中
さ
せ
た
、
そ
の
わ
ず
か
一
年
あ

と
に
・
・
」 

「
な
ど
て
す
め
ろ
ぎ
は
人
間
（
ひ
と
）
と
な
り
た
ま
い
し
」 

 

こ
の
作
品
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
解
説
を
し
て
い
る
藤
田
三
男
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、「「
聖
性
」
を
発
揮

さ
れ
る
べ
き
と
き
に
「
人
間
」
と
し
て
の
決
断
を
し
た
天
皇
の
「
裏
切
り
」
を
呪
詛
す
る
「
私
」」
と
い
う

こ
と
で
す
。 

 

引
用
し
た
文
章
は
『
英
霊
の
聲
』
の
本
文
で
す
か
ら
、
言
及
し
ま
せ
ん
。
三
島
由
紀
夫
の
意
見
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
『
文
化
防
衛
論
』
で
は 



「
政
治
的
責
任
を
負
う
よ
う
な
立
場
へ
天
皇
を
持
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
そ

れ
は
い
わ
ゆ
る
天
皇
親
政
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
」（
二
六
四
頁
） 

 

こ
う
語
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
三
島
が
天
皇
御
親
政
論
者
で
は
な
か
っ
た
証
拠
で
す
。 

  

た
だ
「
二
・
二
六
事
件
と
私
」
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
文
学
的
意
恣
と
は
別
に
、
か
く
も
永
く
私
を
支
配
し
て
き
た
真
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
の
霊
を
慰
め
、
そ
の

汚
辱
を
雪
ぎ
、
そ
の
復
権
を
試
み
よ
う
と
い
う
思
い
は
、
た
し
か
に
私
の
裡
に
底
流
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
糸
を
手
繰
っ
て
ゆ
く
と
、
私
は
ど
う
し
て
も
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
に
引
っ
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
」（『
英
霊
の
聲
』、
二
五
六
頁
） 

 

本
文
に
も
登
場
す
る
天
皇
の
神
格
化
否
定
の
詔
書
に
か
か
わ
っ
た
幣
原
首
相
と
二
・
二
六
事
件
の
将
校
。 

「
あ
の
西
欧
派
の
重
臣
た
ち
と
、
若
い
む
こ
う
見
ず
の
青
年
将
校
た
ち
と
、
ど
ち
ら
が
究
極
的
に
正
し
か

っ
た
の
か
？
」（
同
、
二
五
八
頁
） 

 

こ
れ
が
「
二
・
二
六
事
件
と
私
」
三
島
由
紀
夫
の
テ
ー
マ
で
し
た
。
三
島
由
紀
夫
自
身
が
天
皇
現
御
神

論
者
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
当
時
の
天
皇
現
御
神
論
が
何
に
由
来

す
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
検
証
は
こ
こ
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
人
間
宣
言
」
と
は
何
だ

っ
た
の
か
、
そ
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

木
下
道
雄
の
『
宮
中
見
聞
録
』「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
に
つ
い
て
」
の
初
版
は
昭
和
四
十
三
年
一

月
一
日
で
す
。『
英
霊
の
聲
』
は
昭
和
四
十
一
年
六
月
の
「
文
藝
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
当
然
三

島
由
紀
夫
は
木
下
道
雄
を
読
ん
で
い
ま
せ
ん
。
藤
田
三
男
に
よ
れ
ば
「
二
・
二
六
事
件
と
私
」
も
『
英
霊

の
聲
』
の
す
ぐ
後
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
『
宮
中
見
聞
録
』
以
前
で
す
。 

 

も
し
、
三
島
由
紀
夫
が
「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
に
つ
い
て
」
を
読
ん
で
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い

た
で
し
ょ
う
か
。
国
典
に
天
皇
が
ご
自
身
を
「
神
」
と
宣
言
せ
ら
れ
た
も
の
が
一
つ
も
な
い
こ
と
は
、
す

で
に
述
べ
た
通
り
で
す
。
ま
た
あ
の
詔
書
は
、
木
下
道
雄
か
ら
、「
宣
命
解
釈
の
誤
り
を
正
さ
れ
た
詔
（
み

こ
と
の
り
）」
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。 

 

い
づ
れ
に
し
て
も
、
文
芸
作
品
が
ら
み
は
誤
解
が
伴
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
『
英
霊
の
聲
』

が
歴
史
の
検
証
に
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
、
ま
た
「
二
・
二
六
事
件
と
私
」
に
は
歴
史
的
検
証
が
欠
落
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
と
ど
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

   


