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天
皇
γ
」
皇
室
」
を
語
る
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日
本
人
に
と
っ
て

「
天
白
さ
と
は
何
か
or-

-
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
社
会
に
お
け
る
皇
室
の
未
来

天
皇
と
は
何
か
・

「
王
」
の
「
神
話
」
に
よ
る
統
治

日
本
は
い
う
ま
で
も
な
く
先
進
工
業
社

会
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
憲
法
に
は
「
天

皇
」
と
い
う
存
在
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
起
源
は
「
皇
紀
」
と
い
う
戦
前

の
数
え
方
に
従
え
ば
二
千
六
百
六
十
年
以

上
も
前
に
遡
り
ま
す
。
非
常
に
古
い
。
そ

ん
な
天
皇
が
現
在
も
続
い
て
い
る
の
は
大

変
に
稀
有
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

そ
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
今
後
の
天

皇
制
を
見
直
し
て
い
く
出
発
点
に
な
る
と

思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
天
皇
に
つ
い
て

少
し
考
察
を
加
え
て
お
き
ま
す
。

基
本
に
な
る
の
は
「
王
」
と
い
う
概
念

で
す
。
英
語
で
い
え
ば
「
キ
ン
グ
」
。
ど

こ
の
国
に
も
王
と
い
う
概
念
が
あ
っ
て
、

人
類
学
で
は
世
界
中
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に

王
制
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
な
ら
ば
、
そ

の
特
徴
は
何
か
。

①
王
は
政
治
的
な
権
限
を
も
っ
最
高
の
統

治
権
者
で
あ
る
。

事雷
工 H‘
美大
学-
~、

塁手郎

②
王
制
は
世
襲
制
で
あ
っ
て
、
王
の
子
供

の
な
か
か
ら
次
の
王
を
立
て
る
の
が
原
則

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
人

は
王
に
は
な
れ
な
い
。

③
酋
長
や
部
族
長
も
王
と
同
じ
く
権
限
を

も
ち
血
縁
で
つ
な
が
っ
て
い
く
け
れ
ど

も
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
明
ら
か
な
違
い

が
あ
る
。
酋
長
や
部
族
長
は
血
縁
者
だ
け

を
統
治
す
る
の
に
対
し
、
王
の
場
合
は
統

治
す
る
範
囲
が
自
分
の
血
縁
者
以
外
に
も

及
ぶ
。
つ
ま
り
王
は
、
酋
長
な
ど
よ
り
も

広
い
範
囲
で
人
々
を
束
ね
て
い
る
の
で
あ

る。

こ
れ
が
「
王
」
の
定
義
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
天
皇
も
「
王
」
と
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
昔
か
ら
王
と
し
て

存
在
し
、
そ
し
て
現
在
も
な
お
そ
の
変
形

と
し
て
続
い
て
い
る
の
が
天
皇
で
あ
る
、

と
い
え
ま
す
。
近
代
社
会
で
あ
る
に
も
か

「天皇と国民Jを語る第二部

か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
王
制
が
古
代
か
ら

連
綿
と
し
て
続
い
て
い
る
の
が
日
本
の
特

異
な
点
で
す
。

で
は
、
王
は
ど
う
い
う
か
た
ち
で
出
現

す
る
の
か
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
域
を
例
に

と
っ
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
地
域
で
は
ま
ず
部
族
社
会
が
で

橋爪大三郎氏(東京工業大学・橋爪研究室にて)

き
、
そ
れ
が
あ
る
時
期
に
部
族
連
合
に
拡

大
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
部
族
連
合
よ
り
も

も
っ
と
広
い
範
囲
の
地
域
を
治
め
、
都
市

国
家
を
つ
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
王
が
出

現
し
ま
す
。

し
か
し
血
縁
的
な
部
族
を
超
越
し
て
し

ま
う
と
当
然
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
王
の

正
統
性
(
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ

l
)
の
問
題
で

す
。
血
縁
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
政
治
を

束
ね
る
わ
け
で
す
か
ら
、
王
の
根
拠
も
血

縁
以
外
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
そ
こ
に
出
て
く
る
の
が
神
話

で
す
。
た
と
え
ば
、
王
は
「
太
陽
の
子
で

あ
る
」
と
か
「
処
女
か
ら
生
ま
れ
た
」
と

い
っ
た
粉
飾
を
施
し
て
並
み
の
酋
長
や
部

族
長
た
ち
よ
り
高
い
権
威
を
つ
く
り
だ
す

わ
け
で
す
。
そ
し
て
人
々
か
ら
税
金
を
取

る
。
税
金
を
取
る
の
が
政
治
権
力
の
特
徴

で
す
か
ら
税
金
を
取
る
口
そ
の
金
で
武
力

を
養
い
、
み
ず
か
ら
の
政
権
基
盤
を
維
持

し
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
は
公
共
サ
ー
ビ

ス
も
行
う
。

自
然
発
生
的
に
こ
う
し
た
王
が
出
て
く
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る
事
情
は
、
イ
ン
ド
で
も
ギ
リ
シ
ア
で
も

エ
ジ
プ
ト
で
も
変
わ
り
'
ま
せ
ん
。

こ
の
王
に
は
次
の
段
階
が
あ
り
ま
す
。

か
な
り
広
い
地
域
で
見
る
と
、
そ
こ
に
は

王
が
何
人
も
出
て
き
ま
す
か
ら
必
然
的
に

王
と
王
の
争
い
が
起
こ
る
の
で
す
。

王
の
段
階
は
あ
る
民
族
グ
ル
ー
プ
、
あ

る
い
は
あ
る
地
域
を
代
表
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
広
い
範
囲
で
統
合
し

よ
う
と
い
う
レ
ベ
ル
に
入
る
と
、
「
王
の

な
か
の
王
」
、
す
な
わ
ち
全
域
支
配
者
が

出
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
が
「
皇
帝
」

で
す
。ロ

ー
マ
で
も
中
国
で
も
皇
帝
が
出
て
い

ま
す
。
イ
ン
ド
で
も
エ
ジ
プ
ト
で
も
そ
う

で
す
。
皇
帝
と
呼
ば
な
い
ま
で
も
「
王
の

な
か
の
王
」
が
出
て
く
る
。

そ
こ
ま
で
い
く
と
、
民
族
グ
ル
ー
プ
や

地
域
を
超
え
た
抽
象
的
な
価
値
観
や
統
治

原
理
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
王
の
段
階

を
超
え
て
皇
帝
に
な
る
と
、
も
は
や
神
話

だ
け
で
は
な
く
何
か
普
遍
的
な
価
値
を
背

景
に
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
出

て
く
る
の
が
「
ロ

l
マ
法
」
で
あ
り
「
儒

教
」
で
あ
り
、
イ
ン
ド
で
あ
れ
ば
「
仏
教
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
日
本
の
天
皇
は
ど
う
だ
つ
た
か
。

く

ま

そ

え

み

し

い

づ

も

熊
襲
や
蝦
夷
、
出
雲
と
い
っ
た
ロ
ー
カ

ル
な
政
権
を
打
ち
倒
し
て
統
一
政
権
を
つ

く
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
「
王
の
な
か

の
王
」
、
す
な
わ
ち
皇
帝
の
段
階
に
近
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
し
か
し
日
本
は
狭
い
。
日
本
全
体
が

ロ
ー
カ
ル
な
一
社
会
で
あ
る
と
考
え
る
な

ら
、
皇
帝
で
は
な
く
王
権
の
レ
ベ
ル
で
あ

る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
実
際
、
天
皇

の
場
合
は
、
何
か
抽
象
的
な
原
理
を
自
覚

し
た
う
え
で
異
な
る
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て

「
こ
れ
が
普
遍
的
な
原
理
で
あ
り
、
お
前

た
ち
の
よ
う
に
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
に
こ
だ

わ
っ
て
い
て
は
だ
め
だ
」
と
言
っ
て
、
そ

れ
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。天

皇
の
場
合
は
「
法
」
や
「
世
界
観
」

と
い
っ
た
普
遍
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な

く
、
「
神
話
」
の
原
理
に
よ
っ
て
国
土
を

ま
つ
え
い

の
末
商
な
の
だ
か
ら
、
結
局
は
ア
マ
テ
ラ

ス
の
子
孫
で
あ
る
私
(
天
皇
)
に
従
い
な

さ
い
、
と
い
う
ふ
う
に
し
て
権
力
を
編
成

し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
て
神
話
に
よ

る
統
治
。
こ
れ
が
天
皇
の
出
発
点
で
す
。

そ
の
後
そ
れ
が
一
度
も
変
更
さ
れ
て
い
な

い
点
が
天
皇
制
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。

万
世
一
系
の
秘
密

「天皇と国民」を語る

王
が
神
聖
な
も
の
で
あ
っ
て
一
般
人
と

は
違
う
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
プ
リ
ミ
テ

ィ
ブ
な
王
権
で
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
た

と
え
ば
王
が
手
を
触
れ
れ
ば
病
人
が
治
る

と
い
う
「
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
ッ
チ
」
、
そ
の

逆
に
台
風
や
津
波
や
地
震
な
ど
何
か
よ
く

な
い
こ
と
が
起
こ
る
と
、
そ
れ
は
王
の
責

任
だ
と
い
う
こ
と
で
王
が
倒
さ
れ
る
。
そ

う
い
う
か
た
ち
で
王
は
一
般
人
と
は
別
の

し
る
し

「
徴
づ
け
ら
れ
た
存
在
」
で
あ
る
と
さ
れ

る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
事
例
は
い
く
ら

で
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
人
類

第二部

さ
ん
し
へ
ん

学
者
フ
レ
イ
ザ
l
の
「
金
枝
篇
』
(
岩
波

文
庫
)
に
も
そ
う
し
た
例
が
ふ
ん
だ
ん
に

載
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
未
開
の
王
の
特

徴
で
す
が
、
天
皇
に
も
そ
う
し
た
要
素
が

多
少
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
南
北
朝
時
代
や
明
治
維
新

期
と
い
っ
た
転
換
期
に
天
皇
が
「
特
別
の

存
在
」
と
し
て
担
が
れ
、
混
乱
を
収
拾
す

る
役
目
を
荷
わ
さ
れ
た
こ
と
は
や
は
り
、

天
皇
が
一
般
人
と
は
別
の
「
徴
づ
け
ら
れ

た
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す。

ふ
つ
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
王
権

は
発
達
し
た
王
権
に
転
じ
、
さ
ら
に
古
代

国
家
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
古

代
国
家
は
文
字
を
も
ち
、
税
金
を
取
り
、

軍
隊
を
擁
し
、
た
い
て
い
は
近
隣
の
国
家

と
戦
争
を
す
る
。
戦
い
に
敗
れ
れ
ば
王
家

は
断
絶
し
ま
す
。
あ
る
い
は
中
国
で
は
不

徳
の
皇
帝
が
出
る
と
別
の
有
徳
者
が
天
命

を
受
け
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
新
し
い
王
朝

え
き
せ
い

を
聞
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
易
姓
革
命
」
と

い
い
ま
す
。
ま
た
、
厳
密
に
み
ず
か
ら
の

さ
て
、

統
合
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は

や
は
り
文
字
が
な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
し

て
い
ま
す
。

天
皇
が
日
本
統
一
を
成
し
遂
げ
た
時
期

は
文
字
の
伝
来
以
前
で
す
。
無
文
字
社
会

の
時
代
で
し
た
。
統
一
政
権
で
あ
る
天
皇

が
や
が
て
中
国
か
ら
文
字
を
受
け
取
り
、

こ・
7
む

そ
し
て
中
国
文
化
の
影
響
を
蒙
り
な
が
ら

文
字
社
会
に
な
っ
て
い
く
:
:
:
。
そ
う
い

う
順
序
で
す
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り

ま
す
。無

文
字
時
代
で
す
か
ら
、
明
確
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
確
立
し
て
、
そ
れ
を
日
本
の

な
か
の
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
に
押
し
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ど
う
し

た
か
と
い
え
ば
、
神
話
を
編
成
し
て
政
治

に
結
び
つ
け
た
の
で
す
ロ
出
雲
の
神
や
そ

の
他
の
地
域
の
神
を
う
ま
く
編
成
し
て
、

そ
の
な
か
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
神

を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
が
「
ア
マ
テ
ラ
ス
」

で
す
。
ー
ー
ー
ア
マ
テ
ラ
ス
の
直
系
の
子
孫

は
私
(
天
皇
)
で
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル
な
グ

ル
ー
プ
は
直
系
で
は
な
く
、
枝
葉
の
ほ
う
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血
縁
の
範
囲
内
で
王
権
を
継
承
し
て
い
く

と
王
統
が
途
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
次
の
王
家
が
立
つ
。

し
た
が
っ
て
多
く
の
王
国
で
は
王
朝
が
交

替
し
て
い
く
の
が
普
通
で
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
朝
が
断
絶
し

な
い
と
し
た
ら
、
考
え
ら
れ
る
の
は
二
つ

の
ケ
l
ス
で
す
。

①
継
承
が
厳
密
に
血
縁
で
行
わ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
場
合
。

②
王
権
が
政
治
の
実
権
と
関
係
が
な
い
場

合口

ば
ん
せ
い
い
っ
け
い

わ
が
国
の
天
皇
家
が
万
世
一
系
で
続
い

て
き
た
秘
密
も
こ
の
二
つ
の
要
素
と
無
関

係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
初
の
「
継
承
が
厳
密
で
な
い
」
ケ
ー

ス
と
し
て
は
、
第
二
十
六
代
の
継
体
天
皇

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
武
烈
天
皇

に
後
継
ぎ
が
な
か
っ
た
た
め
、
時
の
実
権

を
握
っ
て
い
た
大
伴
氏
ら
は
、
天
皇
家
の

え
ち
ぜ
ん
み
く
に

遠
縁
に
当
た
る
越
前
三
国
の
五
十
七
歳
の
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王
を
見
つ
け
て
き
て
嫌
が
る
の
を
無
理
や

り
即
位
さ
せ
た
。
こ
れ
が
継
体
天
皇
で
す
。

天
皇
の
不
利
に
な
る
よ
う
な
こ
う
し
た

記
録
は
粉
飾
で
き
る
も
の
な
ら
粉
飾
し
た

い
し
、
記
録
に
も
載
せ
た
く
な
い
も
の
で

す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
継
体
天
皇
の

継
承
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
は
紛
れ
も

な
く
そ
う
い
う
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
に
も
、
光
源
氏
が
桐
壷
帝

あ
や
ま

の
皇
后
・
藤
壷
と
過
ち
を
犯
し
て
、
そ
の

結
果
生
ま
れ
た
子
供
が
次
の
天
皇
に
な
る

と
い
う
設
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
物
語

を
王
朝
内
で
み
ん
な
が
読
ん
で
い
た
と
い

う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
常
識
的
に
考

え
る
な
ら
、
そ
ん
な
物
語
は
発
禁
に
な
る

と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
が
大
っ
ぴ
ら
に
読
ま

れ
て
い
た
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
当
た
り

前
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
も

血
縁
の
継
承
が
い
か
に
ル
ー
ズ
で
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
の
証
拠
に
な
る
と
思
い
ま

す。
二
番
目
の
理
由
に
つ
い
て
い
え
ば
、
天

「天皇と国民」を語る

者
の
典
型
が
藤
原
氏
で
す
。
藤
原
家
は
天

皇
家
の
血
縁
で
あ
っ
て
、
政
治
を
司
る
大

臣
の
地
位
を
世
襲
し
ま
し
た
。
ま
た
天
皇

の
父
親
が
実
権
を
握
る
「
院
政
」
も
あ
り

ま
す
。
大
臣
の
雇
い
人
で
あ
っ
た
は
ず
の

武
士
が
い
つ
の
ま
に
か
力
を
蓄
え
て
政
治

の
実
権
を
握
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
武
家
の

時
代
で
す
。
明
治
期
の
よ
う
に
維
新
に
功

績
の
あ
っ
た
参
議
が
権
力
の
座
に
就
く
こ

と
も
あ
れ
ば
、
内
閣
の
大
臣
が
政
治
を
担

当
す
る
こ
と
も
あ
る
。
戦
後
日
本
は
議
会

が
権
威
を
も
っ
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
天
皇
は
、
こ
の
よ
う
に
時
の

権
力
が
何
で
あ
れ
、
大
変
柔
軟
に
い
か
よ

う
に
も
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
天

皇
制
が
連
綿
と
続
い
て
き
た
秘
密
で
す
。

だ
か
ら
天
皇
制
は
古
代
の
部
族
社
会
で
も

通
用
し
た
し
、
近
代
民
主
制
の
時
代
に
な

っ
て
も
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
何
も

天
皇
は
万
世
一
系
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
て
、
要
は
柔
軟
な
姿
勢
で
同

じ
手
を
繰
り
返
し
使
い
な
が
ら
延
命
し
て

き
た
た
め
に
万
世
一
系
で
あ
る
か
の
よ
う

第二部

皇
が
政
治
の
実
権
と
密
接
な
関
係
を
も
っ

て
い
た
ら
、
政
治
権
力
の
移
行
に
と
も
な

っ
て
王
朝
も
交
替
し
た
は
ず
で
す
。
し
か

し
実
際
は
無
関
係
だ
っ
た
か
ら
、
王
朝
は

交
替
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
天

皇
位
が
連
綿
と
続
い
て
き
た
の
は
ま
さ

に
、
天
皇
が
政
治
の
実
権
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。

日
本
の
歴
史
上
、
「
天
皇
親
政
」
は
む

し
ろ
例
外
で
す
。
明
治
政
府
の
重
臣
や
昭

こ
う
ど
う
は

和
軍
閥
に
お
け
る
皇
道
派
の
軍
人
は
「
天

皇
親
政
が
も
と
も
と
の
姿
で
あ
る
」
と
い

っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
全
然
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
。
逆
に
、
政
治
と
は
無
関
係
な

姿
が
天
皇
制
の
ノ
ー
マ
ル
な
か
た
ち
だ
と

見
る
べ
き
で
す
。

そ
う
い
う
と
、
王
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
政
治
的
実
権
が
な
い
の
は
お
か
し
い

じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
普
通
の
王
権
で
あ
れ
ば
政
治
上
の

実
権
を
も
つ
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し

フ
レ
イ
ザ

1
の
『
金
枝
篇
』
や
文
化
人
類

学
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
う

に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

権
威
と
権
力
の
構
造

天
皇
は
日
本
国
を
統
一
す
る
と
き
に
大

変
な
パ
ワ
ー
を
発
揮
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が

統
一
が
な
さ
れ
、
い
っ
た
ん
政
治
権
力
が

確
立
さ
れ
る
と
、
政
治
権
力
に
と
っ
て
天

皇
は
少
々
煙
た
い
存
在
に
な
り
ま
す
。
天

皇
は
そ
の
政
治
権
力
に
対
抗
す
る
勢
力
を

き
ゅ
う
ご
う

鳩
合
す
る
可
能
性
を
潜
在
的
に
も
っ
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
う
ま
く
操
作

し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
す
な
わ

ち
政
治
権
力
に
す
れ
ば
、
自
分
は
天
皇
の

権
威
に
よ
っ
て
政
権
を
握
っ
た
の
だ
か
ら

天
皇
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
そ
れ
を
尊
重
し
す
ぎ
る
と
今
度
は
自

分
の
地
位
が
危
う
く
な
っ
て
し
ま
う
・
.

天
皇
は
そ
う
し
た
意
味
で
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ

ン
ト
(
両
面
価
値
的
)
な
存
在
な
の
で
す
。

藤
原
氏
で
あ
れ
将
軍
家
で
あ
れ
、
天
皇

と
の
関
係
は
お
お
む
ね
そ
う
し
た
政
治
力

学
の
上
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

い
う
王
制
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で

す。
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シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
、
そ
の
一
例
で

す
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
場
合
は
|
|
王

が
い
て
、
そ
の
王
と
は
別
に
シ
ャ

l
マ
ン

が
い
て
神
と
交
流
す
る
。
逆
に
王
が
神
と

交
流
し
て
、
そ
の
兄
弟
や
部
下
が
政
治
を

行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
沖
縄
な
ど
南
島

の
「
ヒ
メ
ヒ
コ
制
」
が
そ
う
で
す
。
女
性

(
ヒ
メ
)
が
神
と
交
流
し
、
そ
の
男
兄
弟

(
ヒ
コ
)
が
政
治
を
行
う
。
い
わ
ば
、
宗

教
的
な
権
威
と
政
治
的
な
権
力
が
一
致
し

な
い
で
、
楕
円
の
よ
う
に
二
つ
の
焦
点
を

も
ち
、
即
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
で
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
っ
て
い
く
。

天
皇
制
の
場
合
、
神
と
関
わ
る
宗
教
上

の
権
威
が
お
お
む
ね
天
皇
で
、
も
う
ひ
と

つ
天
皇
と
は
別
に
政
治
の
実
権
が
あ
る
わ

け
で
す
。
政
治
権
力
の
か
た
ち
が
何
に
な

る
か
は
時
代
や
ケ
l
ス
に
よ
っ
て
変
わ
っ

て
き
ま
す
。
天
皇
の
弟
や
息
子
が
政
治
を

担
当
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
部
下
で
あ
る

大
臣
が
政
治
に
携
わ
る
場
合
も
あ
る
。
後

次
々
と
幼
い
天
皇
を
立
て
て
み
た
り
、
何

そ
く
し
つ

人
か
側
室
を
あ
て
が
っ
て
蹄
抜
け
に
し
たし

ぼ

り
、
あ
る
い
は
お
金
を
あ
げ
て
み
た
り
搾

っ
て
み
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
を
使
っ

て
天
皇
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
が
基
本
形
と
し
て
あ
り

ま
す
。江

戸
時
代
を
見
て
も
、
天
皇
家
と
将
軍

家
の
関
係
は
ま
こ
と
に
微
妙
で
す
。
形
式

的
に
い
え
ば
、
天
皇
は
律
令
制
の
統
治
権

の
中
心
に
あ
っ
て
徳
川
家
に
官
位
を
授
け

る
存
在
で
し
た
。
正
一
位
と
か
従
一
位
と

い
う
位
階
を
授
け
る
。
左
大
臣
、
右
大
臣

と
い
っ
た
任
官
も
行
っ
た
。
令
外
官
で
あ

る
征
夷
大
将
軍
に
も
任
じ
た
口
徳
川
家
も

天
皇
の
権
威
が
な
け
れ
ば
幕
府
を
開
け
な

い
し
、
将
軍
に
も
な
れ
な
か
っ
た
わ
け
で

す。
そ
の
一
方
、
将
軍
家
は
そ
の
権
力
を
も

き
ん
ち
ゅ
う
な
ら
び
に
く
げ
し
ょ
は
っ
と

っ
て
逆
に
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
な
る

も
の
を
発
し
て
天
皇
を
ふ
く
む
貴
族
の
行

動
を
制
御
し
ま
し
た
。
天
皇
に
所
領
を
い

く
ら
与
え
る
か
、
そ
れ
を
決
め
た
り
、
キ
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リ
シ
タ
ン
禁
制
に
か
ら
ん
で
天
皇
を
仏
教

徒
に
し
た
の
も
将
軍
家
で
す
。
日
本
に
居

住
す
る
住
民
は
す
べ
て
仏
教
徒
も
し
く
は

神
道
の
門
徒
で
あ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら

れ
た
時
代
で
す
か
ら
、
天
皇
も
仏
教
徒
と

な
っ
た
。
天
皇
家
は
神
道
の
元
締
め
な
の

に
、
仏
壇
も
位
牌
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
天
皇
は
将
軍
家
の
宗
教
管
理
体
制
の
下

に
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
「
権
威
」
と

い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
論
理
的
に
は
天
皇

は
将
軍
家
よ
り
上
位
に
立
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
不
思
議
な
二
重
構
造
に
な
っ
て

い
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
は
ロ
ー

マ
教
会
と
王
の
関
係
ぐ
ら
い
し
か
思
い
つ

き
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
「
天
皇
1

将
軍
」

の
関
係
が
「
ロ

l
マ
法
王
!
王
」
の
関
係

と
完
全
に
相
似
形
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
マ
教
会
と
王
の
関
係
は

政
教
分
離
で
す
。
「
霊
魂
の
救
済
」
(
ロ
ー

マ
教
会
)
と
「
地
上
の
支
配
権
」
(
王
)

は
担
当
す
る
領
域
が
全
然
違
い
ま
す
か
ら

分
離
で
き
た
。

は
社
会
変
化
を
促
す
役
割
を
果
た
し
て
き

た
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
明
治
維
新
に
な

る
と
、
天
皇
は
い
ち
早
く
洋
服
を
着
た
し
、

洋
食
も
食
べ
た
、
汽
車
に
も
乗
り
ま
し
た
。

国
民
に
先
ん
じ
て
外
国
文
明
を
取
り
入
れ

て
い
る
。
戦
後
、
昭
和
天
皇
は
誰
よ
り
も

早
く
民
主
主
義
に
「
改
宗
」
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
天
皇
が
改
宗
す
れ
ば
国
民
み
ん
な

も
改
宗
す
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
大
き

な
影
響
力
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

-
P
A
R
T
2
 近
代
の
天
皇
・

る器
開を|

」民国井
}皇天

う
か
た
ち
を
と
る
か
と
い
え
ば
、

「
l
l
'

天
皇
制
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誕
生

西
欧
の
よ
う
に
政
教
分
離
が
な
さ
れ
て

い
る
場
合
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ど
う
い

イ
ン
タ

第二部

し l
、ナ

世シ
俗ョ
前ナ
?をル
程な
威

教
をム
ート ;p; 

￥2 
f震
ょを
う否
と定

し
ま
す
。
啓
蒙
思
想
や
市
民
革
命
が
そ
れ

天
皇
も
た
し
か
に
神
と
連
結
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
そ
の
神
が
何
を
担
っ
て
い
る

か
と
い
え
ば
、
究
極
的
に
は
人
民
の
福
祉

で
す
。
現
世
で
の
生
活
を
支
え
て
い
る
。

と
す
る
と
、
こ
れ
は
政
治
が
扱
う
領
域
と

重
な
る
。
い
わ
ば
同
じ
目
的
に
対
し
て
、

政
治
と
い
う
手
段
が
あ
り
、
ま
た
神
の
サ

ー
ビ
ス
も
あ
る
と
い
う
の
が
日
本
的
特
徴

で
す
。
ロ
ー
マ
教
会
と
世
俗
の
権
力
の
よ

う
に
政
教
分
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
天
皇
と
政
治
権
力
は
「
分
離
」
で
は

な
く
「
分
業
」
し
て
い
る
。
手
分
け
を
し

て
い
る
だ
け
だ
。
こ
れ
が
日
本
で
政
教
分

離
と
い
う
観
念
が
な
じ
ま
な
い
理
由
で

す。庶
民
と
天
皇

た
だ
し
一
般
庶
民
は
天
皇
を
め
ぐ
っ
て

そ
う
い
う
こ
と
ま
で
考
え
て
い
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
天
皇
な
ん
て
ど
こ
に

い
る
の
」
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
と
思
い
ま

す。で
す
。と

こ
ろ
が
わ
が
国
の
場
合
そ
う
は
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
権
威
が
な
い
か
ら
で
す
。
仏
教
も
、
日

本
国
内
に
総
本
山
が
あ
っ
て
イ
ン
ド
や
中

国
と
の
連
絡
は
切
れ
て
い
ま
す
。
儒
教
も

ま
た
然
り
。
中
国
の
朱
子
学
の
影
響
を
排

除
し
て
過
去
の
聖
人
で
あ
る
孔
子
や
孟
子

を
尊
ぶ
独
自
の
「
古
学
」
を
打
ち
立
て
て

い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
と
は
い
え
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
江

戸
時
代
ま
で
日
本
は
外
国
と
協
同
し
て
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
権
威
を
築
い
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ど

う
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
き
た
か
。
外
圧

に
対
す
る
危
機
感
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
れ

に
対
抗
し
よ
う
と
、
非
常
に
ロ
ー
カ
ル
な

か
た
ち
で
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
核

に
な
っ
た
の
が
天
皇
で
す
。

な
ぜ
将
軍
で
は
な
く
天
皇
な
の
か
。

こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
り
ま

す
が
、
大
き
い
こ
と
だ
け
を
い
え
ば
、
将

庶
民
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は

ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
で
す
。
い
わ
ば
「
村
」

で
す
。
こ
こ
に
は
法
は
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
そ
こ
に
必
ず
入
っ
て
く
る
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
「
神
さ
ま
」
で
す
。
ど
の

共
同
体
も
神
さ
ま
を
紀
っ
て
、
祭
り
が
あ

っ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
日
本
人
は

人
々
の
あ
い
だ
の
連
帯
を
維
持
し
て
き

た。
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そ
の
農
村
共
同
体
が
な
く
な
り
、
み
ん

な
が
都
市
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、

今
度
は
都
市
に
い
ろ
い
ろ
な
擬
似
共
同
体

が
で
き
ま
す
。
企
業
、
学
校
、
軍
隊
、
業

界
団
体
、
町
内
会
:
:
:
。
そ
れ
ら
も
さ
ま

ざ
ま
な
か
た
ち
で
神
さ
ま
に
結
び
つ
い
て

い
ま
す
。
い
ま
で
も
大
企
業
の
本
社
の
屋

上
に
は
お
稲
荷
さ
ま
が
杷
ら
れ
て
い
る

し
、
業
界
団
体
の
催
し
に
は
皇
族
が
招
か

れ
る
。つ

ま
り
日
本
人
は
神
さ
ま
を
杷
る
こ
と

に
よ
っ
て
共
同
体
を
管
理
し
て
き
た
わ
け

で
す
。も

う
ひ
と
つ
、
庶
民
に
と
っ
て
の
天
皇

軍
の
場
合
は
統
治
権
の
正
統
性
に
疑
問
の

余
地
が
あ
る
か
ら
で
す
。
徳
川
家
は
関
ケ

原
の
合
戦
に
勝
っ
て
統
治
権
を
得
た
わ
け

で
す
が
、
戦
争
に
負
け
て
徳
川
家
に
服
属

し
て
い
る
外
様
大
名
た
ち
も
本
を
正
せ
ば

徳
川
家
と
対
等
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
長
州

の
毛
利
家
も
薩
摩
の
島
津
家
も
負
け
る
前

は
徳
川
家
と
対
等
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

日
本
の
場
合
、
武
士
が
誰
に
た
い
し
て
忠

誠
を
尽
く
す
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
将
軍

家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
君
、
す
な
わ
ち

自
分
の
属
す
る
藩
の
藩
主
(
大
名
)
で
す
。

し

た

い

ふ

中
国
の
士
大
夫
は
正
統
な
権
力
で
あ
る
皇

帝
に
直
接
忠
誠
を
誓
い
ま
す
が
、
日
本
の

武
士
の
場
合
、
忠
誠
を
尽
く
す
の
は
将
軍

家
で
は
な
く
、
藩
主
な
の
で
す
。

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時

あ
ん
さ
い

の
儒
者
・
山
崎
闇
斎
は
こ
う
い
う
意
味
の

こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

|
|
武
士
た
る
者
、
た
し
か
に
将
軍
家

へ
の
服
従
義
務
が
あ
る
。
で
は
将
軍
家
の

統
治
権
が
ど
こ
か
ら
き
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
戦
争
に
勝
っ
た
と
い
う
「
覇
道
」
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に
よ
る
の
で
は
な
く
、
天
皇
か
ら
将
軍
に

任
命
さ
れ
た
と
い
う
「
王
道
」
に
よ
る
の

で
あ
る
。
遡
る
な
ら
、
天
皇
家
に
対
す
る

服
従
義
務
が
あ
る
か
ら
将
軍
家
に
対
す
る

服
従
義
務
も
出
て
く
る
の
だ
と
考
え
る
し

カ
な
し

こ
こ
ま
で
は
将
軍
家
に
と
っ
て
大
変
都

合
の
い
い
考
え
方
で
す
。
し
か
し
闇
斎
は

こ
う
続
け
ま
す
。

|
|
将
軍
家
に
対
す
る
忠
誠
を
す
べ
て

の
武
士
に
要
求
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
天
皇

に
対
す
る
忠
誠
義
務
を
す
べ
て
の
武
士
に

要
求
す
る
と
き
に
か
ぎ
っ
て
、
そ
う
要
求

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ山崎闇斎 (1618・1682)

「天皇と国民」を語る

す
。
ア
メ
リ
カ
は
大
統
領
を
戴
く
共
和
制

だ
か
ら
、
こ
れ
も
だ
め
。
イ
ギ
リ
ス
は
王

制
で
す
が
、
し
か
し
憲
法
が
な
い
。
不
文

律
で
や
っ
て
い
る
国
だ
か
ら
こ
れ
も
マ
ネ

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
に
プ
ロ

イ
セ
ン
が
残
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま

す。
し
か
し
明
治
初
期
の
段
階
で
は
ま
だ
憲

法
が
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
専
制
君
主

制
の
段
階
と
い
う
べ
き
で
す
。
専
制
君
主

制
の
問
題
点
は
、
す
べ
て
の
国
民
を
国
民

と
し
て
扱
う
の
だ
け
れ
ど
も
国
民
が
政
治

的
意
思
表
示
を
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
国
民
の
あ
い
だ
に

自
由
民
権
運
動
が
起
こ
り
、
自
分
た
ち
が

政
治
的
意
思
を
表
明
す
る
発
露
が
必
要
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ

セ
ス
が
進
行
し
て
憲
法
が
つ
く
ら
れ
(
一

八
八
九
年
)
、
帝
国
議
会
が
開
設
さ
れ
た

(
一
八
九

O
年
)
と
き
、
日
本
は
立
憲
君

主
制
に
移
行
し
、
真
の
国
民
が
誕
生
し
た

の
で
す
。

立
憲
君
主
制
は
当
時
の
国
際
標
準
で

第二部

て
究
極
的
に
は
天
皇
に
従
う
の
が
正
し
い

の
で
あ
る
、
と
。

こ
れ
は
国
学
に
も
共
通
す
る
姿
勢
で

す
。
な
ら
ば
な
ぜ
武
士
と
天
皇
の
中
間
に

将
軍
家
が
存
在
す
る
の
か
。
そ
れ
は
歴
史

の
偶
然
、
い
た
ず
ら
に
す
ぎ
な
い
|
|
闇

斎
は
そ
う
い
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
将
軍
家
が
政
治
的
に
し
く
じ
っ

た
場
合
、
政
権
は
も
と
の
天
皇
家
に
戻
る
。

こ
れ
が
大
政
奉
還
で
す
。
江
戸
後
期
に
な

る
と
、
こ
う
し
た
論
議
が
だ
ん
だ
ん
広
ま

っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
天
皇
を
中
心
に

し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
構
築
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
の
分
権
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
が
天

皇
を
中
心
と
す
る
集
権
的
な
シ
ス
テ
ム
に

改
編
さ
れ
て
い
く
。
天
皇
と
い
う
シ
ン
ボ

ル
を
使
っ
て
、
伝
統
思
想
の
な
か
か
ら
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
出
て
き
た
。
こ
れ
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
も
中
国
に
も
イ
ン
ド
に
も
な

い
、
日
本
独
特
の
近
代
化
の
か
た
ち
で
す
。

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
天
皇

す
。
日
本
が
法
の
支
配
す
る
国
に
変
わ
り
、

天
皇
は
ロ
シ
ア
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の

君
主
と
同
等
の
君
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

天
皇
と
大
統
領

こ
こ
で
天
皇
と
大
統
領
の
違
い
に
つ
い

て
少
し
触
れ
て
お
き
ま
す
。
大
統
領
に
も

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
は

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
を
見
て
お
き
ま
し
ょ

λ
ゾ
。

大
統
領
は
選
挙
で
選
ば
れ
る
う
え
に
血

縁
で
継
承
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
古
代
ロ

l
マ
帝
国
の
統
領
(
コ

ン
ス
ル
)
制
の
マ
ネ
で
、
統
領
と
い
う
の

は
共
和
国
に
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。

も
っ
と
も
共
和
制
は
時
に
帝
政
に
な
る

げ
ん
ろ
・
つ
い
ん

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
元
老
院
と
い
う
議
会

が
権
限
を
も
っ
て
民
主
政
治
を
行
う
の
が

基
本
で
す
が
、
議
会
が
あ
ま
り
う
ま
く
機

能
し
な
く
な
っ
た
り
、
戦
争
が
勃
発
し
た

と
き
は
独
裁
官
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
、

明
治
維
新
に
際
し
て
の
天
皇
の
役
割
は

ま
さ
に
「
象
徴
」
(
シ
ン
ボ
ル
)
で
し
た
。

西
洋
列
強
の
ア
ジ
ア
進
出
を
前
に
し

そ
う
も
う

て
、
各
藩
の
武
士
が
草
葬
の
士
と
な
り
、

国
民
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
な
っ
た
。
救

国
義
勇
軍
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
し
て

新
し
い
ネ

l
シ
ヨ
ン
を
つ
く
り
だ
し
た
。

ネ
l
シ
ヨ
ン
と
い
う
か
ら
に
は
そ
の
象
徴

が
必
要
で
あ
る
。
忠
誠
の
対
象
が
必
要
だ
口

そ
れ
が
天
皇
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
天
皇
が
実
際
に
政
治
を
執

り
行
う
か
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
政
治
的
プ

ラ
ン
を
も
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
二
の
次

で
す
。
そ
れ
よ
り
、
ど
ん
な
ネ
l
シ
ヨ
ン

を
つ
く
る
の
か
が
先
決
問
題
で
し
た
。

日
本
が
近
代
化
の
モ
デ
ル
を
探
し
た
と

き
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、

そ
れ
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
(
ド
イ
ツ
)
な
ど

を
参
考
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
ず
フ

ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
は
だ
め
だ
・と
い
、
つ
こ

と
に
な
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
大
革
命

(
一
七
人
九
年
)
が
あ
っ
て
国
王
(
ル
イ

十
六
世
)
が
首
を
切
ら
れ
た
国
だ
か
ら
で
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議
会
は
一
時
停
止
さ
れ
、
独
裁
国
家
に
な

る
わ
け
で
す
。
し
か
し
共
和
制
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
げ
ん
に
、
戦
争
が

終
わ
る
と
独
裁
官
は
元
老
院
の
チ
ェ
ッ
ク

を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
が
面
倒
な
の
で
、

や
が
て
有
力
な
将
軍
が
皇
帝
(
イ
ン
ベ
ラ

ト

1
ル
)
に
な
り
、
ロ
ー
マ
は
帝
政
に
移

っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
も
共
和
国
で
す
か
ら
、
同
様

に
世
襲
の
皇
帝
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ

り
ま
し
た
。
独
裁
者
が
出
現
し
て
、
し
か

も
自
分
の
子
供
に
そ
の
座
を
譲
り
、
帝
政

に
変
わ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
心

配
し
た
ア
メ
リ
カ
の
建
国
の
父
た
ち
は
、

絶
対
に
そ
う
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
大
統

領
に
任
期
を
設
け
た
わ
け
で
す
。
あ
ら
か

じ
め
大
統
領
の
権
力
が
な
く
な
る
時
期
を

確
定
し
て
お
い
て
、
独
裁
者
に
な
ら
な
い

よ
う
に
し
た
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
大
統

領
制
の
特
徴
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
は
終

身
で
も
な
い
し
世
襲
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

天
皇
は
そ
の
逆
で
す
。
政
治
権
力
は
な
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い
け
れ
ど
も
終
身
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
位

は
世
襲
さ
れ
る
。
天
皇
と
大
統
領
は
ま
さ

に
対
極
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

意
味
あ
い
も
ま
る
で
違
い
ま
す
。
明
治

憲
法
に
関
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
天
皇
が
あ

っ
て
、
そ
の
天
皇
が
憲
法
を
も
た
ら
し
た
。

だ
か
ら
欽
定
憲
法
と
い
い
ま
す
。
大
統
領

制
の
場
合
は
そ
の
逆
で
、
先
に
憲
法
が
あ

っ
て
、
そ
の
憲
法
が
大
統
領
の
権
限
を
保

証
す
る
の
で
す
。

天
皇
と
民
主
主
義

そ
こ
で
こ
う
い
う
疑
問
が
起
こ
る
は
ず

で
す
。
ー
ー
で
は
民
主
主
義
と
天
皇
制
は

矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

も
し
天
皇
が
実
質
的
に
政
治
を
行
っ
て

し
ま
え
ば
矛
盾
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し

民
主
主
義
と
矛
盾
し
な
い
王
制
も
あ
る
。

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
が
そ
う
で
す
。

国
王
と
議
会
は
対
立
し
う
る
要
素
を
も

っ
て
い
ま
す
。
げ
ん
に
清
教
徒
革
命
(
一

六
四
三
年
)
、
あ
る
い
は
名
誉
草
命
(
一

任
を
否
定
し
て
こ
う
書
き
ま
し
た
。

《
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
で
亡
く
な
っ
た

三
百
万
の
死
者
(
失
わ
れ
た
生
命
)
は
、

た
し
か
に
大
き
い
。
し
か
し
、
戦
争
を
終

結
す
る
こ
と
で
戦
後
に
生
き
の
び
た
七
千

万
人
の
生
命
は
、
さ
ら
に
大
き
い
》
と
。

そ
う
し
て
迎
え
た
戦
後
、
国
体
問
題
が

浮
か
び
上
が
り
、
明
治
憲
法
の
改
正
に
つ

な
が
り
ま
し
た
。

連
合
軍
が
い
ち
ば
ん
問
題
に
し
た
の
は

統
帥
権
で
す
。
軍
事
指
揮
権
に
対
す
る
議

六
八
八
年
)
の
と
き
、
そ
う
い
う
事
態
に

陥
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
あ
と
の
国
王

(
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
)
は
「
君
臨
す
れ
ど

も
統
治
せ
ず
」
と
宣
言
し
ま
す
。
国
王
は

議
会
を
重
ん
じ
る
。
議
会
も
王
の
権
限
を

尊
重
す
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
イ
ギ
リ
ス
の

場
合
、
形
式
的
な
権
限
は
国
王
に
あ
る
け

れ
ど
も
実
質
的
な
権
限
は
議
会
に
全
部
預

け
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
「
キ

ン
グ
・
イ
ン
・
パ

l
ラ
メ
ン
ト
」
、
す
な

わ
ち
国
王
の
い
る
議
会
が
主
権
者
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し

て
イ
ギ
リ
ス
は
長
い
時
間
を
か
け
て
王
制

と
民
主
制
を
調
和
さ
せ
る
方
向
へ
向
か
っ

た
の
で
す
。

昭
和
天
皇
は
そ
う
し
た
教
育
を
受
け
ま

し
た
。
だ
か
ら
天
皇
は
国
家
機
関
で
あ
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

結
論
を
い
え
ば
|
|
王
制
と
民
主
制
は

当
然
矛
盾
し
ま
す
。
民
主
主
義
的
な
議
会

が
圏
内
に
あ
れ
ば
、
国
王
と
争
い
に
な
る

可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
憲
法
に

よ
っ
て
か
、
慣
習
に
よ
っ
て
か
、
乗
り
越

会
の
チ
ェ
ッ
ク
が
甘
か
っ
た
。
だ
か
ら
軍

部
が
独
走
し
た
。
そ
こ
で
軍
を
な
く
し
て

し
ま
え
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が

現
行
憲
法
第
九
条
の
「
不
戦
条
項
」
で
す
。

次
は
天
皇
の
位
置
づ
け
。
明
治
憲
法
に

は
「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之

ヲ
統
治
ス
」
「
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス

ヘ
カ
ラ
ス
」
と
あ
り
ま
し
た
。
宗
教
的
な

君
主
と
い
う
か
、
国
家
神
道
の
匂
い
が
す

る
。
そ
こ
で
新
憲
法
で
は
政
教
分
離
を
誼

い
、
天
皇
も
「
人
間
宣
言
」
を
し
た
わ
け

「天皇と国民」を語る第二部 ，

人間宣言をした昭和天皇は、戦後も在位し続け、

国民の前に姿を現した

え
る
な
ら
ば
、
国
王
の
権
威
と
議
会
の
権

限
と
は
調
和
的
に
な
る
。
こ
れ
が
人
類
の

智
恵
で
す
。
矛
盾
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

矛
盾
は
解
消
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
わ
が
国
の
天
皇
の
場
合
は
こ

う
い
う
問
題
は
ほ
と
ん
ど
起
き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
天
皇
は
現
実
の
政
治

的
権
限
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
だ

か
ら
独
裁
で
や
ろ
う
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
れ

に
同
意
し
、
立
憲
君
主
制
で
や
ろ
う
と
い

わ
れ
れ
ば
そ
れ
に
も
承
認
を
与
え
る
。
天

皇
制
は
い
か
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
と
も
調

和
的
で
あ
り
う
る
の
で
す
。
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昭
和
天
皇
の
決
断

昭
和
天
皇
の
場
合
は
し
か
し
、
み
ず
か

ら
の
意
思
を
表
明
し
た
こ
と
が
二
回
あ
り

ま
す
。
一
回
は
「
二
・
二
六
事
件
」
(
一

九
三
六
年
)
の
と
き
、
二
度
目
は
終
戦
(
一

九
四
五
年
)
の
「
ご
聖
断
」
の
と
き
で
す
。

『
天
皇
の
戦
争
責
任
』
(
径
書
房
)
と
い
う

共
著
を
出
し
た
と
き
、
私
は
そ
の
戦
争
責

で
す
。
そ
れ
と
並
行
し
て
財
閥
解
体
、
農

地
改
革
な
ど
も
行
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
情
勢
変
化
の
な
か
に
あ
っ
て

昭
和
天
皇
は
退
位
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
い
、
つ
こ
と
は
、
こ
、
つ
し
た
シ
ス
テ
ム
の

変
更
に
不
満
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る

連
合
国
の
占
領
政
策
に
つ
い
て
何
も
文
句

は
い
い
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ

で
、
戦
前
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
天
皇
に

忠
誠
で
あ
っ
た
人
た
ち
も
、
戦
後
の
シ
ス

テ
ム
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
き

わ
め
て
困
難
に
な
っ
た
。
も
し
天
皇
が
腹

を
立
て
て
退
位
し
た
り
、
あ
る
い
は
戦
争

責
任
を
問
わ
れ
て
死
刑
に
な
っ
て
い
た
り

す
れ
ば
、
戦
前
の
天
皇
に
忠
誠
を
尽
く
し

た
人
は
「
反
米
愛
国
」
を
叫
び
、
か
つ
一

定
の
国
民
か
ら
支
持
を
得
た
は
ず
で
す
。

し
か
し
現
実
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

三
島
由
紀
夫
の
よ
う
な
人
が
出
て
も
、
そ

れ
は
例
外
的
な
少
数
派
で
政
治
勢
力
と
は

な
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
天
皇
は
、
戦
前
の
天
皇
と
し
て
模
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範
的
な
天
皇
で
し
た
が
、
戦
後
も
模
範
的

な
天
皇
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

-
P
A
R
T
3
 
天
皇
制
の
こ
れ
か
5

・

皇
族
は
国
民
で
は
な
い

戦
後
の
シ
ス
テ
ム
は
と
く
に
そ
う
で
す

が
、
天
皇
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
個
人

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題

に
な
り
ま
せ
ん
。
戦
前
も
本
来
は
そ
う
で

し
た
が
、
し
か
し
実
際
は
か
な
り
重
要
な

業
務
が
天
皇
個
人
に
集
中
す
る
シ
ス
テ
ム

で
し
た
か
ら
、
昭
和
天
皇
の
見
識
や
個
性

に
よ
っ
て
現
実
の
歴
史
が
影
響
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
戦
後
は
そ
う

い
う
余
地
は
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
い
い
。

天
皇
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
が
現
実

的
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
折
に
触
れ
て

そ
の
人
柄
が
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
政
治

的
・
社
会
科
学
的
意
味
あ
い
は
き
わ
め
て

ゼ
ロ
に
近
い
と
い
え
ま
す
。

「天皇と国民」を語る

憲
法
は
国
民
の
た
め
に
人
権
を
保
証
し

て
い
ま
す
。
結
婚
の
自
由
、
職
業
選
択
の

自
由
、
参
政
権
、
あ
る
い
は
ど
こ
へ
住
む

か
、
い
つ
外
国
へ
行
く
か
:
:
:
。
そ
れ
が

ほ
ぼ
制
限
さ
れ
て
い
る
の
が
皇
室
で
す
。

で
は
、
皇
族
の
存
在
自
体
、
憲
法
違
反

な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
皇
族
が
国
民
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
違
反
で
す
。
し

か
し
憲
法
は
皇
室
・
皇
族
の
存
在
を
規
定

し
て
い
ま
す
。
と
す
る
と
論
理
的
に
整
合

性
の
あ
る
唯
一
の
答
え
は
「
皇
族
は
国
民

で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が

っ
て
皇
室
問
題
の
根
本
は
|
|
生
物
的
に

は
人
間
だ
け
れ
ど
も
国
民
で
も
人
間
で
も

な
い
と
い
う
状
態
を
特
定
個
人
に
強
い
な

け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
す
。
雅
子
さ
ま
に
関
す
る
皇
太
子
発

言
も
女
帝
問
題
も
、
す
べ
て
は
こ
の
一
点

に
淵
源
し
て
い
ま
す
。

私
の
「
皇
室
改
革
案
」

第二部

皇
位
継
承
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め

し
か
も
天
皇
(
日
本
の
皇
室
)
の
場
合

は
、
外
国
の
君
主
(
王
家
)
の
よ
う
な
特

権
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
戦
後
の

天
皇
(
皇
室
)
の
特
質
と
い
う
べ
き
で
し

ト
晶
、
円
ノ
。

西
欧
型
の
王
権
は
大
変
特
権
的
な
身
分

で
す
。
普
通
の
人
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
義
務
を
課
さ
れ
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
一
方
で
は
普
通
の
人
で
は
考

え
ら
れ
な
い
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
を

享
受
し
て
い
ま
す
。
国
民
の
税
金
を
一
部

私
財
と
し
て
使
う
か
ら
個
人
財
産
が
た
く

さ
ん
あ
る
。
そ
れ
を
ス
イ
ス
の
銀
行
な
ど

に
預
金
し
て
い
ま
す
。

ま
た
西
欧
で
は
王
族
同
士
の
国
際
的
な

つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
姻
戚
関
係
も
あ

る
か
ら
圏
内
の
政
治
情
勢
が
悪
化
し
た
ら

外
国
に
亡
命
す
る
。
こ
れ
が
普
通
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
、
ル
イ
十
六
世
は

パ
ス
テ
ィ

l
ユ
襲
撃
の
あ
と
、
他
国
へ
逃

げ
よ
う
と
し
て
国
境
で
捕
ま
っ
て
い
ま

す
。
第
一
次
大
戦
の
と
き
、
ド
イ
ツ
皇
帝

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
は
敗
色
が
濃
く
な
る

に
、
普
通
は
貴
族
制
が
あ
り
ま
す
。
皇
室

と
庶
民
の
中
間
に
貴
族
が
い
て
、
子
供
の

と
き
か
ら
礼
儀
作
法
に
気
を
つ
け
て
育
て

ら
れ
る
。
そ
う
い
う
人
の
な
か
で
お
と
な

し
く
て
頭
の
い
い
人
を
皇
室
に
嫁
が
せ

る
。
そ
う
な
っ
て
は
じ
め
て
皇
位
継
承
も

う
ま
く
い
く
わ
け
で
す
。
外
国
の
ケ
l
ス

を
見
て
も
み
な
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
戦
後
日
本
は
貴
族
制
を
撤
廃

し
て
、
そ
う
い
う
階
層
を
全
部
な
く
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
も
続
い
て
い
る
特

異
な
階
層
は
お
茶
や
お
花
の
家
元
ぐ
ら
い

で
し
ょ
、
っ
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
貴
族
制
も
な
い
な

か
で
皇
室
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
く

の
は
も
は
や
限
界
に
き
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
す
。
皇
太
子
発
言
も
女
帝
論
議
も
、

そ
う
し
た
行
き
詰
ま
り
の
な
か
か
ら
出
る

べ
く
し
て
出
た
問
題
で
す
。

そ
こ
で
私
の
提
案
は
こ
う
で
す
。
ー
ー

前
述
し
た
よ
う
に
皇
室
問
題
は
人
権
問
題

で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め

に
も
天
皇
家
は
無
形
文
化
財
に
し
て
歌
学

と
オ
ラ
ン
ダ
に
亡
命
し
て
い
る
。
国
際
法

廷
で
訴
追
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
オ
ラ
ン
ダ

が
「
政
治
亡
命
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
身
柄

を
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
生
き
延
び
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
国

民
と
遊
離
し
て
い
る
の
が
王
室
で
す
。

こ
こ
で
何
を
言
い
た
い
の
か
と
い
う

と
、
王
族
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
の
特
権

が
あ
っ
て
や
っ
と
釣
り
合
う
地
位
な
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
天
皇
家
は
う
ま
い
も
の
を

食
べ
た
り
、
普
通
の
人
が
で
き
な
い
よ
う

な
豪
勢
な
生
活
な
ど
し
て
い
ま
せ
ん
。
で

は
、
天
皇
に
ど
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

か
と
い
え
ば
何
も
な
い
。
完
全
に
「
持
ち

出
し
」
で
し
ょ
う
。

皇
族
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
皇
室
の
一

員
で
、
植
樹
祭
な
ど
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
び

っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
。
結
婚
す
る
と
い

っ
て
も
、
い
ち
い
ち
皇
室
会
議
の
議
決
が

必
要
で
す
。
行
動
の
自
由
な
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
戸
籍
だ
っ
て
な
い
。
と
い
う
こ
と
は

参
政
権
も
な
い
。
有
体
に
い
え
ば
皇
族
に

人
権
は
な
い
の
で
す
。
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れ
い
ぜ
い
け

の
冷
泉
家
の
よ
う
に
家
元
と
し
て
残
っ
て

い
た
だ
い
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
D

そ

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
や
伝
統
を
伝
承
し

て
い
た
だ
く
。
日
本
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は

大
統
領
制
、
す
な
わ
ち
共
和
制
に
変
え
た

ら
ど
う
か
。
日
本
国
民
が
合
意
で
き
れ
ば

そ
う
し
た
ら
い
い
、
と
い
う
の
が
私
の
個

人
的
な
意
見
で
す
。

も
っ
と
も
現
在
は
ま
だ
機
が
熟
し
て
い

な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
考
え
は
お
そ
ら
く

は
国
民
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
支
持
し

か
得
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ
れ

は
国
民
全
体
の
選
択
に
関
わ
る
問
題
だ
か

ら
世
論
に
任
せ
る
し
か
な
い
の
も
事
実
で

す
。
し
か
し
そ
の
決
定
が
長
引
け
ば
長
引

く
ほ
ど
皇
室
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
は
深
刻

に
な
る
は
ず
で
す
。

で
は
今
後
の
二
十
年
、
三
十
年
で
皇
室

が
な
く
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
ま
で

の
経
過
措
置
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
何

か
。
上
述
し
た
よ
う
な
人
権
侵
害
状
況
を

軽
減
す
る
こ
と
で
す
。

国
体
の
開
会
式
に
出
席
す
る
と
か
植
樹
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祭
に
出
る
と
か
、
そ
う
し
た
細
々
し
た
行

事
に
小
ま
め
に
顔
を
出
す
の
は
止
め
に
す

る
。
憲
法
が
定
め
る
国
事
行
為
の
一
番
か

ら
十
番
ま
で
、
つ
ま
り
「
憲
法
改
正
、
法

律
、
政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
」

か
ら
「
儀
式
を
行
ふ
こ
と
」
ま
で
に
限
定

す
る
。
天
皇
の
公
務
は
こ
の
仕
事
だ
け
に

し
て
、
あ
と
は
ゆ
っ
く
り
お
休
み
に
な
っ

て
い
た
だ
く
。
皇
太
子
を
は
じ
め
と
す
る

他
の
皇
族
の
メ
ン
バ
ー
に
は
法
律
上
の
義

務
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
今
こ
な
し
て

い
る
よ
う
な
雑
用
は
極
力
少
な
く
す
る
。

ビ
ジ
ネ
ス
デ

l
と
オ
フ
の
日
を
り
く
っ

て
、
週
の
う
ち
何
日
か
は
オ
フ
の
日
に
す

る
。
そ
う
い
う
日
は
ご
自
分
で
車
を
運
転

し
て
海
に
行
く
の
も
い
い
し
、
デ
パ
ー
ト

で
買
い
物
を
す
る
の
も
い
い
。
そ
こ
に
政

府
は
干
渉
し
な
い
。

お
金
が
な
い
と
そ
う
い
う
こ
と
も
で
き

な
い
か
ら
、
も
う
少
し
内
廷
費
を
増
や
す

必
要
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
使
い
や
す
く

す
る
。
宮
内
庁
が
全
部
管
理
し
な
い
で
、

増
や
し
た
内
廷
費
は
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
に

「天皇と国民Jを語る

い
け
な
い
と
す
る
議
論
も
あ
る
よ
う
で

す
b仮

に
愛
子
さ
ま
が
女
性
天
皇
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
男
系
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ

て
愛
子
女
帝
の
お
子
さ
ま
が
天
皇
に
な
れ

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
皇
位
継
承
問
題
は
ず

っ
と
続
い
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
こ
こ
で
女
帝
を
認
め
て
も
ほ
と
ん

ど
意
味
が
な
い
。
は
じ
め
か
ら
「
男
系
継

承
」
な
ど
と
い
う
規
定
は
外
し
て
お
い
た

ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
実
際
に
愛
子
さ
ま
が
「
百

二
十
七
代
目
」
の
天
皇
に
即
位
し
て
、
そ

し
て
結
婚
し
て
子
供
を
生
ん
だ
と
す
れ

ば
、
子
供
は
可
愛
い
か
ら
世
論
も
コ
ロ
ッ

と
変
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
女
系
に
よ
る
継
承
は
こ
れ
ま
で
の
百
二
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写本

第二部

-大

s
rf1
君
主
茎
事
立
寄
.

全
盛
者
J

表
号
ヂ
孟
ま
ま
肴
晶
、
-

4

売

t
i
rえ
審
事
薬

品
帆
司
ぷ
aRT先机町山
明
義
主
義
猪
狩
畠
キ
必
母

校
毒
薬

E
E震え
i
芳
za雲，

4
4
“奇
£

J

諮
r-A叶砂
神
品
交
時

‘

f
友
金
、
‘
穿
;
鉄
1
・?
f河
川和
止

-A

し
た
ら
い
い
。
そ
し
て
皇
族
が
ご
自
分
で

使
用
人
を
雇
う
こ
と
。
現
在
は
身
の
ま
わ

り
の
こ
と
は
全
部
官
僚
が
や
っ
て
い
ま
す

が
、
あ
れ
で
は
監
視
さ
れ
て
い
る
の
と
同

じ
で
す
。
し
か
も
官
僚
た
ち
は
何
か
事
が

起
こ
る
と
宮
内
庁
の
側
に
立
つ
。
そ
れ
で

は
皇
族
だ
っ
て
安
心
し
て
心
の
内
を
話
す

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
分
の
ポ

ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
雇
っ
た
使
用
人
で
あ
れ

ば
皇
族
の
側
に
立
つ
で
し
ょ
う
か
ら
、
ス

ト
レ
ス
も
だ
い
ぶ
違
っ
て
く
る
は
ず
で

す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
や
ら
な

い
と
い
け
な
い
。

明
治
以
来
、
日
本
は
皇
族
を
監
視
し
て

き
ま
し
た
。
彼
ら
が
変
な
思
想
に
か
ぶ
れ

て
時
の
政
府
に
叛
旗
を
翻
し
た
り
ク
l
デ

智

eトム
'r
、

タ
l
の
「
玉
」
と
し
て
担
が
れ
た
り
し
な

い
よ
う
、
国
が
全
部
管
理
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
政
府
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
使
い

ま
わ
し
て
き
た
。

私
は
、
国
民
も
皇
室
を
い
い
よ
う
に
使

い
す
ぎ
て
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
国
民

は
倣
慢
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
世
の
中
に

十
七
代
で
初
め
て
の
こ
と
だ
。
こ
れ
で
伝

統
が
途
切
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
強
硬

意
見
も
自
然
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
思

い
ま
す
。
女
帝
を
認
め
る
以
上
、
そ
の
お

子
さ
ま
が
男
子
で
あ
ろ
う
が
女
子
で
あ
ろ

う
が
l

l
男
子
で
あ
る
ほ
、
つ
が
わ
か
り
や

す
い
と
は
思
い
ま
す
が
ー
ー
そ
の
子
が
皇

位
を
継
承
す
る
と
い
う
の
が
国
民
感
情
に

も
適
う
は
ず
で
す
。

い
や
そ
れ
よ
り
、
男
系
の
継
承
で
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
規
定
は
明
治
に
な

っ
て
皇
室
典
範
が
で
き
て
か
ら
の
こ
と
で

す
。
旧
皇
室
典
範
に
は
「
大
日
本
国
皇
位

ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ

継
承
ス
」
と
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
皇

室
典
範
は
近
代
が
っ
く
り
だ
し
た
も
の
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。

き
た
ば
た
け
ち
か
ふ
さ
じ
ん
の
う
し
よ
う
と
う
き

そ
れ
は
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
」

を
読
ん
で
み
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
あ
の
本

は
要
す
る
に
何
を
い
っ
て
い
る
か
と
い
う

と
、
中
国
に
対
す
る
日
本
の
優
位
を
書
い

て
い
ま
す
。
中
国
で
は
し
ば
し
ば
王
朝
が

途
切
れ
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
で
は
連
綿

尊
皇
主
義
者
と
か
勤
皇
論
者
を
自
認
す
る
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人
は
多
い
け
れ
ど
も
、
実
際
に
皇
室
の
メ

ン
パ
ー
で
あ
る
個
人
が
ど
ん
な
に
窮
屈
に

生
き
て
き
た
か
、

そ
れ
を
ま
と
も
に
考
え

て
い
る
人
は
き
わ
め
て
少
な
い
は
ず
で

す
。
し
か
し
成
熟
し
た
民
主
国
家
で
あ
れ

ば
、
そ
う
し
た
こ
と
を
十
分
に
織
り
込
ん

で
議
論
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
の
意

味
で
私
は
、
皇
太
子
の
先
の
ご
発
言
は
そ

う
し
た
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
た
も
の
で

あ
っ
て
、

問
題
提
起
で
あ
っ
た
と
受
け
止

め
て
い
ま
す
。

皇
位
継
承
は
コ
ニ
種
の
神
器
」
に
拠
る

女
帝
問
題
も
も
っ
と
柔
軟
に
考
え
る
べ

き
で
す
。

現
在
、
女
帝
問
題
は
皇
室
典
範
を
改
正

し
て
女
帝
を
認
め
る
方
向
に
進
ん
で
い
る

よ
う
で
す
が
、
し
か
し
、
皇
室
典
範
の
第

一
条
「
皇
位
は
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
の

男
子
が
、
こ
れ
を
継
承
す
る
」
と
い
う
条

項
を
楯
に
と
っ
て
「
男
系
」
で
な
け
れ
ば

と
皇
統
が
続
い
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

日
本
が
優
れ
た
国
で
あ
る
か
ら
だ
、
と

D

歴
代
を
ず
っ
と
遡
っ
て
い
っ
た
と
き
、

い
ち
ば
ん
問
題
に
な
る
の
は
南
北
朝
の
問

題
、
継
体
天
皇
の
問
題
、
何
人
か
の
女
帝

の
問
題
で
す
が
、
北
畠
親
房
は
そ
こ
を
つ

ぶ
さ
に
論
じ
て
い
っ
て
、
こ
、
つ
い
っ
て
い

ま
す
。
ー
ー
皇
統
の
継
承
は
、
伝
統
的
な

解
釈
に
よ
れ
ば
男
系
で
も
女
系
で
も
な
く

さ

ん

し

ゅ

じ

ん

ざ

「三
種
の
神
器
」
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。

鏡
・
剣
・
勾
玉
の
三
種
の
神
器
の
正
統
な

る
継
承
者
が
皇
統
を
継
ぐ
。
こ
れ
こ
そ
が

日
本
の
伝
統
で
あ
る
、
と
。

《
わ
が
国
の
神
霊
と
し
て
皇
統
一
種
の
み

が
正
し
く
あ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に

こ
れ
ら
の
勅
に
明
か
で
あ
る
。
三
種
の
神

器
が
世
に
伝
わ
る
こ
と
は
日
月
星
が
天
に

あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
の

三
徳
を
あ
わ
せ
て
受
け
な
い
で
は
天
下
を

治
め
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
難
し
い
に
ち
が

い
な
い
》

(
松
村
武
夫
訳
)

論
理
的
に
い
っ
て
も
そ
、
つ
な
る
は
ず
で
す
勺

な
ぜ
な
ら
、
天
皇
は
天
照
大
神
の
子
孫
で

69 



あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

す
が
、
同
時
に
大
和
民
族
も
天
照
大
神
の

子
孫
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
和
民
族

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
日
本
人
は
全
員
が
天
照

大
神
の
子
孫
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
天
皇

と
対
等
で
す
勺
な
ら
ば
天
皇
と
庶
民
は
ど

こ
が
違
う
か
と
い
え
ば
、
天
皇
は
神
を
記

ひ

つ

ぎ

み

こ

す

め

b
ぞ
ヤ
と

る
日
嗣
の
皇
子
で
あ
り
、
天
皇
で
あ
る
と

い
う
一
点
で
す
。
天
皇
は
そ
う
い
う
職
務

を
継
承
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
職
務
を

継
承
す
る
の
は
三
種
の
神
器
を
受
け
継
い

だ
者
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
神
皇
正
統
記
』

の
論
理
で
す
。

『
神
皇
正
統
記
』
に
は
「
男
系
」
「
女
系
」

な
ど
と
い
う
こ
と
は
強
調
さ
れ
ま
せ
ん
。

は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
は
出
て
こ
な

い
。
皇
室
典
範
の
考
え
方
と
は
違
う
わ
け

で
す
口昭

和
天
皇
は
そ
う
い
う
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
な
人
か
ら
講
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
終
戦
の
と
き
も
「
三
種
の
神
器
を
守
る

の
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
さ
も

な
い
と
日
本
は
混
乱
す
る
、
と
。

三
種
の
神
器
に
拠
る
継
承
は
皇
室
典
範

「天皇と国民」を語る

と
い
う
シ
ン
ボ
ル
が
な
い
と
日
本
人
と
い

う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
な
く
な
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇
が
い

な
い
と
日
本
国
は
解
体
す
る
と
い
う
、
そ

ん
な
情
勢
で
は
ま
る
で
な
い
。

逆
に
、
い
ま
問
題
な
の
は
日
本
人
と
い

う
意
識
が
強
す
ぎ
る
こ
と
で
す
。
「
日
本
」

な
ん
て
あ
ま
り
意
識
し
な
い
ほ
う
が
い

い
。
そ
れ
が
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代

の
皇
室
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
皇

室
な
ど
な
く
て
も
い
い
と
い
う
の
も
ひ
と

つ
の
考
え
方
で
す
が
、
あ
る
の
だ
っ
た
ら
、

外
国
の
王
室
の
よ
う
に
皇
族
が
外
国
の
人

と
結
婚
す
る
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の
あ
り

方
で
す
。

雅
子
さ
ま
と
結
婚
す
る
前
、
皇
太
子
は

た
し
か
ジ
ヨ
デ
ィ

1
・
フ
ォ
ス
タ
ー
の
フ

ァ
ン
で
し
た
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
、
皇
太

子
が
彼
女
と
結
婚
し
た
ら
大
変
い
い
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
愛
子
さ
ま
も
や

が
て
外
国
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た

ら
、
そ
う
い
う
可
能
性
が
出
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
な
っ
た
で
結
構

第二部

の
規
定
に
は
合
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
が

国
の
伝
統
に
は
合
っ
て
い
る
の
で
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
愛
子
さ
ま
が
三
種
の
神
器

を
継
承
し
、
そ
の
お
子
さ
ま
が
三
種
の
神

器
を
継
承
す
れ
ば
何
も
問
題
は
な
い
。
旧

皇
室
典
範
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
『
神
皇

正
統
記
』
に
戻
れ
ば
い
い
の
で
す
。

け
ち
み
や
く
そ
う
じ
よ
う

禅
宗
の
血
脈
相
承
と
か
家
元
制
度
、
そ

う
い
う
も
の
か
ら
逆
に
影
響
を
受
け
て

「
皇
統
」
と
か
「
万
世
一
系
」
と
い
っ
た

考
え
が
出
て
き
て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
あ
と
か
ら
再
解
釈
し
て
、
前
か
ら

そ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
し

て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ひ
ら
た
あ
っ
た
ね

ば
、
平
田
篤
胤
や
北
畠
親
房
を
よ
く
読
ん

で
、
愛
子
さ
ま
の
男
子
あ
る
い
は
女
子
が

皇
位
の
継
承
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い

う
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
国
民
が
一
致
す
れ

ば
い
い
。
皇
位
継
承
問
題
は
そ
れ
で
終
わ

り
で
す
。
「
男
系
、
男
系
」
と
叫
ぶ
の
は

明
治
時
代
の
皇
室
典
範
に
引
き
寄
せ
ら
れ

す
ぎ
で
す
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
日
本
の
伝

統
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
べ
き
で
す
。

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

だ
い
た
い
「
中
心
」
と
い
う
の
は
か
な

り
古
い
演
出
装
置
な
の
で
す
。
情
報
が
限

ら
れ
て
い
る
時
代
は
ま
ず
社
会
階
層
が
上

の
人
に
外
国
の
情
報
が
伝
わ
っ
た
。
日
本

が
中
国
と
接
触
し
て
い
た
時
代
が
そ
う
だ

つ
た
し
、
明
治
維
新
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

の
交
渉
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
も
そ
う
で
し

た
。
し
か
し
今
や
情
報
は
均
等
に
同
時
に

や
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
皇
室
の

役
割
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
べ

き
で
す
。
天
皇
を
「
中
心
」
と
し
て
戴
か

な
い
と
国
が
機
能
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
新
し
い
世

代
が
次
々
に
立
派
な
日
本
の
固
有
文
化
を

生
み
出
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
国
の
活
力

に
な
る
は
ず
で
す
。

勤
皇
派
と
佐
幕
派
が
対
立
し
た
時
期
と

は
ま
っ
た
く
状
況
が
違
い
ま
す
。
あ
の
と

き
は
天
皇
が
い
な
い
と
国
が
分
裂
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
四
五
年
(
昭

和
二
十
)
の
終
戦
の
と
き
も
、
徹
底
抗
戦

か
和
平
か
、
国
論
が
ま
と
ま
ら
ず
に
国
が
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日
本
人
の
選
択
が
問
わ
れ
て
い
る

二
O
O
二
年
(
平
成
十
四
)
の
暮
れ
に

朝
日
新
聞
が
行
っ
た
世
論
調
査
に
よ
れ

ば
、
国
民
の
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
現
在
の

象
徴
天
皇
制
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
固
と

い
う
か
た
ち
を
と
る
以
上
「
国
民
統
合
の

象
徴
」
(
中
心
)
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い

と
い
う
考
え
方
な
の
で
し
ょ
う
が
、
果
た

し
て
そ
う
か
。

明
治
時
代
は
普
通
教
育
も
な
か
っ
た

し
、
職
業
選
択
の
自
由
も
な
か
っ
た
。
国

民
を
国
民
た
ら
し
め
る
共
通
項
目
は
い
っ

さ
い
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
天
皇
が
国

民
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
日
本
国
を

あ
ら
し
め
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
今
は
天
皇
が
い
よ
う
が
い
ま
い

が
、
日
本
と
い
う
国
は
何
の
問
題
も
あ
り

ま
せ
ん
。

N
H
K
も
あ
れ
ば
新
幹
線
も
あ

る
。
わ
た
し
た
ち
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
パ
ス
ポ
ー
ト
も
あ
る
。
時
代

は
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
天
皇

分
裂
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
あ
の
時
代
と
現
在
と
で
は
状
況
は
ま
る

で
違
う
。
い
ま
は
日
本
の
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
何
で
あ
る
か
と
、
国
民
自

身
が
真
剣
に
模
索
し
、
答
え
を
見
つ
け
出

し
て
い
く
時
期
で
す
。
そ
の
意
味
で
今
回

の
女
帝
論
議
、
皇
位
継
承
問
題
で
は
日
本

人
の
「
選
択
」
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(談
/
構
成
・
松
崎
之
貞
)

橋
爪
大
三
郎
一
九
四
八
年
、
神
奈
川
県

生
ま
れ
。
一
九
七
七
年
、
東
京
大
学
大
学

院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退

学
。
現
在
、
東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会

理
工
学
研
究
科
価
値
シ
ス
テ
ム
専
攻
教
授

(
社
会
学
)
。
著
書
に
「
言
語
ゲ
l
ム
と
社

会
理
論
|
|
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
・

ハ
1
ト
・
ル

l
マ
ン
』
(
勤
草
書
房
)
、
『
は

じ
め
て
の
構
造
主
義
』
(
講
談
社
)
、
『
言
語

派
社
会
学
の
原
理
』
(
洋
泉
社
)
、
『
天
皇
の

戦
争
責
任
』
(
共
著
、
径
書
房
)
、
『
世
界
が

わ
か
る
宗
教
社
会
学
入
門
』
(
筑
摩
書
房
)
、

『
そ
の
先
の
日
本
国
へ
』
(
勤
草
書
房
)
、

『
言
語
/
性
/
権
力
』
(
春
秋
社
)
、
『
政
治

の
教
室
』

(
P
H
P
)
、
他
多
数
。
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