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天
皇
は
、
日
本
に
し
か
い
な
い
。

天
皇
は
、
血
統
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
継
承
す
る
、
王
権
の
一

種
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
ふ
つ
う
の
王
織
と
違

っ
て
い
る
。

ど
こ
が
違

っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
三
点
ほ
ど
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
万
世
一
系
(
皇
統
迎
綿
)
と
称
し
て
、
切
れ
目
な
く

続
い
て
い
る
こ
と
。

第
二
に
、
天
皇
と
い
う
、
自
信
一
帝
と
も
何
と
も
つ
か
な
い
奇
妙
な

名
前
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。

第
三
に
、
ご
く
最
近
ま
で
、
人
間
な
の
か
神
な
の
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
存
在
(
現
人
神
)
だ
っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
を
順
に
考
え
て
い
、
』
う
。
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こ
れ
は
、
日
本
人
の
玉
枝
に
対
す
る
考
え
方
が
き
わ
め
て
特
殊

で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
天
皇
と
は
何
か
。
古
事
記
、

日
本
世
紀
な
ど
に
よ
れ
ば
、
神
の
子
孫
だ
と
い
う
。
だ
か
ち
除
ぃ
。

働

だ
が
そ
こ
に
は
、
日
本
人
は
み
な
神
の
子
孫
だ
と
も
書
い
て
あ
り
、

仰

天
皇
と
ふ
つ
う
の
人
民
は
血
の
つ
な
が
っ
た
親
戚
と
い
う
こ
と
に

闘

な
る
。
し
か
も
、
日
本
人
は
死
ん
だ
ら
神
に
な
る
と
患
っ
て
い
る

捌
か
ら
、
神
/
天
皇
/
人
民
の
あ
い
だ
に
、
は
っ
き
り
線
が
引
け
な

倒物
い
。
(
こ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
の
0
0
は
、
日
本
の
神
と
大

樹鵬

変
造
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
0
0
0を
「
神
」
と
訳
し
た
の
が
誤
り

仰

の
元
だ
っ
た
。
)

叩
制御

こ
う
い
う
天
皇
を
献
く
こ
と
で
、
日
本
人
は
自
分
た
ち
が
日
本

初仰
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
国
で
は
、
異
民

仰
族
が
攻
め
て
き
て
王
梯
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
日

繍

本
人
は
そ
う
い
う
経
験
が
全
然
な
い
。

被仰

二
番
目
に
、
天
皇
と
い
う
名
前
。
も
と
は
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
い

'
'
物
う
名
前
だ
っ
た
の
が
、
い
つ
か
ら
天
皇
に
な
っ
た
の
か
。
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え

物

天

皇
は
、
中
国
を
意
識
し
た
名
前
。
中
国
に
は
皇
帝
が
い
て
、

。

'
m

四

ノい

物

周
辺
げ
王
た
ち
を
家
来
に
し
て
世
界
を
支
配
し
て
い
る
。
中
国
か

f

内

物

ら
見
れ
ば
天
皇
は
、
そ
ん
な
王
の
一
人
だ
が
、
日
本
人
は
奇
妙
な

y
l
f
仇

名
前
を
つ
け
て
、
あ
た
か
も
皇
帝
と
対
等
で
あ
る
、
み
た
い
に
思

/
う
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
奈
良
や
京
都
と
い
っ
た
中
国
都
市
の

爪

大

三

郎

ま
ず
、
万
世
一
系
だ
が
、
西
欧
の
王
椴
で
も
中
国
の
皇
帝
で
も
、

王
朝
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
と
き
ど
き
血
統
が
途
絶
え
て
し
ま

う
。
そ
う
す
る
と
、
つ
ぎ
の
王
線
が
選
ば
れ
、
別
の
新
し
い
王
朝

(
家
系
)
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば

起
こ
る
も
の
な
の
だ
が
、
天
皇
の
場
合
に
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
、
よ
ほ
ど
、
天
皇
を
存
続
さ
せ
た
い

と
い
う
社
会
的
な
力
が
働
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ひ
と
つ
は
、

天
皇
に
識
で
も
(
と
言
、
っ
と
言
い
す
ぎ
だ
が
、
な
ん
と
な
く
血
が

つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
)
な
れ
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
天
皇
家

を
断
絶
さ
せ
て
も
、
誰
も
得
を
し
な
い
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
条
件

が
あ
っ
て
、

天
皇
は
永
続
し
え
た
。

こ
一
チ
ユ
ア
を
作
り
、
律
令
や
仏
教
な
ど
中
国
の
制
度
・
文
物
を

給
入
し
た
。

そ
れ
で
は
完
全
に
中
国
風
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は

な
く
、
い
つ
の
間
に
か
日
本
風
に
変
質
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
明

治
に
な
る
と
、
今
度
は
ヨ
l
ロ
γ
パ
の
真
似
を
始
め
た
。
天
皇
は

エ
ン
ペ
ラ
ー
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た。

西
欧
に
は
立
憲
君
主
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
天
皇
も
そ
れ
に
な

ら
お
う
と
い
う
わ
け
で
、
洋
服
に
着
か
え
た
り
、
軍
隊
を
作

っ
た

り
、
か
つ
て
中
国
を
真
似
し
た
よ
う
に
、
せ
っ
せ
と
外
国
を
模
倣

し
た
。
そ
う
い
う
旗
振
り
役
を
、
古
来
天
皇
家
は
担
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
今
日
で
言
え
ば
、
広
告
代
理
庖
の
電
通
・
博
報
堂
と

い
っ
た
役
回
り
で
あ
る
。

外
国
に
優
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
コ
ピ
ー
し
て
、

何
と
し
て
も
日
本
の
文
化
水
準
を
そ
こ
ま
で
引
き
上
げ
る
。
そ
う

い
う
速
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
人
民
の
文
化
的
生
活
に
責
任
を

持
っ
て
い
る
の
が
天
皇
な
の
だ
。

三
脅
自
の
、
天
皇
が
神
み
た
い
な
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
、

西
欧
化
(
文
明
開
化
)
の
動
き
に
パ
ン
チ
を
利
か
せ
る
た
め
、
明

治
政
府
の
元
老
た
ち
が
考
え
た
宣
伝
文
句
だ
っ
た
。
天
皇
が
中
国

の
史
帝
み
た
い
な
政
治
権
力
者
で
な
く
て
、
お
ま
じ
な
い
み
た
い

な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
原
始
的
な
性
格
を
残
し
て
い
た
の
も
、
ち

だ
ら
だ
ら
現
代
社
会
に
ま
で
生
き
の
び
て
い
る
と
い
う
の
も
、
世

界
的
に
見
て
珍
し
い
。

*
 

つ
ぎ
に
、
民
王
主
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
お
さ
ら
い
し
て
お

こ、っ。
新
憲
法
の
柱
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
民
主
主
義
。
民
主
主
義
と

一
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
近
代
デ

モ
ク

l
ラ
シ
!
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

民
主
主
義
と
は
何
か
?

ズ
パ
リ
こ
れ
は
、
「
法
の
支
配
」
の

仰

特
別
な
場
合
で
あ
る
。

伽
そ
こ
で
ま
ず
、
法
の
支
配
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
専
制
政
治

汲制
や
単
な
る
共
同
体
と
述

っ
て
、
人
間
と
人
間
の
関
係
を
法
に
よ
っ

物
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
だ
。
人
び
と
の
問
に
ト

仇
ラ
プ
ル
が
生
じ
た
ら
、
必
ず
法
に
照
ら
し
て
解
決
す
る
。
こ
れ
が

仰
法
の
支
配
で
、
人
間
よ
り
も
法
が
上
に
あ
る
わ
け
だ
。

問
法
の
支
配
は
、
近
代
社
会
を
作
る
の
に
絶
対
必
要
な
工
夫
で
あ

制

る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
由
と
、
線
利

均
と
、
財
産
の
保
障
を
う
る
。
近
代
的
な
市
民
と
し
て
、
安
心
し
て

開
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。

r

つ
ぎ
に
民
主
主
義
が
、
た
だ
の
法
の
支
配
と
ど
う
違
う
か
と
い

正
統
性
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
民
主
主
義
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
ど

う
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
ど
う
し
て
ほ
か
の
制
度

で
な
く
、
こ
の
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
始
ま
り
方
に
は
、
二
つ
し
か
な
い
。

ひ
と
つ
は
、
あ
る
日
突
然
始
ま
っ
た
、
と
い
う
ス
タ
ー
ト
の
仕

方
。
憲
法
そ
の
も
の
は
た
だ
の
字
を
省
い
た
紙
切
れ
に
す
ぎ
な
い

が
、
そ
れ
を
民
衆
が
、
自
分
た
ち
の
憲
法
に
し
よ
う
と
言
い
は
じ

め
、
実
際
に
そ
う
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
革
命
と
呼
ば
れ
る
。

革
命
そ
の
も
の
は
、
法
の
支
配
で
も
、
も
ち
ろ
ん
民
主
主
義
で

も
な
い
。
血
が
流
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
暴
力

的
な
も
の
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
民
主
主
義
が
支
え
ら
れ
る
と
い
う

の
は
、
パ
ラ
ド
ー
ク
ス
だ
が
、
ま
あ
や
む
を
え
な
い
。

つ
ぎ
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
伝
統
に
よ
っ
て
ス
タ
ー

ト
す
る
ケ

l
ス
。
伝
統
と
民
主
主
義
も
や
は
り
無
関
係
な
の
だ
が
、

や
む
を
え
な
い
。

民
主
主
義
で
な
い
政
治
の
伝
統
と
言
え
ば
、
ま
ず
王
権
で
あ
る
ω

王
線
が
人
民
を
支
配
し
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
い
つ
の
間
に
か
、

王
制
の
反
対
物
で
あ
る
民
主
主
義
に
移
行
し
て
し
ま
っ
た
。
寄
妙

な
こ
と
だ
が
、
実
際
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
。

イ
ギ
リ
ス
の
例
で
考
え
て
み
る
と
、
王
の
ほ
か
に
貴
族
が
い
た
。

貴
族
に
は
貨
族
の
都
合
が
あ
る
の
で
、
王
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ょ

う
と
、
こ
の
法
そ
の
も
の
を
自
分
た
ち
で
作
り
出
す
と
こ
ろ
が
述

ぅ
。
自
分
た
ち
で
作

っ
た
法
で
な
け
れ
ば
、
法
と
は
認
め
な
い
の

で
あ
る
。
法
の
支
配
を
受
け
て
い
る
当
の
市
民
た
ち
が
、
そ
の
法

を
作
り
変
え
る
と
い
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
.
段
を
持

っ
て
い
る
。

そ
の
ル

l
プ
が
完
成
し
た
と
き
、
民
主
主
義
も
完
成
す
る
。

法
を
作
り
出
す
と
こ
ろ
は
議
会
だ
か
ら
、
民
主
主
義
に
と
っ
て

ま
ず
議
会
は
不
可
欠
。
法
を
生
み
出
す
の
が
、
議
会
の
最
も
大
切

な
活
動
で
あ
る
。

法
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
な
か
で
も
、
政
治
制
度
全
体
の
枠

組
み
を
決
め
る
法
、

す
な
わ
ち
憲
法
が
い
ち
ば
ん
大
切
で
あ
る
。

そ
の
憲
法
の
な
か
に
天
皇
が
位
世
づ
い
て
い
る
の
が
、
日
本
国
意

法
の
特
徴
だ
。

* 

問
題
は
、
民
主
主
義
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
天

皇
と
な
ん
の
関
係
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
天
皇
の
な
い
民

主
主
義
は
世
界
中
に
い

っ
ぱ
い
あ
る
。
い
や
、
逆
に
言
う
べ
き
で
、

天
息
の
あ
る
民
主
主
義
は
日
本
に
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
し

r
 

て
、
何
の
関
係
も
な
い
は
ず
の
天
皇
と
民
主
主
義
が
、
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
の
か
。
読
者
の
み
な
さ
ん
は
、
こ
こ
を
ど
う
考
え
ま

す

か

?

結
論
を
一
言
、
っ
と
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
の
問
題
は
、

う
と
す
る
。
一
人
で
は
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
東
に
な
っ
て
議

会
を
作
る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
、
議
会
の
ル

l
ル
や
法
律
が
で

き
あ
が
る
。
そ
の
結
果
、
王
が
偉
い
の
か
、
そ
れ
と
も
法
律
の
ほ

う
が
織
戚
が
あ
る
の
か
で
も
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
う
と
う
、

法
律
の
ほ
う
が
権
威
が
あ
る
の
で
王
も
法
に
従
え
、
と
な
っ
た
時

点
で
、
法
の
支
配
が
確
立
す
る
。
さ
ら
に
、
王
が
立
法
権
を
取
り

上
げ
ら
れ
、
拒
否
綿
も
な
く
な
っ
て
、
議
会
が
つ
く
っ
た
法
律
は

全
部
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
立
怒
君
主

制
と
か
、
民
主
主
義
と
か
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は

こ
ん
な
具
合
に
、
何
百
年
も
か
か
っ
て
民
主
主
義
へ
の
道
を
歩
ん

だ
。

日
本
の
民
主
主
義
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
第
二
の
ケ

l
ス
。

伝
統
に
よ
る
民
主
主
義
の
正
統
化
、
と
い
っ
た
や
り
方
だ
と
言
え

る。
日
本
は
一
度
も
革
命
が
な
か
っ
た
。
現
在
の
新
怒
法
は
、
旧
憲

法
の
改
正
で
出
来
あ
が
っ
て
い
る
し
、
旧
憲
法
は
、
専
制
君
主

(
憲
法
な
し
の
支
配
者
)
だ
っ
た
明
治
天
皇
が
、
人
民
の
た
め
に

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
天
皇
は
、
大
北
目
か
ら
日
本
の
支
配
者
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、

ど
う
考
え
て
も
、
大
苦
か
ら
続
い
て
い
る
伝
統
的
な
権
威
が
憲
法

を
作
り
出
し
た
、
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
、
正



統
性
の
説
明
は
一
応
つ
く
の
で
、
い
ま
の
憲
法
を
否
定
す
る
立
場

の
ひ
と
は
ご
く
わ
ず
か
だ
。

* 

日
本
の
憲
法
は
、
伝
統
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え

に
、
日
本
の
民
主
主
義
は
、
本
場
の
イ
ギ
リ
ス
と
そ
っ
く
り
で
め

で
た
し
め
で
た
し
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
は

な
ら
な
い
。

昭
和
天
皇
は
、
英
国
王
室
を
手
本
と
し
、
自
分
も
立
憲
君
主
と

し
て
ふ
る
ま
う
お
う
と
努
力
し
た
。
け
れ
ど
も
、
根
本
的
な
と
こ

ろ
で
、
英
国
王
室
と
民
主
主
義
の
関
わ
り
と
、
天
皇
制
と
民
主
主

義
の
関
係
は
違
っ
て
い
る
。

天
皇
制
の
伝
統
を
ど
う
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
て
も
、
民
主
主
義

は
出
て
こ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
主
主
義
の
出
発

点
を
考
え
直
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
は
ず
だ
。

イ
ギ
リ
ス
で
、
王
制
か
ら
民
主
主
義
が
生
ま
れ
た
理
由
は
、
第

一
に
、
国
王
が
政
治
権
力
を
握
っ
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
そ
の

権
力
を
封
じ
こ
め
る
た
め
に
、
品
H
族
や
市
民
が
議
会
で
同
盟
し
た

こ
と
。
こ
れ
が
、
決
定
的
で
あ
る
。

日
本
で
、
天
皇
は
、
政
治
の
実
織
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
つ

ぎ
に
日
本
の
貴
族
は
、
天
皇
の
取
り
巻
き
の
こ
と
で
、
天
皇
に
対

抗
す
る
能
力
も
必
要
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
国
王

実
態
が
大
改
革
で
あ
る
の
に
、
表
面
的
に
は
連
続
し
て
い
る
の

が
、
明
治
維
新
と
戦
後
民
主
玉
義
の
共
通
点
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち

ら
の
場
合
に
も
、
世
の
中
を
根
本
的
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
こ
れ
ま

で
と
無
関
係
に
新
し
い
秩
序
を
作
り
あ
げ
る
よ
り
も
、
そ
れ
ま
で

の
秩
序
が
連
続
し
て
い
る
と
み
ん
な
に
思
わ
せ
た
ほ
う
が
う
ま
く

行
く
と
判
断
し
た
人
び
と
が
い
た
の
だ
。

こ
の
述
続
性
を
減
出
し
た
の
が
、
天
皇
で
あ
る
。
大
き
な
変
化

を
カ
ヴ
7

ー
す
る
た
め
に
、
天
皇
は
使
利
な
按
着
剤
で
あ
る
。
万

枇
一
系
と
は
、
こ
う
し
た
こ
と
の
積
み
重
ね
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
万
世
一
系
を
い
ま
風
に
解
釈
し
て
み
る
と
、
「
日
本

人
の
多
く
が
持
っ
て
い
る
、
日
本
社
会
の
永
続
性
に
対
す
る
信
念
目

と
で
も
言
え
る
か
と
思
う
。
社
会
は
不
断
に
変
化
し
て
い
て
、
多

く
の
他
裂
や
断
絶
に
見
舞
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
日
本
人
は
そ
の
こ

と
を
認
め
た
く
な
い
。
社
会
は
今
ま
で
ど
お
り
順
調
に
発
展
し
て

い
き
、
今
後
も
い
ま
ま
で
の
幸
福
が
永
続
す
る
は
ず
だ
と
考
え
た

が
る
。こ

れ
が
中
国
人
で
あ
れ
ば
、
固
定
し
た
制
度
を
こ
し
ら
え
る
。

そ
れ
が
律
令
制
だ
っ
た
り
、
官
僚
機
俄
だ
っ
た
り
、
法
律
だ
っ
た

り
す
る
。
で
も
、
か
た
ち
の
あ
る
制
度
を
作
る
と
、
い
つ
か
は
摘
慣

れ
て
し
ま
う
。
断
絶
が
起
こ
る
。

口
本
人
の
場
合
、
そ
う
い
う
固
定
し
た
制
度
を
つ
く
る
こ
と
を

を
押
さ
え
込
ん
だ
よ
う
な
力
学
は
、
ま
っ
た
く
働
き
ょ
う
が
な
い
。

で
は
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
、
政
治
の
実
権

を
独
占
し
て
い
た
武
士
が
、
内
輪
も
め
を
起
こ
し
、
改
革
派
の
武

士
が
天
皇
を
担
ぎ
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が

い
わ
ゆ
る
明
治
維
新
。
天
皇
は
最
初
か
ら
、
政
治
力
学
の
均
外
に

あ
っ
た
。
そ
し
て
天
皇
が
担
ぎ
出
さ
れ
た
理
由
は
、
明
治
維
新
を
、

伝
統
に
も
と
づ
く
槌
威
あ
る
も
の
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

明
治
維
新
は
一
一
位
の
革
命
で
あ
る
。
し
か
し
表
面
上
は
、
王
政

復
古
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
。
王
政
復
古
と
は
、
も
と
も
と
の

支
配
者
で
あ
る
天
皇
に
、
政
織
を
返
す
と
い
う
意
味
。
そ
ん
な
回

り
く
ど
い
こ
と
を
し
た
の
は
、
そ
の
ほ
、
つ
が
う
ま
く
行
く
と
い
う
、

当
時
の
事
情
に
よ
る
。

い
っ
ぽ
う
戦
後
民
主
主
義
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の

占
領
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
る
。
占
仰
の
結
果
、
天
皇
の
統
治
権

よ
り
も
、
も
う
一
段
高
い
。

z
oの
権
力
が
生
ま
れ
た
。
こ
ん
な
こ

と
を
旧
憲
法
は
想
定
し
て
い
な
い
。
戦
前
以
来
の
天
皇
制
は
、
こ

こ
で
い
っ
た
ん
断
絶
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
表
面
上

は
日
本
政
府
が
存
続
し
、
旧
憲
法
を
改
正
す
る
と
い
う
手
続
き
を

踏
む
な
ど
し
て
、
連
続
性
の
ほ
う
が
強
制
さ
れ
た
。
天
皇
は
そ
の

地
位
を
失
わ
な
か
っ
た
。

最
初
か
ら
あ
き
ら
め
て
い
る
。
そ
れ
が
諸
行
無
常
だ
。
権
力
者
た

ち
ま
で
も
無
常
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
打
倒
す

る
必
要
が
な
い
。
つ
ぎ
の
世
代
の
人
び
と
が
力
を
た
く
わ
え
て
い

け
ば
、
す
ん
な
り
交
替
が
実
現
し
て
し
ま
う
。
容
が
夏
に
な
る
よ

う
に
、
徳
川
の
世
が
明
治
に
な
り
、
戦
後
民
主
主
義
に
な
る
。

こ
う
い
う
具
合
な
の
で
、
天
皇
が
律
令
制
下
の
君
主
で
あ
ろ
う

と
、
室
町
時
代
の
よ
う
に
貧
乏
で
即
位
の
儀
礼
が
で
き
な
か
ろ
う

と
、
江
戸
時
代
の
よ
う
に
御
所
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
と
、

明
治
に
な
っ
て
表
湾
台
に
出
て
こ
よ
う
と
、
日
本
人
の
国
家
の
永
・

続
性
に
対
す
る
信
念
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
天
皇
は
特
定
の
制
度
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
天
皇
が
政
治
制
度
の
一
部
を
偶
成
す
れ
ば
、
国
家
機
関
な
の

は
当
た
り
前
で
あ
る
。
で
も
、
そ
う
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
言

っ
た
だ
け
で
、
国
賊
扱
い
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
多
く
の
日
本

人
に
と
っ
て
、
天
皇
が
ど
う
い
う
制
度
の
一
部
な
の
か
は
ど
う
で

も
い
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
国
家
機
関
や
制
度
を
越
え
た
、
そ
れ

以
上
の
も
の
で
あ
る
と
ど
こ
か
で
考
え
た
が
っ
て
き
た
。

* 

で
は
、
天
皇
は
何
を
し
て
き
た
の
か
。
産
業
と
の
関
連
で
考
え

て
み
よ
う
。
い
ろ
い
ろ
説
が
あ
る
が
、
天
皇
は
最
初
、
稲
作
が
日

本
に
伝
わ
っ
て
き
た
当
時
の
豪
族
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
農
業
祭
詑
を
行
な
い
つ
つ
、
農
民
た
ち
を
支
配

し
て
い
た
。

も
し
天
皇
が
こ
れ
だ
け
の
存
在
で
あ
れ
ば
、
農
業
の
衰
退
・
滅

亡
と
と
も
に
、
天
皇
も
没
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
明
治
維
新
・
文
明
開
化
以
降
、
天
皇
は
ま
す
ま
す
力
を
伸

ば
し
て
い
っ
た
。
天
皇
に
と
っ
て
は
、
農
業
も
工
業
も
、
同
じ
な

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
製
造
業
が
基
幹
産
業
で
な
く
な
り
、
脱
工
業
化
、

情
報
化
の
時
代
を
迎
え
て
も
、
天
皇
が
日
本
人
に
と
っ
て
意
味
を

持
た
な
く
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
は
天
皇
や
皇
室
の
動

静
を
、
毎
日
毎
日
報
道
し
て
い
る
。
人
び
と
は
、
そ
れ
に
関
心
を

持
ち
続
け
る
。
こ
う
し
て
拡
大
再
生
産
さ
れ
て
い
く
悩
報
の
な
か

で
、
天
皇
は
生
き
延
び
て
い
く
。

天
皇
の
実
態
と
は
、
な
に
か
特
別
の
活
動
な
の
で
は
な
く
、
天

皇
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
情
報
効
果
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
象
徴
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
だ
。
天
皇
は
、
何
か
特
別
の

活
動
を
し
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
日
本
人
は
、
殴
昧
な
自
分
た

ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
「
天
皇
」
と
い

う
名
前
を
欲
し
て
い
る
の
だ
、
と
私
は
思
う
。

考
え
て
み
れ
ば
、
象
徴
の
機
能
と
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

(
同
一
性
)
を
確
認
す
る
こ
と
だ
。

要
以
上
に
立
派
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
君
主
だ
と
考
え
た
が
っ
た
。
こ

う
い
う
強
が
り
が
、
戦
前
の
天
皇
制
だ
っ
た
。

こ
う
い
う
強
が
り
が
、
天
皇
を
人
間
と
神
の
中
川
に
位
置
付
け

た
。
天
皇
を
そ
う
や
っ
て
杷
り
上
げ
る
こ
と
で
、
日
本
人
は
ど
う

に
か
心
理
的
に
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
凶
っ
た
傾
向

だ
と
、
ア
メ
リ
カ
は
思
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
は
天
泉
が
「
神
で
あ

り
人
間
で
あ
る
」
な
ど
と
聞
く
と
、
反
射
的
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
軍
国
主
義
の
温
床

を
断
ち
切
る
に
は
、
天
皇
の
神
性
を
否
定
す
る
こ
と
だ
と
、
天
皇

の
人
間
宣
言
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
誤
解
を
解
い
て
や
ろ
う
と
し
た
ア
メ

リ
カ
人
の
考
え
方
こ
そ
、
誤
解
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

か。
日
本
人
が
天
皇
を
「
現
人
神
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
決
し
て
キ
リ

ス
ト
教
的
な
文
脈
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
天
皇
が
象
徴
(
た
だ

の
人
間
)
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、

ま
た
人
間
を
超
え
た
何
者
か
と
恩
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
十
分

に
あ
る
。

* 

日
本
人
は
、
「
象
徴
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
や
は
り
よ
く

わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。

国
家
は
、
自
に
祝
え
な
い
。
自
に
視
え
な
い
か
ら
、
な
に
か
目

に
視
え
る
も
の
で
確
朗
吟
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
な
ら
星
条

旗
。
紋
章
で
も
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
も
い
い
は
ず
だ
け
れ
ど
、
携

帯
に
便
利
で
安
い
の
で
、
星
条
旗
が
一
番
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
人
が
考
え
た
の
は
、
こ
の
星
条
旗
に
あ
た
る
も
の
を
、

日
本
人
に
作
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
天
皇
を
、
憲
法

の
な
か
で
、
そ
う
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。

し
か
し
天
皇
は
、
星
条
旗
と
違
っ
て
、
物
で
は
な
い
。
生
身
の

人
間
で
あ
る
。
天
皇
の
、
一
個
の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
と
、
ア

メ
リ
カ
が
単
純
に
考
え
た
戦
後
民
主
主
義
の
象
徴
と
し
て
の
あ
り

方
と
は
、
時
に
矛
盾
を
ひ
き
お
こ
す
。
特
に
日
本
人
が
、
天
皇
の

な
か
に
自
分
た
ち
の
日
常
を
超
え
た
も
の
を
す
べ
て
見
ょ
う
と
す

る
か
ら
な
お
さ
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
結
婚
岡
題
。
ふ
つ
う
の
家
庭

と
違
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
を
抱
え
て
、
い
ち
ば
ん
大
変
な
の
が

天
皇
家
だ
な
あ
、
と
思
っ
て
い
る
国
民
も
多
い
は
ず
だ
。

天
皇
に
、
わ
れ
わ
れ
普
通
人
を
超
え
た
も
の
を
見
ょ
う
と
す
る
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
の
仕
方
は
、
日
本
人
に
コ

r
 

ン
ブ
レ
ー
ク
ス
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
大
き
く
ふ
く
れ
あ
が
る
。

も
と
も
と
中
国
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
っ
た
か
ら
、
天

皇
を
必
要
以
上
に
立
派
な
、
中
国
的
君
主
だ
と
考
え
た
が
っ
た
。

今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
、
天
皇
を
必

た
と
え
ば
、
天
皇
が
外
国
で
「
元
首
」
と
し
て
の
待
遇
を
受
け

る
。
す
る
と
、
「
天
皇
は
日
本
の
支
配
者
で
は
な
い
し
、
国
家
元

首
で
も
な
く
て
、
た
だ
の
拍
車
微
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
お
か
し
い
」

と
い
う
投
笹
が
新
聞
に
絞
っ
た
り
す
る
。
け
れ
ど
も
外
交
慣
例
か

ら
考
え
て
、
天
皇
が
「
元
首
」
な
の
は
当
た
り
前
。
支
配
者
で
あ

ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
政
治
権
力
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
あ

る
国
家
を
代
表
す
る
人
格
の
こ
と
を
「
元
首
」
と
い
う
。
象
徴
で
あ

る
天
皇
は
、
ま
さ
に
「
元
首
」
以
外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

象
徴
と
は
、
一
国
を
代
表
し
、
日
本
国
懇
法
の
定
め
に
し
た
が

っ
て
行
動
す
る
一
個
の
人
格
(
国
家
機
関
て
と
い
う
意
味
だ
。

し
か
し
多
く
の
日
本
人
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
冷
静
に
天
皇
を

み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
本
国
憲
法
の
内
容
を
承
知
し
な
が
ら
、

ど
こ
か
人
間
を
超
え
た
存
在
と
み
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
、
わ

れ
わ
れ
が
民
主
主
義
(
新
憲
法
)
を
自
分
で
選
択
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。

民
主
主
義
は
、
人
び
と
が
主
権
者
の
自
覚
を
持
ち
、
契
約
(
憲

法
)
を
と
り
結
ぶ
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
し
か
し
戦
後
民
主
主
殺

は
、
比
聡
的
に
言
え
ば
、
天
皇
が
民
主
主
義
に
「
改
{
一
と
す
る
こ

と
で
始
ま
っ
た
。
日
本
国
民
は
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
民
主
主
義
者

と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
天
皇
が
「
文
明
開
化
」
主
義

に
改
宗
し
た
の
で
明
治
維
新
が
始
ま
っ
た
の
と
、
同
じ
椀
造
で
あ



当
南
予
地
域
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
勤
皇
派
と
し
て
の
字
和
烏

落
と
し
て
知
ら
れ
、
戦
後
は
、
獅
子
文
六
、
吉
村
昭
、
司
馬
遼
太

郎
、
丸
谷
才
一
ら
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
ユ
ニ
ー
ク
な
地
域

と
し
て
、
か
な
り
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

最
近
で
は
、
同
じ
南
子
地
方
に
属
す
る
内
子
町
出
身
の
大
江
健

三
郎
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
で
、
こ
の
四
国
西
南
部
は
ま
た
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
自
体
は
結
仰
な
こ
と

で
、
観
光
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
当
地
方
の
停
滞
・
過
疎
を
打
ち
破

義
が
、
十
分
に
機
能
す
る
は
ず
が
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
「
自
粛
」
る
キ
ッ
カ
ケ
に
な
れ
ば
、
何
で
も
賛
成
だ
。

の
よ
う
な
、
欧
米
で
は
考
え
ら
れ
な
い
現
象
が
起
き
る
の
も
、
日
し
か
し
、
問
題
の
深
刻
さ
は
実
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
間

に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。
私
は
、
決
し
て
地
元
の
人
た

本
の
特
徴
で
あ
る
。
日
本
の
民
玉
主
義
が
少
し
お
か
し
い
札

山
ち
の
期
待
や
願
望
に
水
を
差
す
つ
も
り
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
ミ
ョ

点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
と
っ
く
に
気
が
付
山

い

て

い

る

。

回

天
皇
も
、
自
分
た
ち
と
ま
っ
た
く
同
じ
人
間
で
あ
る
。
た
だ
天
山

皇
と
い
う
職
務
を
担
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

1
1
こ
う
冷
静
で
現
笑
一

的
に
考
え
る
ζ

と
が
で
き
る
か
と
う
か
で
、
日
本
の
民
主
主
義
の

成
熟
の
度
合
い
を
測
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
日
本
社
会
の
国
際
化

は
、
日
本
人
の
天
皇
に
対
す
る
態
度
の
な
か
に
こ
そ
、
そ
の
帥
叫
が

あ
る
の
だ
。

(
本
稿
は
「

T
H
I
s
-
s
読
売
」
に
掲
載
予
定
だ
っ
た
が
、

没
原
稿
と
な
り
、
急
き
ょ
本
誌
に
掲
紋
す
る
こ
と
と
な
っ
た
o
v

る
。
日
本
人
は
、
自
分
の
頭
で
考
え
て
体
制
を
選
択
す
る
代
わ
り

に
、
い
つ
も
天
皇
の
真
似
を
し
て
す
ま
せ
る
療
が
つ
い
て
い
る
。

先
ほ
ど
「
日
本
社
会
の
永
続
性
に
対
す
る
信
頼
」
と
の
べ
た
の
は
‘

言
い
か
え
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
が
理
解
す
る

「
象
徴
」
と
は
、
こ
う
い
っ
た
思
考
の
簡
略
化
装
置
(
集
合
的
無

責
任
)
の
こ
と
な
の
だ
。

念
仏
者
・
地
方
短
信
-1
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橋
爪
大
三
郎
社会学者峨

去
年
の
し
ょ
っ
ぱ
な
に
羽
田
首
相
、
村
山
首
相
の
誕
ラい「

生
を
予
測
で
き
た
人
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
今
年
も
何
マ

が
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
。
長
期
ト
レ
ン
ド
と
し
て
言
引

え
る
ζ

と
だ
け
の
べ
る
と
し
よ
う
。

m

年
末
に
ア
メ
リ
カ
の
金
利
が
引
上
げ
ら
れ
、
日
本
は

も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
を
上
回
る
水
準
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ

カ
の
財
政
赤
字
の
穴
埋
め
の
窮
余
の
策
だ
が
、
景
気
の

足
を
引
っ
預
り
そ
う
だ
。
日
米
独
と
も
経
済
は
ダ
ッ
チ

ロ
l
ル
状
態
、
ツ
ケ
の
回
し
あ
い
が
続
く
。

こ
れ
に
ひ
き
か
え
好
調
な
ア
ジ
ア
聞
は
、
次
の

A
P

E
C総
会
に
台
湾
の
李
総
統
が
出
席
で
き
れ
ば
さ
ら
に

押
み
が
つ
く
。
北
朝
鮮
、
部
小
平
と
い
っ
た
爆
弾
を
う

ま
く
処
理
す
れ
ば
、
引
世
紀
ま
で
に
そ
の
実
力
は
倍
増

し
そ
う
だ
。
ま
た
最
近
、
欧
米
資
本
の
イ
ン
ド
投
資
が

ブ

i
ム
と
な
っ
て
い
る
。

さ
っ
ぱ
り
な
の
が
、
旧
ソ
述
東
欧
。
遊
休
設
備
と
失

業
者
が
溢
れ
て
い
る
な
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
政
策
に
よ
る
公

共
投
資
が
有
効
な
は
ず
だ
が
、
あ
い
に
く
設
備
は
超
旧

式
。
な
い
よ
り
悪
い
。
第
三
町
界
も
活
気
な
く
、
明
暗

を
分
け
た
不
均
等
発
展
が
続
き
そ
う
だ
。
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評
者
・
今
谷

冷
戦
構
造
や
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
が
解
体
し
た
あ
と
、
全
共

闘
世
代
の
研
回
目
者
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
代
わ
る
新
し
い
思
想

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
中
堅
思
想
家
の
う
ち

一
方
モ
代
表
す
る
両
著
者
が
、
国
家
・
教
育
・
宗
教
と
い
っ
た

個
人
と
社
会
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
対
論
を
行
い
、
三
年

の
歳
月
を
か
け
て
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
本
密
で
あ
る
。
と

く
に
竹
田
氏
は
在
日
朝
鮮
人
と
い
う
被
差
別
的
立
場
を
自
ら
の

思
想
の
根
拠
と
し
な
が
ら
、
単
な
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
表
出
に

陥
ら
ず
人
間
の
生
そ
肯
定
的
に
と
ら
え
、
共
生
の
哲
学
そ
説
く

ユ
一
丁
ク
な
評
論
家
で
、
私
は
留
学
思
想
に
不
案
内
な
が
ら
か

つ
て
氏
の
説
托
深
い
感
銘
を
見
え
た
こ
と
が
あ
る
。
一
方
の
橋

爪
氏
は
と
い
え
ば
、
旧
一
者
『
現
代
思
想
は
い
ま
何
そ
考
え
れ
ば

よ
い
の
か
』
に
お
い
て
従
来
の
社
会
制
学
の
革
本
的
枠
組
み
を

ひ
っ
く
り
返
し
て
み
せ
た
人
で
あ
る
こ
と
は
配
憶
に
新
し
い
。

そ
の
言
説
に
は
も
ち
ろ
ん
翠
合
の
声
が
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
新
し

い
哲
学
の
登
場
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。

大
衆
に
「
解
放
」
と
い
う
幻
想
を
ふ
り
ま
き
革
命
そ
標
初

(
ひ
ょ
う
ぼ
う
)
し
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
破
綻
(
は
た

ん
)
し
た
現
在
、
両
氏
の
よ
う
な
考
え
方
が
若
い
ほ
代
か
ら
出 明

理'.:L.. ，.ネ訟を:裂きゃ~~.~~::.).i~:~;li.;:

国
家
・
教
育
・
宗
教

創
造
の
熱
気
示
す
対
論

て
く
る
こ
と
は
あ
る
窓
味
で
自
然
で
合
眼
的
で
も
あ
る
が
、
市

喝
原
理
の
優
位
性
・
権
力
ゲ
1
ム
よ
り
エ
ロ
ス
ゲ
l
ム
と
い
っ

た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
実
は
近
代
西
欧
で
既
に
指
摘
さ
れ
た
言
説

に
合
ま
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
問
凶
は
な
ぜ
日
本
で
こ
う
し
た
白

熱
な
提
言
が
今
声
高
に
叫
ば
れ
る
必
熱
性
が
め
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
現
に
竹
田
氏
も
「
伐
ら
が
い
ま
冨
っ
て
い
る

こ
と
は
、
十
年
ぐ
ら
い
一
別
だ
っ
た
ら
右
掠
反
助
の
言
説
で
す

ね
」
と
言
う
。
そ
れ
だ
け
戦
後
日
本
の
思
出
抑
で
グ
ラ
ン
ド
セ

オ
リ
ー
の
庄
力
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

学
界
や
思
出
回
打
で
も
長
老
ら
に
よ
る
抑
圧
休
系
が
残
っ
て
い

る
面
が
あ
り
、
両
氏
の
共
有
す
る
新
し
い
叫
加
が
定
詰
す
る
に

は
、
い
ま
少
し
時
間
が
要
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
思
却
と
い

い
哲
学
と
い
う
も
人
々
の
生
活
実
感
広
般
ざ
し
た
も
の
と
無
間

係
で
あ
り
得
な
い
以
上
、
古
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
確
実
に
安
楽

死
に
向
か
い
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
若
い
人
々
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
両
著
者
よ
り
古
い
世
代
の
私
が
両
氏
に

多
く
共
鳴
す
る
点
が
あ
る
の
は
、
別
に
先
見
の
明
あ
っ
た
か
ら

で
は
決
し
て
な
く
、
単
な
る
好
み
の
次
元
に
す
ぎ
な
い
か
も
知

れ
ぬ
が
、
と
も
か
く
近
と
ろ
創
造
の
黙
気
に
溢
(
あ
ふ
)
れ
た

さ
わ
や
か
な
事
由
だ
と
思
っ
た
。
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年生まれ。明治学院大
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