
薄紅色

ご
挨
拶

昨
年
は
天
皇
陛
下
御
即
位
に
伴
う
御
大
典
が

行
わ
れ
た
年
で
あ
り
ま
し
た
。
十
月
二
十
二

日
、
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
が
行
わ
れ
、
天
皇

陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
国
の
内
外
に
即
位
を

宣
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
折
、
天
皇
陛
下
は

「
上
皇
陛
下
が
三
十
年
以
上
に
わ
た
る
御
在
位

の
間
、
常
に
国
民
の
幸
せ
と
世
界
の
平
和
を
願

わ
れ
、
い
か
な
る
時
も
国
民
と
苦
楽
を
共
に
さ

れ
な
が
ら
、
そ
の
御
心
を
御
自
身
の
お
姿
で
お

示
し
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
、
改
め
て
深
く
思

い
を
致
し
、
こ
こ
に
、
国
民
の
幸
せ
と
世
界
の

平
和
を
常
に
願
い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら

（
省
略
）」
と
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
神

武
天
皇
様
の
建
国
の
詔
を
拝
し
ま
す
と
「
為
政

者
た
る
も
の
は
人
々
の
生
活
を
第
一
に
考
え
る
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•
 

橿
原
神
宮
鳥
居
修
築
工
事
を
終
え
て

• 

橿
原
神
宮
史
続
編
の
編
纂
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て 
•
  

御
鎮
座
百
三
十
年
記
念
奉
祝
事
業

 

　
鳥
居
修
築
工
事
完
工
報
告

紀
元
二
千
六
百
八
十
年

令
和
二
年

　
　
　 四
月
二
日
斎
行

べ
き
で
あ
る
。
人
々
が
何
を
望
ん
で
い
る
の

か
、
幸
せ
に
暮
ら
す
に
は
何
が
必
要
か
を
考
え

実
行
す
べ
き
で
あ
る
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
神

武
天
皇
様
を
は
じ
め
歴
代
天
皇
は
何
時
の
時
代

に
あ
っ
て
も
人
々
を
第
一
に
思
い
寄
り
添
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
で
の

天
皇
陛
下
の
お
言
葉
か
ら
御
祖
先
神
武
天
皇

様
の
大
御
心
が
百
二
十
六
代
の
天
皇
陛
下
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
る
と
拝
察
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
十
一
月
九
日
に
皇
居
前
広
場
で
行
わ

れ
ま
し
た
天
皇
陛
下
御
即
位
を
お
祝
い
す
る
国

民
祭
典
に
私
も
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
寒
い
中

で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
二
重
橋
に
百
二
十
六

代
皇
統
連
綿
と
続
く
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
お
出

ま
し
に
な
ら
れ
た
折
に
は
、
万
感
胸
に
迫
る
思

い
で
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
十
一
月
二
十
七

日
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭

修築を終えた第一鳥居。奥には第二鳥居が見える。
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を
無
事
に
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
神
武
天
皇
様
へ
御
奉
告
さ
れ
る
「
親
謁

の
儀
」
に
臨
ま
れ
る
た
め
、
こ
の
橿
原
の
地
に
お
越
し
に
な
り
ま
し

た
。
両
陛
下
が
神
武
天
皇
陵
に
向
か
わ
れ
る
沿
道
に
は
多
く
の
方
が
奉

迎
の
為
に
集
ま
り
、
橿
原
の
地
を
御
出
立
の
際
も
奉
送
の
方
々
で
沿
道

は
溢
れ
か
え
っ
て
お
り
ま
し
た
。

思
え
ば
、
橿
原
神
宮
が
こ
の
地
に
鎮
座
致
し
ま
し
た
の
も
、
地
元
民

間
有
志
の
神
武
天
皇
延
い
て
は
皇
室
に
対
す
る
篤
い
思
い
が
あ
っ
た
か

ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
々
の
篤
志
に
よ
っ
て
鎮
座
し
た
橿
原
神

宮
は
こ
の
春
、
百
三
十
年
を
迎
え
ま
す
。
毎
年
、
四
月
二
日
は
御
鎮
座

記
念
祭
を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
は
御
鎮
座
百
三
十
年
記
念
大

祭
と
し
て
斎
行
す
べ
く
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
の
奉
祝
事

業
と
致
し
ま
し
て
、
貴
賓
館
を
は
じ
め
各
館
の
改
修
工
事
、
社
頭
・
参

道
の
環
境
整
備
等
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
主
た
る
事
業

と
致
し
ま
し
て
昭
和
十
五
年
、
紀
元
二
千
六
百
年
の
奉
祝
事
業
の
一
環

と
し
て
社
殿
神
域
の
拡
張
工
事
を
行
っ
た
際
に
建
て
ら
れ
た
鳥
居
四
基

の
修
築
工
事
、
昭
和
十
七
年
か
ら
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
を
斎
行

致
し
ま
し
た
平
成
二
十
八
年
ま
で
を
ま
と
め
た
橿
原
神
宮
史
続
編
の
編

纂
並
び
に
神
武
天
皇
論
の
作
成
を
行
い
ま
し
た
。
全
国
崇
敬
者
の
方
々

の
お
力
添
え
を
賜
り
無
事
事
業
を
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
は

誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
社
報
で
の
記
念
事
業
の
報
告
と
致
し
ま
し
て
鳥
居
の
修
築
を
御
担

当
頂
い
た
株
式
会
社
瀧
川
寺
社
建
築
の
瀧
川
伸
代
表
取
締
役
、
橿
原
神

宮
史
続
編
の
編
纂
に
お
い
て
現
場
で
指
揮
を
執
っ
て
下
さ
っ
た
皇
學
館

大
学
の
田
浦
雅
徳
特
命
教
授
に
御
寄
稿
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
崇
敬
者
皆
様
に
是
非
と
も
御
一
読

賜
り
た
く
存
じ
ま
す
。

ま
た
、
令
和
二
年
の
本
年
は
世
界
的
な
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
で
あ
る
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
開
催
に
先
立
ち
行
わ
れ
る
聖
火

リ
レ
ー
で
は
橿
原
神
宮
外
苑
と
も
い
え
る
県
立
橿
原
公
苑
陸
上
競
技
場

が
聖
火
到
着
を
祝
う
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
会
場
に
予
定
さ
れ
て
い
る
そ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
神
武
天
皇
様
は
「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
精
神
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
精
神
と
は
、
地
球
上
に
住
む
す

べ
て
の
民
族
が
あ
た
か
も
一
軒
の
家
に
住
む
よ
う
に
仲
良
く
暮
ら
す
こ

と
、
つ
ま
り
は
世
界
平
和
の
理
想
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
八

紘
一
宇
」
の
精
神
は
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
平
和
な
世
界
の
実
現
に
寄

与
す
る
」
と
い
う
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
精
神
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
橿
原
神
宮
に
と
り
ま
し
て
も
記
念
す
べ
き
年
に
万
世
一
系
の
天
皇

を
戴
く
こ
の
日
本
か
ら
御
祭
神 

神
武
天
皇
様
の
大
御
心
が
世
界
中
に

遍
く
広
が
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。橿

原
神
宮
宮
司
　
久
保
田 

昌
孝

員
、
伊
藤
英
佑
同
課
員
に
は
い
つ
も
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
一
々

あ
げ
な
い
が
桐
田
貴
史
君
（
皇
學
館
大
学
院
生
）
を
は
じ
め
学
生
諸
君
に

も
助
け
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

さ
て
今
次
編
纂
事
業
で
撮
影
以
外
で
最
も
多
く
の
時
間
を
割
き
、
ま
た

最
も
多
く
の
労
力
を
要
し
た
の
は
前
述
の
古
い
土
蔵
の
整
理
で
あ
る
。
土

蔵
に
は
古
い
史
料
が
あ
る
と
い
う
話
を
う
か
が
っ
て
、
是
非
と
も
そ
こ
に

行
き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
撮
影
作
業
の
は
じ
ま
っ
て
何
回
目
か
に

二
、
三
人
で
足
を
踏
み
入
れ
た
が
、
あ
ま
り
の
散
乱
ぶ
り
に
、
と
て
も
少

人
数
で
は
困
難
と
わ
か
り
、
日
を
改
め
て
神
宮
の
方
や
編
纂
委
員
十
人
ほ

ど
で
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
。

戦
前
期
か
ら
の
積
り
積
も
っ
た
土
ぼ
こ
り
や
天
井
か
ら
の
落
下
物
、
虫

や
紙し

み魚
の
死
骸
や
排
泄
物
の
堆
積
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
生
き
た
紙
魚
そ

の
も
の
が
あ
っ
た
。
全
員
マ
ス
ク
に
軍
手
を
装
備
し
て
、
史
料
を
運
び
出

し
、
軽
く
天
日
干
し
を
し
て
、
整
理
し
て
ま
た
土
蔵
に
し
ま
う
こ
と
を
繰

り
返
し
た
。
そ
こ
に
は
要
・
不
要
の
区
別
な
く
運
び
込
ま
れ
た
史
料
が
放

置
さ
れ
て
い
た
。
作
業
は
そ
の
日
だ
け
で
は
済
ま
ず
、
そ
の
後
は
少
人
数

で
何
度
か
整
理
に
入
っ
た
。
現
在
こ
の
土
蔵
内
部
は
、
か
な
り
の
程
度
き

れ
い
に
整
理
保
管
し
た
。

こ
う
し
た
ま
さ
し
く
発
掘
の
よ
う
な
作
業
を
お
こ
な
っ
た
結
果
わ
か
っ

た
こ
と
は
、
実
に
多
く
の
貴
重
な
史
料
が
〝
死
蔵
〞
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
戦
前
戦
後
の
「
警
衛
日
誌
」
や
「
宿
直
日
誌
」
を
は
じ

め
編
纂
に
大
い
に
寄
与
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
史
料
群
が
見
つ
か
っ
た

の
は
、
何
よ
り
も
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

刊
行
物
の
完
成
は
た
だ
課
題
と
し
て
は
全
体
の
目
録
化
は
ま
だ
未
完
成

の
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
残
さ
れ
た
編
纂
期
間
で
で
き
る
か
ぎ
り
進
め
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

戦
中
の
絶
頂
期
か
ら
、
敗
戦
後
の
苦
難
へ
の
暗
転
、
し
か
し
そ
こ
か
ら

文
化
事
業
等
の
展
開
を
は
じ
め
関
係
者
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
努
力
に
よ
っ
て

そ
れ
を
克
服
し
、
建
国
記
念
の
日
の
制
定
な
ど
を
通
じ
て
、
緩
や
か
で
は

あ
る
が
確
実
に
、
堅
実
に
進
展
の
あ
ゆ
み
を
つ
づ
け
る
橿
原
神
宮
の
歴
史

は
、
あ
る
意
味
で
戦
中
・
戦
後
日
本
の
あ
ゆ
み
の
象
徴
と
も
言
え
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
橿
原
神
宮
史
続
編
が
ひ
ろ
く
江
湖
に
迎
え
ら
れ
ん
こ

と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

かしはら
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

田
浦
　
雅
徳（
た
う
ら
　
ま
さ
の
り
）

● 

昭
和
二
十
八
年
熊
本
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
国
史
学

科
卒
業
後
、
平
成
八
年
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究

科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
。
博
士
（
文
学
、
東
京
大

学
）
。
平
成
九
年
よ
り
皇
學
館
大
学
文
学
部
助
教
授
、
教
授

を
経
て
、
現
在
、
皇
學
館
大
学
特
命
教
授
、
同
大
学
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
ス
室
長
。

● 

主
な
著
書
、
『
日
本
近
代
史
の
再
構
築
』
（
共
著
）
、
『
伊

勢
市
史
』
近
代
編
（
共
著
）
、
『
変
容
す
る
聖
地
伊
勢
』

（
共
著
）
、
『
日
露
戦
争
―
―
戦
場
外
の
た
た
か
い
』
、

『
三
国
同
盟
と
松
岡
洋
右
』
（
単
著
）
ほ
か
。
『
三
国
同
盟

と
松
岡
洋
右
』
（
単
著
）
ほ
か
。
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修
築

株
式
会
社
瀧
川
寺
社
建
築
　
代
表
取
締
役
　
瀧
川 

伸

橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
昭
和
十
五
年
紀
元

二
千
六
百
年
を
奉
祝
し
て
建
て
ら
れ
た
四
基
の
鳥
居
修
築
工
事
に
ご
縁
を

頂
き
、私
共
を
技
術
者
と
し
て
御
指
名
し
て
頂
い
た
事
を
光
栄
に
思
い
ま
す
。

弊
社
は
平
成
に
入
っ
て
平
城
宮
跡
朱
雀
門
・
大
極
殿
正
殿
・
興
福
寺
中
金

堂
と
大
型
木
造
建
築
を
手
掛
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
直
径
八
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
無
垢
の
柱
を
扱
う
事
は
御
座
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

神
宮
の
鳥
居
の
事
前
調
査
の
際
に
、
四
基
の
鳥
居
の
規
模
を
実
測
さ
せ
て

頂
き
、
数
字
で
見
る
そ
の
桁
外
れ
の
大
き
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
有

り
ま
し
た
。

そ
の
規
模
は
、第
一
鳥
居
、柱
間
七
・
五
七
五
メ
ー
ト
ル
、柱
径
一
・
〇
メ
ー

ト
ル
、
総
高
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
総
幅
一
四
メ
ー
ト
ル
を
基
準
と
し
て
、

そ
の
他
の
鳥
居
は
神
域
に
近
い
第
二
鳥
居
が
一
・
一
倍
、
北
参
道
鳥
居
が
〇
・

九
倍
、
西
参
道
鳥
居
が
〇
・
六
倍
、
鳥
居
の
木
割
り
（
設
計
の
目
安
）
は
柱

径
の
七
・
五
倍
を
柱
間
、
一
〇
倍
を
総
高
さ
、
一
四
倍
を
総
幅
と
し
て
お
り

ま
し
た
。

八
十
年
前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
神
宮
の
御
用
材
は
台
湾
の
阿
里
山
か
ら
国

家
事
業
と
し
て
運
ば
れ
て
き
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

経
年
変
化
に
よ
る
柱
の
劣
化
具
合
を
計
測
す
る
た
め
、
奈
良
県
森
林
技
術

セ
ン
タ
ー
の
先
生
方
に
ご
協
力
を
得
て
レ
ジ
ス
ト
グ
ラ
フ
（
一
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
程
度
の
小
さ
な
ド
リ
ル
で
穴
を
あ
け
て
そ
の
抵
抗
力
の
値
で
腐
朽
の

浸
食
度
合
い
を
測
る
）
検
査
を
行
い
ま
し
た
（
写
真
①
②
）。

主
に
柱
脚
部
分
の
腐
朽
菌
に
於
け
る
痛
み
が
激
し
く
通
常
規
模
の
鳥
居
で

は
二
十
〜
三
十
年
に
一
度
の
造
宮
で
柱
が
取
り
換
え
ら
れ
る
も
の
を
、
大

径
木
ゆ
え
に
幾
度
も
手
を
加
え
て
き
た
形
跡
か
ら
も
、
八
十
年
間
維
持
管

理
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
神
社
関
係
者
の
方
々
の
ご
苦
労
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の

が
有
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
調
査
で
柱
の
足
元
部
分
と
貫
材
に
取
替
を
要
す
る
劣
化
が
見
ら
れ
、

ま
た
宮
司
様
の
「
八
十
年
前
の
紀
元
二
千
六
百
年
事
業
に
使
わ
れ
た
御
用

材
を
出
来
る
限
り
残
し
た
い
」
と
い
う
強
い
ご
意
向
を
頂
き
、
柱
と
貫
を

新
材
に
、
そ
し
て
再
利
用
す
る
笠
木
・
島
木
・
額
束
の
台
湾
桧
材
の
劣
化

部
分
を
元
の
柱
と
貫
材
を
転
用
し
て
補
修
す
る
工
法
を
取
ら
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

木
材
の
調
達
は
奈
良
県
桜
井
市
の
大
径
木
を
扱
う
株
式
会
社
金
幸
が
五
年

前
か
ら
カ
ナ
ダ
よ
り
森
林
認
証
を
受
け
た
米
桧
葉
（
ベ
イ
ヒ
バ
：
イ
エ
ロ
ー

シ
ダ
ー
）
を
名
古
屋
の
貯
木
池
に
て
保
管
し
、
工
事
の
一
年
前
に
製
材
し

乾
燥
を
施
し
て
お
り
ま
し
た
（
写
真
③
）。
そ
の
樹
齢
の
ほ
と
ん
ど
が
八
百

年
〜
一
千
年
、
最
も
大
き
か
っ
た
第
二
鳥
居
の
南
側
柱
に
使
わ
れ
た
御
用

材
は
一
千
七
年
を
数
え
ま
し
た
（
写
真
④
）。

橿
原
神
宮
鳥
居
修
築
工
事
を
終
え
て

写真①

写真②
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あ
る
。
社
務
所
の
会
議
室
、
図
書
室
、
神
宮
会
館
の
奥
の
倉
庫
、
齋
館
奥

の
土
蔵
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
な
ど
で
あ
る
。

史
料
の
な
か
で
も
最
も
基
本
と
な
る
の
は
「
社
務
日
誌
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
実
に
き
れ
い
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
た
が
、
ど
う
し
て
も
見
当
た
ら
な

い
年
が
数
年
分
あ
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。
祭
儀
部
に
は
「
官
祭
綴
」

「
私
祭
綴
」
が
き
ち
ん
と
残
っ
て
お
り
、
橿
原
神
宮
の
祭
儀
に
関
す
る
貴

重
な
史
料
で
あ
る
。
今
次
の
編
纂
で
は
祭
儀
の
研
究
に
は
及
ば
な
か
っ
た

の
で
、
今
後
研
究
さ
れ
る
べ
き
だ
と
痛
感
さ
れ
た
。

史
料
整
理
と
撮
影

編
纂
は
史
料
の
撮
影
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
ず
は
社
務
所
の
会
議
室
の
書

棚
に
置
か
れ
て
い
た
資
料
の
簿
冊
類
を
他
と
選
り
分
け
、
撮
影
を
開
始
し

た
。
会
議
室
と
図
書
室
に
あ
る
簿
冊
は
戦
前
の
も
の
と
戦
後
初
期
の
も
の

が
多
か
っ
た
が
こ
れ
は
、
戦
前
と
戦
後
に
分
類
し
て
撮
影
を
お
こ
な
い
、

同
時
並
行
で
会
議
室
の
書
棚
の
整
理
も
お
こ
な
っ
た
。
撮
影
し
た
史
料
は

図
書
室
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
て
保
管
し
て
あ
る
。

史
料
の
撮
影
は
主
に
会
議
室
で
行
っ
た
。
撮
影
等
の
作
業
は
令
和
元
年

十
二
月
時
点
で
百
十
六
回
に
及
ん
だ
。
撮
影
し
た
簿
冊
や
文
書
は
五
〇
〇

点
を
超
え
る
。
簿
冊
の
厚
い
も
の
は
五
セ
ン
チ
を
超
え
る
も
の
も
あ
る
。

撮
影
す
る
の
は
、
原
史
料
以
外
に
画
像
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
で
史
料
を

よ
り
確
実
に
後
世
に
残
そ
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
編
纂
の
た
め
に
閲
覧

す
る
史
料
も
基
本
的
に
撮
影
さ
れ
た
画
像
を
み
る
こ
と
に
し
た
。

撮
影
に
は
編
纂
委
員
以
外
で
は
髙
鉾
公
子
さ
ん
（
橿
原
神
宮
旧
職
員
）

に
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
、
橿
原
神
宮
の
北
村
靖
彦
教
化
渉
外
課

第
一
章
　
太
平
洋
戦
争
下
の
橿
原
神
宮
（
長
谷
川
）

第
二
章
　
連
合
国
軍
の
進
駐
と
橿
原
神
宮
の
維
持
経
営
（
谷
口
）

第
三
章
　
独
立
回
復
よ
り
建
国
記
念
の
日
制
定
ま
で
（
大
平
）

第
四
章
　
建
国
記
念
の
日
制
定
以
後
（
大
平
）

関
係
史
料
の
収
集
に
努
め
る

橿
原
神
宮
史
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
我
々
は
大
き
な
方
針
と
し
て
二
つ
の

こ
と
を
掲
げ
た
。
第
一
に
、
戦
中
か
ら
戦
後
の
苦
難
の
な
か
の
、
橿
原
神

宮
の
た
ゆ
み
な
き
足
跡
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
た
出
版
物
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
橿
原
神
宮
が
所
蔵
す
る
関
係
史
料
を
で
き
る
か
ぎ

り
収
集
し
て
撮
影
し
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
と
し
て
後
世
の
貴
重
な
史
料
資
産

と
し
て
残
し
、
編
纂
後
も
関
係
史
料
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
文
書
の
名
称

と
在あ

り
処か

を
目
録
化
（
デ
ー
タ
化
）
し
て
残
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
今
次
編
纂
事
業
を
契
機
に
橿
原
神
宮
研
究
が
進
み
、
よ
り
多
く

の
人
た
ち
に
橿
原
神
宮
へ
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
り
、

今
次
編
纂
は
そ
の
端
緒
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
思
い
が

あ
っ
た
。
ま
た
何
十
年
後
か
の
次
期
橿
原
神
宮
史
編
纂
事
業
の
円
滑
な
進

行
の
た
め
に
も
、
史
料
の
整
理
・
画
像
デ
ー
タ
化
・
目
録
化
等
は
是
非
と

も
必
要
な
の
で
あ
る
。

橿
原
神
宮
内
の
史
料
は
、
残
存
状
況
か
ら
大
別
し
て
二
つ
に
分
け
ら
れ

た
。
一
つ
は
祭
儀
部
や
総
務
な
ど
各
部
署
ご
と
に
テ
ー
マ
別
に
分
類
さ
れ

綴
じ
ら
れ
簿
冊
の
形
で
残
存
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
現
に
業
務
の

過
程
で
参
照
し
な
が
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
保
存
は
極
め
て
良
好
で

あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
年
月
が
経
過
し
て
各
所
に
し
ま
わ
れ
た
史
料
群
で
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ロ
、 

敗
戦
―
国
家
管
理
を
離
れ
て
（
苦
悩
の
時
代
）、
境
内
地
無
償
払

い
下
げ
、
境
内
地
売
却

ハ
、
建
国
記
念
の
日
制
定

ニ
、
御
鎮
座
九
十
年

ホ
、
御
鎮
座
百
年

ヘ
、
御
鎮
座
百
十
年

ト
、
御
鎮
座
百
二
十
年

チ
、
神
武
天
皇
二
千
六
百
年

リ
、
天
皇
陛
下
の
御
親
拝
（
平
成
十
四
年
、
平
成
二
十
八
年
）

翌
月
二
十
九
日
、
久
保
田
宮
司
と
相
木
禰
宜
の
御
両
名
が
本
学
に
わ
ざ

わ
ざ
お
越
し
に
な
り
、
神
武
天
皇
論
並
び
に
橿
原
神
宮
史
編
纂
委
員
の
委

嘱
状
伝
達
式
が
、
本
学
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
会
議
室
に
お
い
て
執
り
行

わ
れ
た
。
こ
の
日
に
委
嘱
さ
れ
た
本
学
教
員
は
、
神
武
天
皇
論
に
関
し
て

清
水
潔
学
長
、
岡
田
登
教
授
、
遠
藤
慶
太
准
教
授
、
佐
野
真
人
助
教
、
橿

原
神
宮
史
続
編
の
編
纂
に
関
し
て
田
浦
雅
徳
教
授
、
谷
口
裕
信
准
教
授
、

大
平
和
典
准
教
授
で
あ
る
。
な
お
田
浦
は
橿
原
神
宮
史
の
編
纂
業
務
全
体

の
進
行
と
内
容
の
監
修
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
平
成

三
十
一
年
四
月
よ
り
本
学
に
赴
任
し
た
長
谷
川
怜
助
教
が
新
た
に
同
月
よ

り
編
纂
委
員
に
就
任
し
、
力
強
い
援
軍
と
な
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日
に
は
本
学
神
道
博
物
館
会
議
室
に
お
い

て
両
出
版
物
の
編
集
会
議
を
行
い
、
と
く
に
橿
原
神
宮
史
の
時
代
区
分
と

各
章
分
担
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
の
編
纂
過
程
で
分
担
の
変
更
を
加
え
な

が
ら
最
終
的
に
は
左
記
の
よ
う
な
章
立
て
と
執
筆
分
担
と
な
っ
た
。

田
浦
　
雅
徳

御
鎮
座
百
三
十
年
記
念
出
版
物
作
成
事
業
の
開
始

平
成
二
十
八
年
の
夏
か
ら
始
ま
っ
た
、
橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十
年
記

念
「
橿
原
神
宮
史
編
纂
事
業
」
も
よ
う
や
く
完
成
に
近
づ
い
て
き
た
。
こ

こ
ま
で
た
ど
り
え
た
こ
と
を
、
神
武
天
皇
の
御
霊
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
関
係
各
位
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

皇
學
館
大
学
の
当
時
の
清
水
潔
学
長
が
、
橿
原
神
宮
久
保
田
昌
孝
宮
司

よ
り
本
記
念
事
業
へ
の
協
力
依
頼
を
受
け
、
「
橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十

年
記
念
出
版
物
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
橿
原
神
宮
の
宮
司
応
接
間
に
て
神

宮
と
大
学
の
両
者
の
会
合
を
開
い
た
の
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
六
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
橿
原
神
宮
側
か
ら
久
保
田
昌
孝
宮
司
、
西
野
敬
一
権
宮

司
、
相
木
吉
隆
禰
宜
（
総
務
部
長
、
以
下
肩
書
や
役
職
名
は
そ
の
時
点
の

も
の
）
を
は
じ
め
、
特
に
橿
原
神
宮
史
の
編
纂
事
業
に
協
力
す
る
橿
原
神

宮
情
報
化
対
策
委
員
の
方
々
、
宮
崎
成
由
教
化
渉
外
課
長
、
金
澤
明
信
奉

賛
課
員
、
髙
鉾
義
嗣
総
務
課
員
、
日
下
悠
教
化
渉
外
課
員
が
出
席
さ
れ
た
。

橿
原
神
宮
さ
ま
か
ら
依
頼
さ
れ
た
出
版
事
業
は
一
つ
は
啓
蒙
書
と
し
て

の
「
神
武
天
皇
論
」
、
も
う
一
つ
が
「
橿
原
神
宮
史
」
（
昭
和
十
七
年
よ

り
平
成
二
十
八
年
〈
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
〉
迄
）
で
あ
っ
た
。
後

者
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
項
目
を
列
挙
さ
れ
た
（
当
日
の
事
項
書

よ
り
）
。

イ
、
戦
中
の
橿
原
神
宮

橿
原
神
宮
史
続
編
の
編
纂
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て

4

工
事
は
順
調
に
進
み
、
昨
年
の
九
月
よ
り
第
二
鳥
居
・
第
一
鳥
居
・
西
参

道
鳥
居
を
解
体
し
、北
参
道
鳥
居
を
今
年
の
五
月
に
解
体
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

第
一
期
工
事
と
し
て
第
一
鳥
居
・
西
参
道
鳥
居
を
修
築
し
平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
六
日
の
「
天
皇
皇
后
両
陛
下
　
奈
良
県
行
幸
啓
」
で
の
神
武
天

皇
山
陵
へ
親し

ん
え
つ謁
の
儀
に
向
か
わ
れ
る
際
に
ご
覧
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た

事
、
嬉
し
く
思
い
ま
す
（
写
真
⑤
⑥
）。

続
い
て
第
二
期
工
事
で
北
参
道
鳥
居
、
そ
し
て
御
神
前
に
一
番
近
い
第
二

鳥
居
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。

昨
今
、
鳥
居
の
柱
が
柱
脚
部
分
で
腐
朽
す
る
事
に
伴
う
断
面
欠
損
か
ら
、

あ
る
日
突
然
倒
壊
す
る
こ
と
が
全
国
で
見
受
け
ら
れ
、
そ
の
対
策
が
急
務

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

弊
社
で
は
十
年
以
上
前
か
ら
「
腐
り
に
く
い
掘
立
柱
工
法
」
に
つ
い
て
、

鳥
居
や
門
等
の
工
作
物
に
於
い
て
実
績
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
技
術
は
木
材
を
本
来
の
木
の
生
育
し
た
ま
ま
の
姿
で
地
上
に
立
て
る

事
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。
柱
の
柱
脚
部
分
を
ス
テ
ン
レ
ス
金
物
で
覆

い
、
予
め
基
礎
の
中
に
設
置
し
て
あ
る
受
金
物
の
中
に
、
概
ね
柱
直
径
と

同
等
の
深
さ
を
埋
め
込
む
だ
け
で
柱
脚
を
完
全
に
固
定
し
、
柱
に
ボ
ル
ト

穴
を
一
切
開
け
る
事
無
く
、
現
在
の
木
造
建
築
で
は
難
し
い
と
さ
れ
る
剛

接
合
に
近
づ
け
て
い
ま
す
（
写
真
⑦
⑧
）。

こ
れ
に
よ
り
、
地
震
力
に
対
し
て
構
造
上
必
要
な
水
平
耐
力
を
確
保
す
る

写真⑤

写真⑦

写真⑥

写真⑧

と
と
も
に
、
地
面
か
ら
礎
石
の
高
さ
分
を
ス
テ
ン
レ
ス
金
物
で
立
ち
上
げ
、

地
面
上
の
水
分
を
寄
せ
付
け
な
い
こ
と
で
耐
久
性
を
高
め
る
構
造
で
す
（
写

真
⑨
⑩
）。

写真③

写真④
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柱
を
覆
っ
た
内
側
金
物
と
基
礎
に
埋
設
さ
れ
た
金
物
に
数
セ
ン
チ
の
隙
間

を
作
り
地
面
よ
り
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
下
ま
で
乾
き
砂
を
埋
め
、
残
る

十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
高
強
度
モ
ル
タ
ル
を
打
つ
事
で
、
強
固
に
固
定

し
ま
す
。
数
十
年
後
の
将
来
に
訪
れ
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
工
事
の
際
に
、
モ

ル
タ
ル
を
割
る
事
に
よ
っ
て
柱
を
簡
単
に
抜
き
取
る
事
が
で
き
ま
す
。

鳥
居
は
建
築
基
準
法 

に
於
い
て
は
工
作
物
に
該
当
し
、
あ
る
一
定
の
規
模

（
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
、
床
面
積
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
内
で
あ
れ
ば
建
築

確
認
申
請
の
必
要
は
無
く
、
腐
朽
菌
に
関
し
て
の
規
制
は
特
に
設
け
ら
れ

て
は
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
我
々
の
技
術
は
、
様
々
な
工
夫
を
施
す
こ
と

に
よ
り
、
鳥
居
部
材
の
大
き
な
断
面
を
活
か
し
た
高
い
強
度
性
能
と
剛
性

を
実
現
し
、
更
に
想
定
外
の
地
震
の
際
に
は
柱
高
さ
に
対
し
て
層
間
変
形

角
十
分
の
一
ラ
ジ
ア
ン
（
高
さ
に
対
し
て
約
十
分
の
一
の
水
平
変
位
）
ま

で
木
材
の
変
形
性
能
を
保
つ
構
造
と
な
っ
て
い
ま
す
。
腐
朽
菌
な
ど
の
長

期
的
な
劣
化
に
対
し
て
も
十
分
な
対
策
を
施
し
て
い
ま
す
。

そ
の
柱
脚
部
分
の
施
工
精
度
は
限
り
な
く
±
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
世
界

で
、
四
基
の
鳥
居
を
実
現
し
て
お
り
ま
す
。

す
べ
て
の
鳥
居
で
、
わ
ず
か
一
日
で
部
材
の
建
て
方
を
終
え
る
事
が
出
来

る
の
は
、こ
の
施
工
精
度
有
っ
て
の
事
と
自
負
し
て
い
ま
す（
写
真
⑪
〜
⑱
）。

写真⑨

写真⑩

写真⑪

写真⑫

写真⑬写真⑮

写真⑯ 写真⑭

写真⑰

写真⑱

⬇⬇⬇⬇
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

瀧
川
　
伸（
た
き
が
わ
　
し
ん
）

● 

平
成
四
年
三
月
　
近
畿
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
　
建
築
学
専
攻
　
修

了(

建
築
史
意
匠
研
究
室
）
　

一
級
建
築
士
・
一
級
建
築
施
工
管
理
士
・
一
級
土
木
施
工
管
理
士
・
一

級
管
工
事
施
工
管
理
士
　
　
平
成
四
年
四
月
よ
り
家
業
で
あ
る
瀧
川
寺

社
建
築
に
従
事
。

平
成
五
年
九
月
　
株
式
会
社
瀧
川
寺
社
建
築
　
法
人
設
立
と
と
も
に
専

務
取
締
役
就
任
。
同
年
、
一
級
建
築
士
事
務
所
設
立
の
際
に
管
理
建
築

士
と
な
る
。 

● 

国
宝
室
生
寺
五
重
塔
保
存
修
理
、
国
宝
長
谷
寺
本
堂
修
理
、
東
京
椿
山
荘

三
重
塔
修
理
、
成
相
寺
五
重
塔
新
築
工
事
、
平
城
宮
跡
朱
雀
門
・
大
極
殿

正
殿
・
法
隆
寺
百
済
観
音
堂
・
京
都
御
所
飛
香
舎
・
興
福
寺
中
金
堂
等
の

工
事
に
関
与
し
、
直
接
、
設
計
や
施
工
を
担
当
し
た
建
物
は
大
小
併
せ
て

一
百
七
十
棟
を
超
え
る
。

●  

近
年
、
「
木
柱
の
設
置
工
法
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
古
来
か
ら
伝
わ
る

「
掘
立
柱
」
の
工
法
で
木
部
が
簡
単
に
腐
ら
な
い
耐
震
技
術
を
開
発
し
、

七 

年
前
に
第
一
回
目
の
特
許
を
取
得
。

●
現
在
五
つ
目
の
特
許
を
中
国
・
韓
国
に
も
国
際
出
願
中
。

●  
石
上
神
宮
、
枚
岡
神
社
の
明
神
鳥
居
に
も
そ
の
技
術
を
採
用
頂
き
、
昨

年
、
国
内
最
大
級
の
橿
原
神
宮
木
造
鳥
居
四
基
を
修
築
。 

伝
統
的
木
造
建
造
物
を
保
存
し
、
活
用
し
て
い
く
に
は
、
変
え
て
は
な
ら

な
い
基
軸
と
な
る
技
術
や
工
法
が
あ
り
ま
す
。
で
す
が
一
方
で
は
先
人
の

技
術
を
読
み
と
り
、
不
足
分
を
補
う
為
に
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
、
革

新
を
加
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
守
っ
て
い
け
な
い
事
も
事
実
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
「
不
易
流
行
」
の
精
神
で
、
橿
原
神
宮
の
境
内
建
物
の
維
持

管
理
に
貢
献
で
き
る
事
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
木
柱
の
掘
立
柱
工
法
」
は
、
京
都
大
学
生
存
圏
研
究
所
及

び
奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
と
共
同
研
究
を
行
い
、
実
証
、
実
験
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
性
能
向
上
と
評
価
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
（
写
真

⑲
⑳
）。

そ
の
実
験
と
改
善
か
ら
生
ま
れ
た
弊
社
の
特
許
技
術
を
「
高
耐
震
・
高
耐

久
　
令
和
の
掘
立
柱
工
法
」
と
命
名
し
ま
し
た
。

令
和
元
年
九
月
に
特
許
を
取
得
し
、
海
外
に
於
い
て
も
共
通
の
木
造
建
築

の
文
化
を
持
つ
中
国
と
韓
国
に
国
際
出
願
致
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
日
本
国
で
も
最
大
級
の
木
製
鳥
居
で
あ
る
橿
原
神
宮
境
内
の
修
築

工
事
に
際
し
て
は
、
大
地
震
時
に
お
い
て
倒
壊
し
な
い
旨
の
安
全
確
認
を

行
う
べ
く
、
そ
の
耐
震
性
を
建
築
構
造
評
定
の
権
威
で
あ
る
日
本
建
築
セ

ン
タ
ー
（
B
C
J
）
で
、
限
界
耐
力
計
算
を
用
い
て
、
鳥
居
で
は
全
国
初

め
て
と
な
る
、
B
C
J
評
定
を
取
得
し
て
い
ま
す
。

今
で
き
る
限
り
の
技
術
を
駆
使
し
、
様
々
な
ア
イ
デ
ア
を
施
し
、
二
年
に

及
ぶ
鳥
居
の
修
築
工
事
も
昨
年
十
二
月
二
十
四
日
に
竣
工
奉
告
祭
を
迎
え

る
事
が
で
き
ま
し
た
。 写真⑲

写真⑳
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ロ
、 

敗
戦
―
国
家
管
理
を
離
れ
て
（
苦
悩
の
時
代
）、
境
内
地
無
償
払

い
下
げ
、
境
内
地
売
却

ハ
、
建
国
記
念
の
日
制
定

ニ
、
御
鎮
座
九
十
年

ホ
、
御
鎮
座
百
年

ヘ
、
御
鎮
座
百
十
年

ト
、
御
鎮
座
百
二
十
年

チ
、
神
武
天
皇
二
千
六
百
年

リ
、
天
皇
陛
下
の
御
親
拝
（
平
成
十
四
年
、
平
成
二
十
八
年
）

翌
月
二
十
九
日
、
久
保
田
宮
司
と
相
木
禰
宜
の
御
両
名
が
本
学
に
わ
ざ

わ
ざ
お
越
し
に
な
り
、
神
武
天
皇
論
並
び
に
橿
原
神
宮
史
編
纂
委
員
の
委

嘱
状
伝
達
式
が
、
本
学
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
会
議
室
に
お
い
て
執
り
行

わ
れ
た
。
こ
の
日
に
委
嘱
さ
れ
た
本
学
教
員
は
、
神
武
天
皇
論
に
関
し
て

清
水
潔
学
長
、
岡
田
登
教
授
、
遠
藤
慶
太
准
教
授
、
佐
野
真
人
助
教
、
橿

原
神
宮
史
続
編
の
編
纂
に
関
し
て
田
浦
雅
徳
教
授
、
谷
口
裕
信
准
教
授
、

大
平
和
典
准
教
授
で
あ
る
。
な
お
田
浦
は
橿
原
神
宮
史
の
編
纂
業
務
全
体

の
進
行
と
内
容
の
監
修
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
平
成

三
十
一
年
四
月
よ
り
本
学
に
赴
任
し
た
長
谷
川
怜
助
教
が
新
た
に
同
月
よ

り
編
纂
委
員
に
就
任
し
、
力
強
い
援
軍
と
な
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日
に
は
本
学
神
道
博
物
館
会
議
室
に
お
い

て
両
出
版
物
の
編
集
会
議
を
行
い
、
と
く
に
橿
原
神
宮
史
の
時
代
区
分
と

各
章
分
担
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
の
編
纂
過
程
で
分
担
の
変
更
を
加
え
な

が
ら
最
終
的
に
は
左
記
の
よ
う
な
章
立
て
と
執
筆
分
担
と
な
っ
た
。

田
浦
　
雅
徳

御
鎮
座
百
三
十
年
記
念
出
版
物
作
成
事
業
の
開
始

平
成
二
十
八
年
の
夏
か
ら
始
ま
っ
た
、
橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十
年
記

念
「
橿
原
神
宮
史
編
纂
事
業
」
も
よ
う
や
く
完
成
に
近
づ
い
て
き
た
。
こ

こ
ま
で
た
ど
り
え
た
こ
と
を
、
神
武
天
皇
の
御
霊
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
関
係
各
位
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

皇
學
館
大
学
の
当
時
の
清
水
潔
学
長
が
、
橿
原
神
宮
久
保
田
昌
孝
宮
司

よ
り
本
記
念
事
業
へ
の
協
力
依
頼
を
受
け
、
「
橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十

年
記
念
出
版
物
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
橿
原
神
宮
の
宮
司
応
接
間
に
て
神

宮
と
大
学
の
両
者
の
会
合
を
開
い
た
の
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
六
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
橿
原
神
宮
側
か
ら
久
保
田
昌
孝
宮
司
、
西
野
敬
一
権
宮

司
、
相
木
吉
隆
禰
宜
（
総
務
部
長
、
以
下
肩
書
や
役
職
名
は
そ
の
時
点
の

も
の
）
を
は
じ
め
、
特
に
橿
原
神
宮
史
の
編
纂
事
業
に
協
力
す
る
橿
原
神

宮
情
報
化
対
策
委
員
の
方
々
、
宮
崎
成
由
教
化
渉
外
課
長
、
金
澤
明
信
奉

賛
課
員
、
髙
鉾
義
嗣
総
務
課
員
、
日
下
悠
教
化
渉
外
課
員
が
出
席
さ
れ
た
。

橿
原
神
宮
さ
ま
か
ら
依
頼
さ
れ
た
出
版
事
業
は
一
つ
は
啓
蒙
書
と
し
て

の
「
神
武
天
皇
論
」
、
も
う
一
つ
が
「
橿
原
神
宮
史
」
（
昭
和
十
七
年
よ

り
平
成
二
十
八
年
〈
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
〉
迄
）
で
あ
っ
た
。
後

者
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
項
目
を
列
挙
さ
れ
た
（
当
日
の
事
項
書

よ
り
）
。

イ
、
戦
中
の
橿
原
神
宮

橿
原
神
宮
史
続
編
の
編
纂
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て

4

工
事
は
順
調
に
進
み
、
昨
年
の
九
月
よ
り
第
二
鳥
居
・
第
一
鳥
居
・
西
参

道
鳥
居
を
解
体
し
、北
参
道
鳥
居
を
今
年
の
五
月
に
解
体
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

第
一
期
工
事
と
し
て
第
一
鳥
居
・
西
参
道
鳥
居
を
修
築
し
平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
六
日
の
「
天
皇
皇
后
両
陛
下
　
奈
良
県
行
幸
啓
」
で
の
神
武
天

皇
山
陵
へ
親し

ん
え
つ謁
の
儀
に
向
か
わ
れ
る
際
に
ご
覧
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た

事
、
嬉
し
く
思
い
ま
す
（
写
真
⑤
⑥
）。

続
い
て
第
二
期
工
事
で
北
参
道
鳥
居
、
そ
し
て
御
神
前
に
一
番
近
い
第
二

鳥
居
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。

昨
今
、
鳥
居
の
柱
が
柱
脚
部
分
で
腐
朽
す
る
事
に
伴
う
断
面
欠
損
か
ら
、

あ
る
日
突
然
倒
壊
す
る
こ
と
が
全
国
で
見
受
け
ら
れ
、
そ
の
対
策
が
急
務

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

弊
社
で
は
十
年
以
上
前
か
ら
「
腐
り
に
く
い
掘
立
柱
工
法
」
に
つ
い
て
、

鳥
居
や
門
等
の
工
作
物
に
於
い
て
実
績
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
技
術
は
木
材
を
本
来
の
木
の
生
育
し
た
ま
ま
の
姿
で
地
上
に
立
て
る

事
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。
柱
の
柱
脚
部
分
を
ス
テ
ン
レ
ス
金
物
で
覆

い
、
予
め
基
礎
の
中
に
設
置
し
て
あ
る
受
金
物
の
中
に
、
概
ね
柱
直
径
と

同
等
の
深
さ
を
埋
め
込
む
だ
け
で
柱
脚
を
完
全
に
固
定
し
、
柱
に
ボ
ル
ト

穴
を
一
切
開
け
る
事
無
く
、
現
在
の
木
造
建
築
で
は
難
し
い
と
さ
れ
る
剛

接
合
に
近
づ
け
て
い
ま
す
（
写
真
⑦
⑧
）。

こ
れ
に
よ
り
、
地
震
力
に
対
し
て
構
造
上
必
要
な
水
平
耐
力
を
確
保
す
る

写真⑤

写真⑦

写真⑥

写真⑧

と
と
も
に
、
地
面
か
ら
礎
石
の
高
さ
分
を
ス
テ
ン
レ
ス
金
物
で
立
ち
上
げ
、

地
面
上
の
水
分
を
寄
せ
付
け
な
い
こ
と
で
耐
久
性
を
高
め
る
構
造
で
す
（
写

真
⑨
⑩
）。

写真③

写真④
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修
築

株
式
会
社
瀧
川
寺
社
建
築
　
代
表
取
締
役
　
瀧
川 

伸

橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
昭
和
十
五
年
紀
元

二
千
六
百
年
を
奉
祝
し
て
建
て
ら
れ
た
四
基
の
鳥
居
修
築
工
事
に
ご
縁
を

頂
き
、私
共
を
技
術
者
と
し
て
御
指
名
し
て
頂
い
た
事
を
光
栄
に
思
い
ま
す
。

弊
社
は
平
成
に
入
っ
て
平
城
宮
跡
朱
雀
門
・
大
極
殿
正
殿
・
興
福
寺
中
金

堂
と
大
型
木
造
建
築
を
手
掛
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
直
径
八
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
無
垢
の
柱
を
扱
う
事
は
御
座
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

神
宮
の
鳥
居
の
事
前
調
査
の
際
に
、
四
基
の
鳥
居
の
規
模
を
実
測
さ
せ
て

頂
き
、
数
字
で
見
る
そ
の
桁
外
れ
の
大
き
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
有

り
ま
し
た
。

そ
の
規
模
は
、第
一
鳥
居
、柱
間
七
・
五
七
五
メ
ー
ト
ル
、柱
径
一
・
〇
メ
ー

ト
ル
、
総
高
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
総
幅
一
四
メ
ー
ト
ル
を
基
準
と
し
て
、

そ
の
他
の
鳥
居
は
神
域
に
近
い
第
二
鳥
居
が
一
・
一
倍
、
北
参
道
鳥
居
が
〇
・

九
倍
、
西
参
道
鳥
居
が
〇
・
六
倍
、
鳥
居
の
木
割
り
（
設
計
の
目
安
）
は
柱

径
の
七
・
五
倍
を
柱
間
、
一
〇
倍
を
総
高
さ
、
一
四
倍
を
総
幅
と
し
て
お
り

ま
し
た
。

八
十
年
前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
神
宮
の
御
用
材
は
台
湾
の
阿
里
山
か
ら
国

家
事
業
と
し
て
運
ば
れ
て
き
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

経
年
変
化
に
よ
る
柱
の
劣
化
具
合
を
計
測
す
る
た
め
、
奈
良
県
森
林
技
術

セ
ン
タ
ー
の
先
生
方
に
ご
協
力
を
得
て
レ
ジ
ス
ト
グ
ラ
フ
（
一
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
程
度
の
小
さ
な
ド
リ
ル
で
穴
を
あ
け
て
そ
の
抵
抗
力
の
値
で
腐
朽
の

浸
食
度
合
い
を
測
る
）
検
査
を
行
い
ま
し
た
（
写
真
①
②
）。

主
に
柱
脚
部
分
の
腐
朽
菌
に
於
け
る
痛
み
が
激
し
く
通
常
規
模
の
鳥
居
で

は
二
十
〜
三
十
年
に
一
度
の
造
宮
で
柱
が
取
り
換
え
ら
れ
る
も
の
を
、
大

径
木
ゆ
え
に
幾
度
も
手
を
加
え
て
き
た
形
跡
か
ら
も
、
八
十
年
間
維
持
管

理
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
神
社
関
係
者
の
方
々
の
ご
苦
労
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の

が
有
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
調
査
で
柱
の
足
元
部
分
と
貫
材
に
取
替
を
要
す
る
劣
化
が
見
ら
れ
、

ま
た
宮
司
様
の
「
八
十
年
前
の
紀
元
二
千
六
百
年
事
業
に
使
わ
れ
た
御
用

材
を
出
来
る
限
り
残
し
た
い
」
と
い
う
強
い
ご
意
向
を
頂
き
、
柱
と
貫
を

新
材
に
、
そ
し
て
再
利
用
す
る
笠
木
・
島
木
・
額
束
の
台
湾
桧
材
の
劣
化

部
分
を
元
の
柱
と
貫
材
を
転
用
し
て
補
修
す
る
工
法
を
取
ら
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

木
材
の
調
達
は
奈
良
県
桜
井
市
の
大
径
木
を
扱
う
株
式
会
社
金
幸
が
五
年

前
か
ら
カ
ナ
ダ
よ
り
森
林
認
証
を
受
け
た
米
桧
葉
（
ベ
イ
ヒ
バ
：
イ
エ
ロ
ー

シ
ダ
ー
）
を
名
古
屋
の
貯
木
池
に
て
保
管
し
、
工
事
の
一
年
前
に
製
材
し

乾
燥
を
施
し
て
お
り
ま
し
た
（
写
真
③
）。
そ
の
樹
齢
の
ほ
と
ん
ど
が
八
百

年
〜
一
千
年
、
最
も
大
き
か
っ
た
第
二
鳥
居
の
南
側
柱
に
使
わ
れ
た
御
用

材
は
一
千
七
年
を
数
え
ま
し
た
（
写
真
④
）。

橿
原
神
宮
鳥
居
修
築
工
事
を
終
え
て

写真①

写真②
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あ
る
。
社
務
所
の
会
議
室
、
図
書
室
、
神
宮
会
館
の
奥
の
倉
庫
、
齋
館
奥

の
土
蔵
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
な
ど
で
あ
る
。

史
料
の
な
か
で
も
最
も
基
本
と
な
る
の
は
「
社
務
日
誌
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
実
に
き
れ
い
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
た
が
、
ど
う
し
て
も
見
当
た
ら
な

い
年
が
数
年
分
あ
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。
祭
儀
部
に
は
「
官
祭
綴
」

「
私
祭
綴
」
が
き
ち
ん
と
残
っ
て
お
り
、
橿
原
神
宮
の
祭
儀
に
関
す
る
貴

重
な
史
料
で
あ
る
。
今
次
の
編
纂
で
は
祭
儀
の
研
究
に
は
及
ば
な
か
っ
た

の
で
、
今
後
研
究
さ
れ
る
べ
き
だ
と
痛
感
さ
れ
た
。

史
料
整
理
と
撮
影

編
纂
は
史
料
の
撮
影
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
ず
は
社
務
所
の
会
議
室
の
書

棚
に
置
か
れ
て
い
た
資
料
の
簿
冊
類
を
他
と
選
り
分
け
、
撮
影
を
開
始
し

た
。
会
議
室
と
図
書
室
に
あ
る
簿
冊
は
戦
前
の
も
の
と
戦
後
初
期
の
も
の

が
多
か
っ
た
が
こ
れ
は
、
戦
前
と
戦
後
に
分
類
し
て
撮
影
を
お
こ
な
い
、

同
時
並
行
で
会
議
室
の
書
棚
の
整
理
も
お
こ
な
っ
た
。
撮
影
し
た
史
料
は

図
書
室
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
て
保
管
し
て
あ
る
。

史
料
の
撮
影
は
主
に
会
議
室
で
行
っ
た
。
撮
影
等
の
作
業
は
令
和
元
年

十
二
月
時
点
で
百
十
六
回
に
及
ん
だ
。
撮
影
し
た
簿
冊
や
文
書
は
五
〇
〇

点
を
超
え
る
。
簿
冊
の
厚
い
も
の
は
五
セ
ン
チ
を
超
え
る
も
の
も
あ
る
。

撮
影
す
る
の
は
、
原
史
料
以
外
に
画
像
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
で
史
料
を

よ
り
確
実
に
後
世
に
残
そ
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
編
纂
の
た
め
に
閲
覧

す
る
史
料
も
基
本
的
に
撮
影
さ
れ
た
画
像
を
み
る
こ
と
に
し
た
。

撮
影
に
は
編
纂
委
員
以
外
で
は
髙
鉾
公
子
さ
ん
（
橿
原
神
宮
旧
職
員
）

に
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
、
橿
原
神
宮
の
北
村
靖
彦
教
化
渉
外
課

第
一
章
　
太
平
洋
戦
争
下
の
橿
原
神
宮
（
長
谷
川
）

第
二
章
　
連
合
国
軍
の
進
駐
と
橿
原
神
宮
の
維
持
経
営
（
谷
口
）

第
三
章
　
独
立
回
復
よ
り
建
国
記
念
の
日
制
定
ま
で
（
大
平
）

第
四
章
　
建
国
記
念
の
日
制
定
以
後
（
大
平
）

関
係
史
料
の
収
集
に
努
め
る

橿
原
神
宮
史
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
我
々
は
大
き
な
方
針
と
し
て
二
つ
の

こ
と
を
掲
げ
た
。
第
一
に
、
戦
中
か
ら
戦
後
の
苦
難
の
な
か
の
、
橿
原
神

宮
の
た
ゆ
み
な
き
足
跡
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
た
出
版
物
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
橿
原
神
宮
が
所
蔵
す
る
関
係
史
料
を
で
き
る
か
ぎ

り
収
集
し
て
撮
影
し
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
と
し
て
後
世
の
貴
重
な
史
料
資
産

と
し
て
残
し
、
編
纂
後
も
関
係
史
料
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
文
書
の
名
称

と
在あ

り
処か

を
目
録
化
（
デ
ー
タ
化
）
し
て
残
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
今
次
編
纂
事
業
を
契
機
に
橿
原
神
宮
研
究
が
進
み
、
よ
り
多
く

の
人
た
ち
に
橿
原
神
宮
へ
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
り
、

今
次
編
纂
は
そ
の
端
緒
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
思
い
が

あ
っ
た
。
ま
た
何
十
年
後
か
の
次
期
橿
原
神
宮
史
編
纂
事
業
の
円
滑
な
進

行
の
た
め
に
も
、
史
料
の
整
理
・
画
像
デ
ー
タ
化
・
目
録
化
等
は
是
非
と

も
必
要
な
の
で
あ
る
。

橿
原
神
宮
内
の
史
料
は
、
残
存
状
況
か
ら
大
別
し
て
二
つ
に
分
け
ら
れ

た
。
一
つ
は
祭
儀
部
や
総
務
な
ど
各
部
署
ご
と
に
テ
ー
マ
別
に
分
類
さ
れ

綴
じ
ら
れ
簿
冊
の
形
で
残
存
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
現
に
業
務
の

過
程
で
参
照
し
な
が
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
保
存
は
極
め
て
良
好
で

あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
年
月
が
経
過
し
て
各
所
に
し
ま
わ
れ
た
史
料
群
で
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を
無
事
に
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
神
武
天
皇
様
へ
御
奉
告
さ
れ
る
「
親
謁

の
儀
」
に
臨
ま
れ
る
た
め
、
こ
の
橿
原
の
地
に
お
越
し
に
な
り
ま
し

た
。
両
陛
下
が
神
武
天
皇
陵
に
向
か
わ
れ
る
沿
道
に
は
多
く
の
方
が
奉

迎
の
為
に
集
ま
り
、
橿
原
の
地
を
御
出
立
の
際
も
奉
送
の
方
々
で
沿
道

は
溢
れ
か
え
っ
て
お
り
ま
し
た
。

思
え
ば
、
橿
原
神
宮
が
こ
の
地
に
鎮
座
致
し
ま
し
た
の
も
、
地
元
民

間
有
志
の
神
武
天
皇
延
い
て
は
皇
室
に
対
す
る
篤
い
思
い
が
あ
っ
た
か

ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
々
の
篤
志
に
よ
っ
て
鎮
座
し
た
橿
原
神

宮
は
こ
の
春
、
百
三
十
年
を
迎
え
ま
す
。
毎
年
、
四
月
二
日
は
御
鎮
座

記
念
祭
を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
は
御
鎮
座
百
三
十
年
記
念
大

祭
と
し
て
斎
行
す
べ
く
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
の
奉
祝
事

業
と
致
し
ま
し
て
、
貴
賓
館
を
は
じ
め
各
館
の
改
修
工
事
、
社
頭
・
参

道
の
環
境
整
備
等
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
主
た
る
事
業

と
致
し
ま
し
て
昭
和
十
五
年
、
紀
元
二
千
六
百
年
の
奉
祝
事
業
の
一
環

と
し
て
社
殿
神
域
の
拡
張
工
事
を
行
っ
た
際
に
建
て
ら
れ
た
鳥
居
四
基

の
修
築
工
事
、
昭
和
十
七
年
か
ら
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
を
斎
行

致
し
ま
し
た
平
成
二
十
八
年
ま
で
を
ま
と
め
た
橿
原
神
宮
史
続
編
の
編

纂
並
び
に
神
武
天
皇
論
の
作
成
を
行
い
ま
し
た
。
全
国
崇
敬
者
の
方
々

の
お
力
添
え
を
賜
り
無
事
事
業
を
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
は

誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
社
報
で
の
記
念
事
業
の
報
告
と
致
し
ま
し
て
鳥
居
の
修
築
を
御
担

当
頂
い
た
株
式
会
社
瀧
川
寺
社
建
築
の
瀧
川
伸
代
表
取
締
役
、
橿
原
神

宮
史
続
編
の
編
纂
に
お
い
て
現
場
で
指
揮
を
執
っ
て
下
さ
っ
た
皇
學
館

大
学
の
田
浦
雅
徳
特
命
教
授
に
御
寄
稿
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
崇
敬
者
皆
様
に
是
非
と
も
御
一
読

賜
り
た
く
存
じ
ま
す
。

ま
た
、
令
和
二
年
の
本
年
は
世
界
的
な
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
で
あ
る
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
開
催
に
先
立
ち
行
わ
れ
る
聖
火

リ
レ
ー
で
は
橿
原
神
宮
外
苑
と
も
い
え
る
県
立
橿
原
公
苑
陸
上
競
技
場

が
聖
火
到
着
を
祝
う
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
会
場
に
予
定
さ
れ
て
い
る
そ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
神
武
天
皇
様
は
「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
精
神
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
精
神
と
は
、
地
球
上
に
住
む
す

べ
て
の
民
族
が
あ
た
か
も
一
軒
の
家
に
住
む
よ
う
に
仲
良
く
暮
ら
す
こ

と
、
つ
ま
り
は
世
界
平
和
の
理
想
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
八

紘
一
宇
」
の
精
神
は
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
平
和
な
世
界
の
実
現
に
寄

与
す
る
」
と
い
う
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
精
神
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
橿
原
神
宮
に
と
り
ま
し
て
も
記
念
す
べ
き
年
に
万
世
一
系
の
天
皇

を
戴
く
こ
の
日
本
か
ら
御
祭
神 

神
武
天
皇
様
の
大
御
心
が
世
界
中
に

遍
く
広
が
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。橿

原
神
宮
宮
司
　
久
保
田 

昌
孝

員
、
伊
藤
英
佑
同
課
員
に
は
い
つ
も
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
一
々

あ
げ
な
い
が
桐
田
貴
史
君
（
皇
學
館
大
学
院
生
）
を
は
じ
め
学
生
諸
君
に

も
助
け
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

さ
て
今
次
編
纂
事
業
で
撮
影
以
外
で
最
も
多
く
の
時
間
を
割
き
、
ま
た

最
も
多
く
の
労
力
を
要
し
た
の
は
前
述
の
古
い
土
蔵
の
整
理
で
あ
る
。
土

蔵
に
は
古
い
史
料
が
あ
る
と
い
う
話
を
う
か
が
っ
て
、
是
非
と
も
そ
こ
に

行
き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
撮
影
作
業
の
は
じ
ま
っ
て
何
回
目
か
に

二
、
三
人
で
足
を
踏
み
入
れ
た
が
、
あ
ま
り
の
散
乱
ぶ
り
に
、
と
て
も
少

人
数
で
は
困
難
と
わ
か
り
、
日
を
改
め
て
神
宮
の
方
や
編
纂
委
員
十
人
ほ

ど
で
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
。

戦
前
期
か
ら
の
積
り
積
も
っ
た
土
ぼ
こ
り
や
天
井
か
ら
の
落
下
物
、
虫

や
紙し

み魚
の
死
骸
や
排
泄
物
の
堆
積
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
生
き
た
紙
魚
そ

の
も
の
が
あ
っ
た
。
全
員
マ
ス
ク
に
軍
手
を
装
備
し
て
、
史
料
を
運
び
出

し
、
軽
く
天
日
干
し
を
し
て
、
整
理
し
て
ま
た
土
蔵
に
し
ま
う
こ
と
を
繰

り
返
し
た
。
そ
こ
に
は
要
・
不
要
の
区
別
な
く
運
び
込
ま
れ
た
史
料
が
放

置
さ
れ
て
い
た
。
作
業
は
そ
の
日
だ
け
で
は
済
ま
ず
、
そ
の
後
は
少
人
数

で
何
度
か
整
理
に
入
っ
た
。
現
在
こ
の
土
蔵
内
部
は
、
か
な
り
の
程
度
き

れ
い
に
整
理
保
管
し
た
。

こ
う
し
た
ま
さ
し
く
発
掘
の
よ
う
な
作
業
を
お
こ
な
っ
た
結
果
わ
か
っ

た
こ
と
は
、
実
に
多
く
の
貴
重
な
史
料
が
〝
死
蔵
〞
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
戦
前
戦
後
の
「
警
衛
日
誌
」
や
「
宿
直
日
誌
」
を
は
じ

め
編
纂
に
大
い
に
寄
与
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
史
料
群
が
見
つ
か
っ
た

の
は
、
何
よ
り
も
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

刊
行
物
の
完
成
は
た
だ
課
題
と
し
て
は
全
体
の
目
録
化
は
ま
だ
未
完
成

の
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
残
さ
れ
た
編
纂
期
間
で
で
き
る
か
ぎ
り
進
め
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

戦
中
の
絶
頂
期
か
ら
、
敗
戦
後
の
苦
難
へ
の
暗
転
、
し
か
し
そ
こ
か
ら

文
化
事
業
等
の
展
開
を
は
じ
め
関
係
者
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
努
力
に
よ
っ
て

そ
れ
を
克
服
し
、
建
国
記
念
の
日
の
制
定
な
ど
を
通
じ
て
、
緩
や
か
で
は

あ
る
が
確
実
に
、
堅
実
に
進
展
の
あ
ゆ
み
を
つ
づ
け
る
橿
原
神
宮
の
歴
史

は
、
あ
る
意
味
で
戦
中
・
戦
後
日
本
の
あ
ゆ
み
の
象
徴
と
も
言
え
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
橿
原
神
宮
史
続
編
が
ひ
ろ
く
江
湖
に
迎
え
ら
れ
ん
こ

と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

田
浦
　
雅
徳（
た
う
ら
　
ま
さ
の
り
）

● 

昭
和
二
十
八
年
熊
本
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
国
史
学

科
卒
業
後
、
平
成
八
年
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究

科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
。
博
士
（
文
学
、
東
京
大

学
）
。
平
成
九
年
よ
り
皇
學
館
大
学
文
学
部
助
教
授
、
教
授

を
経
て
、
現
在
、
皇
學
館
大
学
特
命
教
授
、
同
大
学
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
ス
室
長
。

● 

主
な
著
書
、
『
日
本
近
代
史
の
再
構
築
』
（
共
著
）
、
『
伊

勢
市
史
』
近
代
編
（
共
著
）
、
『
変
容
す
る
聖
地
伊
勢
』

（
共
著
）
、
『
日
露
戦
争
―
―
戦
場
外
の
た
た
か
い
』
、

『
三
国
同
盟
と
松
岡
洋
右
』
（
単
著
）
ほ
か
。
『
三
国
同
盟

と
松
岡
洋
右
』
（
単
著
）
ほ
か
。
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年
の
瀬
が
迫
っ
た
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四

日
（
火
）、
鳥
居
修
築
工
事
立り
っ
ち
ゅ
う
さ
い

柱
祭
並
な
ら
び
に

竣し
ゅ
ん
こ
う工

奉ほ
う
こ
く
さ
い

告
祭
が
第
一
鳥
居
前
に
て
斎
行
さ
れ
ま
し

た
。
橿
原
神
宮
で
は
令
和
二
年
に
御
鎮
座

百
三
十
年
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
そ
の
主
た
る
奉
祝
事
業
と
し
て
境
内

に
建
つ
鳥
居
四
基
の
修
築
工
事
を
一
年
間
二

期
に
分
け
て
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
本
奉
告

祭
は
四
基
の
鳥
居
全
て
の
完
工
を
締
め
括
る

祭
典
に
あ
た
り
、
参
列
者
を
お
招
き
し
て
盛

大
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

祭
典
で
は
斎
主
が
祝
詞
を
奏
上
し
た
後
、

鳥
居
修
築
工
事
を
無
事
に
務
め
上
げ
ら
れ
た

株
式
会
社
瀧
川
寺
社
建
築
奉
仕
に
よ
る
柱は
し
ら
ま間

と
柱は
し
ら
だ
か高
を
測
る
所
作
を
行
う
儀
式
「
丈
じ
ょ
う
り
ょ
う
の

量
之

儀ぎ

・
検け
ん

知ち

之の

儀ぎ

」
が
執
り
行
わ
れ
た
後
、
参

列
者
と
共
に
百
メ
ー
ト
ル
の
綱
を
曳
く
「
曳ひ

き
綱つ
な

之の

儀ぎ

」、
引
き
続
き
「
槌つ
ち

打う

ち
之の

ぎ儀
」
が

滞
り
な
く
奉
仕
さ
れ
、
鳥
居
完
成
を
奉
祝
致

し
ま
し
た
。

祭
典
の
後
半
に
あ
た
る
竣
工
奉
告
祭
で
は
、

奈
良
県
弓
道
連
盟
奉
仕
の
も
と
鳥
居
上
空
に

向
か
っ
て
鏑
矢
を
放
ち
祓
い
清
め
る
「
蟇ひ
き

目め

之の

儀ぎ

」、
並
び
に
真
勝
流
刀
道
に
よ
る
清
祓
い

「
居い

合あ
い

之の

儀ぎ

」
が
執
り
行
わ
れ
た
後
、
先
導
神

職
の
後
に
続
き
総
勢
六
十
名
に
よ
る
「
く
ぐ

り
初
め
之
儀
」
が
行
わ
れ
、
祭
典
は
無
事
に

斎
了
。
令
和
元
年
を
締
め
括
り
、
令
和
二
年

の
御
鎮
座
百
三
十
年
に
向
け
て
気
持
ち
を
新

た
に
致
し
ま
し
た
。

御
鎮
座
百
三
十
年
記
念
奉
祝
事
業 

鳥
居
修
築
工
事
完
工
報
告

くぐり初め之儀

丈量之儀・検知之儀

居合之儀（上 ：四方祓い / 下 ：居合にて注連縄を断つ）

蟇目之儀




