
21O21O

皇
室
の
私
的
な
学
問
研
究
か
ら
見
え
て
く
る
、
も
う
一
つ
の
日
本
近
代
史
！

小
田
部
雄
次
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室
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昭
和
天
皇
の
粘
菌
学
か
ら
秋
篠
宮
の
鳥
学
ま
で

昭和天皇が、当時まったく無名、
無位無冠だった南方熊楠に会い
に、遠路、軍艦で紀州に出かけた
ことから、何かが始まった

荒俣宏（博物学者）

皇
室
の
学
問
研
究
が

顕あ
ら
わ

す
、も
う
一
つ
の

日
本
近
代
史

学問でしか自己実現できない? 
皇族の“私的関心”が明らかに!

辻田真佐憲 近現代史
研究者
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は
じ
め
に

　

昭
和
天
皇
の
生
物
学
研
究
、
平
成
の
天
皇
の
魚
類
研
究
、
令
和
の
天
皇
の
水
の
研
究
な
ど
、
近
代
以
後

の
天
皇
の
学
問
好
き
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
天
皇
は
多
忙
な
な
か
で
学
問
研
究
を
続
け

る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
理
由
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
私
的
な
趣
味
で
あ
る
は
ず
の
天
皇
の

学
問
研
究
が
、
一
般
社
会
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
実
態
は
さ
ら
に
知
ら
れ
て

い
な
い
。

　

古
来
、
学
問
を
好
ん
だ
天
皇
は
少
な
く
な
い
。
と
は
い
え
、
近
代
以
前
の
天
皇
の
多
く
は
和
歌
や
漢
詩
、

有ゆ
う

職そ
く

故こ

実じ
つ

な
ど
に
関
心
が
あ
り
、
動
植
物
や
魚
類
な
ど
の
研
究
を
生
涯
の
テ
ー
マ
に
し
た
天
皇
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。
近
代
以
後
で
も
明
治
天
皇
や
大
正
天
皇
に
は
、
乗
馬
や
刀
剣
蒐し

ゅ
う

集し
ゅ
うや

犬
の
愛あ

い

玩が
ん

な
ど
の
趣
味

が
あ
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
学
問
研
究
と
は
異
な
る
。

　

そ
も
そ
も
、
天
皇
が
近
代
的
な
学
問
体
系
を
学
ぶ
の
は
、
昭
和
天
皇
以
後
で
あ
り
、
明
治
天
皇
や
大
正

天
皇
は
、
近
代
的
な
学
問
教
育
を
体
系
的
に
は
学
ん
で
い
な
い
。
昭
和
天
皇
の
代
に
な
っ
て
、
将
来
の
天
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皇
と
な
る
べ
き
帝
王
学
や
基
礎
教
養
の
意
味
も
あ
っ
て
、
倫り

ん

理り

、
歴
史
、
文
学
、
物
理
、
化
学
の
よ
う
な

科
目
を
学
び
、
い
わ
ゆ
る
文
系
、
理
系
と
い
う
よ
う
な
区
別
も
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

近
代
的
な
学
問
体
系
に
基
づ
い
た
天
皇
の
学
問
研
究
は
、
昭
和
天
皇
以
後
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　

昭
和
天
皇
は
、
は
じ
め
は
史
学
研
究
の
道
に
進
み
た
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
将
来
の
天
皇
が

天
皇
の
歴
史
を
学
問
的
に
研
究
す
る
こ
と
の
不
具
合
を
感
じ
た
側
近
ら
の
反
対
で
、
実
現
し
な
か
っ
た
。

結
局
、
昭
和
天
皇
は
理
系
の
道
を
進
み
、
博
物
学
へ
の
関
心
を
高
め
た
。

　

丁て
い

宗む
ね

鐵て
つ

﹃
天
皇
は
な
ぜ
生
物
学
を
研
究
す
る
の
か
﹄
は
、
博
物
学
は
西
欧
の
上
流
階
級
の
た
し
な
み
で

あ
り
、
日
本
で
も
江
戸
時
代
の
大
名
に
博
物
趣
味
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
一
方
、
江
戸
時
代

の
シ
ー
ボ
ル
ト
来
日
に
よ
る
蘭ら

ん

学が
く

の
発
展
な
ど
で
、
近
代
日
本
の
博
物
学
の
源
流
と
も
い
え
る
本ほ

ん

草ぞ
う

学が
く

へ

の
関
心
が
高
ま
り
、
た
と
え
ば
公く

家げ

で
五
摂
家
の
一い

ち

条じ
ょ
う

忠た
だ

香か

（
明
治
天
皇
の
后き

さ
きと

な
る
昭し

ょ
う

憲け
ん

皇こ
う

太た
い

后ご
う

の
実

父
）
な
ど
が
京
都
の
本
草
学
者
で
あ
る
山
本
亡ぼ

う

羊よ
う

の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
愛
知
県
西
尾
市
の
岩
瀬
文

庫
の
収
蔵
品
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

昭
和
天
皇
の
博
物
学
研
究
は
、
こ
う
し
た
西
欧
や
日
本
の
伝
統
的
な
流
れ
に
沿
っ
た
面
が
あ
っ
た
の
は

確
か
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
顕
微
鏡
の
発
明
と
普
及
が
生
物
学
の
発
展
に
寄
与
す
る
の
だ
が
、
顕
微
鏡
は
当

時
は
高
価
で
あ
り
、
上
流
階
級
な
ら
で
は
の
﹁
特
別
な
趣
味
﹂
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
な
お
、
昭
和
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天
皇
が
博
物
学
の
な
か
で
も
、
競
合
す
る
研
究
者
が
少
な
い
ヒ
ド
ロ
ゾ
ア
研
究
の
道
を
選
ん
だ
の
は
、
天

皇
で
あ
る
自
分
が
、
資
金
力
も
人
脈
も
乏と

ぼ

し
い
研
究
者
の
将
来
を
妨
げ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
か
ら
と
伝
え

ら
れ
る
。

　

平
成
の
天
皇
も
、
ハ
ゼ
の
分
類
学
や
タ
ヌ
キ
の
生
態
学
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
物
学
研
究
の
﹁
趣
味
﹂

を
持
っ
た
。﹁
趣
味
﹂
と
は
い
え
、
１
９
８
０
年
（
昭
和
55
）
に
魚
類
学
へ
の
貢
献
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン

ド
ン
に
あ
る
分
類
学
・
博
物
学
の
研
究
と
普
及
を
目
的
と
し
た
学
術
機
関
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
・
リ
ン
ネ
協

会
の
外
国
会
員
に
な
っ
た
。
昭
和
天
皇
も
１
９
３
２
年
か
ら
、
リ
ン
ネ
協
会
の
名
誉
会
員
と
な
っ
て
お
り
、

父
子
と
も
ど
も
、
趣
味
の
範
囲
の
研
究
に
終
わ
ら
ず
、
国
際
的
な
生
物
学
者
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
、

﹁
文
化
国
家
日
本
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
世
界
に
広
め
た
の
で
あ
る
。

　

毛
利
秀
雄
﹃
天
皇
家
と
生
物
学
﹄
は
、
昭
和
以
後
の
天
皇
家
が
三
代
に
わ
た
り
生
物
学
研
究
者
と
し
て

国
際
的
に
活
躍
し
て
き
た
こ
と
を
広
く
紹
介
し
て
い
る
。
厳
密
に
は
三
代
目
の
令
和
の
天
皇
は
、
先
の
二

代
の
天
皇
と
は
異
な
り
、
史
学
科
に
進
み
、﹁
道
﹂
へ
の
関
心
か
ら
水
運
、
そ
し
て
水
と
社
会
の
問
題
へ
と

テ
ー
マ
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
む
し
ろ
、
令
和
の
天
皇
の
弟
で
、
現
在
は
皇こ

う

嗣し

と
な
っ
た
秋あ

き

篠し
の
の

宮み
や

文ふ
み

仁ひ
と

親
王
が
、
ナ
マ
ズ
や
鶏
の
研
究
を
重
ね
、
先
の
二
代
の
天
皇
の
生
物
学
研
究
の
流
れ
に
あ
る
（
な
お
、
本

書
で
は
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
、﹁
親
王
﹂﹁
王
﹂﹁
内
親
王
﹂﹁
女
王
﹂
の
称
号
は
原
則
と
し
て
初
出
の
み
に
付
け
た
）。
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ち
な
み
に
、
昭
和
天
皇
の
弟
の
三み

笠か
さ
の

宮み
や

崇た
か

仁ひ
と

親
王
は
、
日
本
に
お
け
る
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
の
パ
イ
オ

ニ
ア
で
あ
り
、
大
学
講
師
に
も
な
っ
た
歴
史
教
育
者
で
あ
る
。
そ
の
孫
の
彬あ

き

子こ

女
王
も
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の

研
究
者
と
し
て
現
在
も
活
躍
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
平
成
の
天
皇
の
弟
で
あ
る
常ひ

た

陸ち
の

宮み
や

正ま
さ

仁ひ
と

親
王
は
学
習

院
大
学
理
学
部
化
学
科
を
卒
業
し
理
学
士
の
称
号
を
得
て
、
そ
の
後
、
東
京
大
学
大
学
院
理
学
研
究
科
研

究
生
と
な
り
、
動
物
学
を
専
攻
し
た
。
公
務
の
か
た
わ
ら
癌が

ん

の
病
理
学
的
研
究
を
続
け
、
公
益
財
団
法
人

が
ん
研
究
会
癌
研
究
所
の
客
員
研
究
員
を
務
め
て
き
た
。
令
和
の
天
皇
と
秋
篠
宮
の
妹
で
あ
る
紀の

り
の

宮み
や

（
の

ち
黒く

ろ

田だ

清さ
や

子こ

）
は
、
鳥
類
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、
山や

ま

階し
な

鳥ち
ょ
う

類る
い

研け
ん

究き
ゅ
う

所じ
ょ

の
非
常
勤
研
究
員
な
ど
を
務

め
た
。

　

生
物
学
に
せ
よ
、﹁
水
﹂
に
せ
よ
、
歴
代
の
天
皇
や
皇
族
が
独
自
の
研
究
テ
ー
マ
を
生
涯
続
け
よ
う
と
す

る
背
景
に
は
、
天
皇
あ
る
い
は
皇
族
と
い
う
立
場
か
ら
く
る
制
度
的
、
心
理
的
制
約
が
関
わ
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
と
り
わ
け
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
地
位
や
職
務
な
ど
が
憲
法
で
明
記
さ
れ
て
お
り
、

天
皇
は
天
皇
と
し
て
の
地
位
と
職
務
を
全
う
し
な
が
ら
一
生
を
生
き
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
地
位
や

職
務
を
放
棄
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
常
に
一
定
の
制
約
の
中
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
専
制
的
な

王
制
国
家
で
あ
れ
ば
、
王
の
私
的
欲
望
の
実
現
を
生
涯
か
け
て
求
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
憲
法
に
制

約
さ
れ
た
立
憲
的
な
王
は
、
私
的
欲
望
の
実
現
の
み
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
公
的
義
務
が
優
先
さ
れ
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る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
人
生
で
の
自
己
実
現
の
機
会
が
少
な
く
、
そ
れ
を
何
か
で
補
お
う
と
す
る
心

の
動
き
が
生
ず
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
補
い
方
に
は
一
定
の
限
度
も
あ
る
。
企
業
経
営
で
利り

潤じ
ゅ
ん

拡
大
を
求
め
れ
ば
一
般
社
会

と
の
競
合
が
生
ま
れ
、
国
民
の
象
徴
た
る
天
皇
の
行
為
と
し
て
は
望
ま
し
く
な
い
。
内な

い

廷て
い

費
の
余よ

剰じ
ょ
う

金
が

宮く

内な
い

官
僚
な
ど
の
名
義
で
株
式
投
資
な
ど
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
る
事
実
だ
が
、

天
皇
の
個
人
名
で
投
資
し
な
い
と
こ
ろ
に
そ
れ
な
り
の
自
制
や
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。
宮
内
官
僚
な
ど
が

関
わ
る
こ
と
で
、
天
皇
個
人
の
財
産
で
は
な
く
、
国
の
公
金
を
保
管
し
運
用
し
て
い
る
と
い
う
理
由
が
な

り
た
つ
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
、
資
産
運
用
は
危
う
い
﹁
賭
け
﹂
で
も
あ
り
、
現
に
株
の
暴
落
で
、
天
皇
家

の
相
続
財
産
が
損
失
を
被
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
家
が
一
般
社
会
と
経
済
的
利
益
を
競
う
よ

う
な
事
態
は
、
避
け
る
ほ
う
が
無
難
な
の
で
あ
る
。

　

対
し
て
、
学
問
研
究
や
芸
術
活
動
で
あ
れ
ば
、
一
般
社
会
と
の
経
済
的
競
合
関
係
の
場
か
ら
は
遠
ざ
か

る
。
ま
た
、
そ
の
行
為
が
天
皇
の
﹁
高
貴
性
﹂
を
汚
す
こ
と
も
な
い
。
か
つ
限
ら
れ
た
時
間
を
有
効
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
多
忙
な
天
皇
に
は
適
合
し
や
す
い
活
動
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
学
問
研
究
も
芸
術
活
動
も
、
そ
の
道
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
と
な
る
と
、
一
般
社
会
と
の
競
合

の
機
会
も
増
え
る
し
、
か
つ
活
動
の
時
間
も
増
え
て
、
私
的
行
為
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
危
険
も
生
ず
る
。
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一
般
社
会
と
の
競
合
を
避
け
る
た
め
の
適
切
な
距
離
は
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
平
成
の
天
皇

の
チ
ェ
ロ
は
主
に
家
庭
内
で
の
演
奏
が
多
く
、
令
和
の
天
皇
の
ビ
オ
ラ
も
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
の
演
奏
は
あ

る
が
プ
ロ
と
し
て
の
演
奏
活
動
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

　

芸
術
活
動
に
比
べ
て
、
学
問
研
究
の
ほ
う
は
か
な
り
専
門
的
で
あ
る
。
昭
和
天
皇
も
、
平
成
の
天
皇
も
、

令
和
の
天
皇
も
、
そ
の
分
野
で
の
第
一
人
者
の
地
位
を
得
て
い
る
。
学
問
研
究
は
天
皇
の
私
的
行
為
で
は

あ
る
が
、
天
皇
と
い
う
制
度
的
立
場
か
ら
く
る
避
け
が
た
い
精
神
的
欠
如
を
補ほ

塡て
ん

す
る
必
要
不
可
欠
の
行

為
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
研
究
に
注
ぐ
時
間
も
情
熱
も
多
く
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
競
合
す
る
研
究

者
が
少
な
い
分
野
で
あ
れ
ば
、
一
般
社
会
と
の
利
害
の
衝
突
は
さ
ほ
ど
は
な
い
。

　

で
は
、
天
皇
と
な
ら
な
い
他
の
皇
族
た
ち
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
天
皇
ほ
ど
束そ

く

縛ば
く

が
な
く
、
自
己
実

現
の
機
会
へ
の
欲
求
が
強
く
な
い
た
め
も
あ
っ
て
か
、
す
べ
て
の
皇
族
が
学
問
研
究
を
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
本
書
で
は
、
元
皇
族
で
あ
っ
た
山や

ま

階し
な

芳よ
し

麿ま
ろ

の
鳥
類
研
究
、
三
笠
宮
崇
仁
の
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史

の
研
究
な
ど
を
と
り
あ
げ
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
皇
位
継
承
と
は
関
わ
り
の
な
い
立
場
の
皇
族
の

趣
味
的
な
営
み
が
、
学
問
研
究
に
発
展
し
た
感
が
強
い
。
秋
篠
宮
文
仁
の
研
究
も
、
当
初
は
皇
位
継
承
と

は
関
わ
り
の
な
い
立
場
の
皇
族
の
自
由
な
趣
味
的
な
傾
向
が
強
く
、
そ
の
後
に
皇
位
継
承
者
に
な
る
こ
と

で
、
そ
の
自
由
で
趣
味
的
な
傾
向
に
少
な
か
ら
ぬ
差
し
障
り
が
出
て
き
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
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鳥
の
研
究
者
の
秋
篠
宮
が
山
階
鳥
類
研
究
所
総
裁
の
﹁
ご
公
務
﹂
に
就
い
て
い
る
こ
と
は
有
名
だ
が
、

２
０
２
１
年
（
令
和
３
）
１
月
29
日
に
は
、
山
階
鳥
類
研
究
所
研
究
成
果
発
表
会
が
あ
り
、﹁
令
和
２
年
度

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
定
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
事
業
﹂
の
研
究
成
果
発
表
会
が
秋
篠
宮
邸

と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
が
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
皇
族
が
総
裁
を
つ
と
め
る
組
織
に
研
究
補
助
金
が
支
給

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
人
も
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
発
表
会
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
宮
邸
と
つ

な
が
っ
て
い
た
こ
と
に
も
驚
く
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
皇
族
の
私
的
趣
味
で
あ
る
学
問
研
究
が
﹁
ご

公
務
﹂
と
な
る
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
利
権
サ
イ
ク
ル
、
つ
ま
り
皇
族
の
名
誉
を
特
定
の
組
織
が
活
動
資
金

の
捻
出
に
利
用
す
る
と
い
う
危
う
い
状
況
の
な
か
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
篠
宮
家
の
﹁
ご

公
務
﹂
に
は
、
そ
の
こ
と
へ
の
慎
重
さ
が
欠
け
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

従
来
は
、
天
皇
や
天
皇
と
な
る
べ
き
皇
族
の
研
究
は
、
あ
く
ま
で
私
的
行
為
の
範
囲
の
中
で
な
さ
れ
て

き
た
。
憲
法
で
規
定
さ
れ
た
天
皇
の
職
務
は
国
事
行
為
の
み
で
あ
り
、
皇
族
は
そ
う
し
た
天
皇
の
活
動
を

支
え
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
伝
統
行
事
の
継
承
な
ど
の
行
為
は
、
私
的
行
為
と
し
て
国
民
へ
の
強

制
力
を
も
た
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
慣
行
と
し
て
、
海
外
親
善
訪
問
や
国
民
体
育
大
会
や
植

樹
祭
な
ど
へ
の
行
幸
啓
、
被
災
地
慰
問
な
ど
は
公
的
行
為
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
﹁
ご
公
務
﹂
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
ご
公
務
﹂
へ
の
法
的
規
定
は
な
く
、
政
府
や
国
民
の
暗
黙
の
了
承
の
も
と
で
な
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さ
れ
て
お
り
、
年
々
、
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
天
皇
が
多
忙
と
な
り
、
高
齢
化
に
よ
っ
て
天

皇
と
し
て
の
象
徴
の
務
め
が
難
し
く
な
る
事
態
も
起
き
は
じ
め
た
。
増
や
し
過
ぎ
た
﹁
ご
公
務
﹂
を
遂
行

す
る
た
め
に
、
皇
族
を
増
や
せ
と
い
う
議
論
も
一
部
に
あ
る
。
増
や
し
過
ぎ
た
﹁
ご
公
務
﹂
の
見
直
し
を

先
に
論
ず
る
べ
き
な
の
に
、
本
末
転
倒
な
現
象
が
起
き
て
い
る
。

　

昭
和
天
皇
の
場
合
は
、
国
事
行
為
や
い
わ
ゆ
る
﹁
ご
公
務
﹂
の
合
間
に
時
間
を
見
つ
け
て
研
究
を
続
け

て
い
た
。
ま
た
、
民
間
の
研
究
者
と
の
競
合
を
で
き
る
だ
け
避
け
、
学
位
も
持
た
な
い
し
、
研
究
職
に
つ

く
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　

平
成
の
天
皇
も
、
学
位
は
持
た
ず
、
研
究
職
に
も
つ
い
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
魚
類
研
究
が
全
国
豊

か
な
海
づ
く
り
大
会
と
い
う
﹁
ご
公
務
﹂（
公
的
行
為
）
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
新
し
い
動
き

だ
っ
た
。
ま
た
、
国
際
親
善
で
訪
問
し
た
タ
イ
で
、
タ
ン
パ
ク
資
源
と
し
て
の
魚
類
を
紹
介
し
、
そ
れ
が

タ
イ
国
民
を
潤
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

　

令
和
の
天
皇
は
、
修
士
の
学
位
を
持
つ
。
研
究
職
に
は
つ
か
な
い
が
、
専
門
の
水
の
研
究
に
つ
い
て
大

学
や
国
連
な
ど
で
講
演
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。﹁
ご
公
務
﹂
先
で
、
寸す

ん

暇か

を
見
つ
け
て
、
研
究
の
た
め
の
資

料
集
め
な
ど
を
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
学
問
研
究
と
い
う
私
的
な
趣
味
を
、﹁
ご
公
務
﹂
に
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
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天
皇
に
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
な
か
っ
た
皇
族
で
あ
っ
た
山
階
芳
麿
は
、
皇
籍
を
離
脱
し
て
軍
人
の
職

か
ら
解
放
さ
れ
、
一
民
間
人
と
し
て
好
き
な
鳥
類
研
究
の
道
を
歩
み
、
山
階
鳥
類
研
究
所
を
設
立
し
、
鳥

類
研
究
や
鳥
類
保
護
に
生
涯
を
費
や
し
た
。

　

ま
た
、
三
笠
宮
崇
仁
は
、
天
皇
の
末
の
弟
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
戦
後
の
自
由
な
時
代
に
大
学
で
学
び
、

東
京
女
子
大
学
な
ど
の
教
壇
に
立
つ
な
ど
研
究
職
に
も
就
い
た
が
、
学
位
は
持
た
な
か
っ
た
。
イ
ラ
ン
や

イ
ラ
ク
の
旅
な
ど
、
私
的
研
究
と
国
際
親
善
と
い
う
﹁
ご
公
務
﹂
が
合
体
し
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
戦
後
初
期
の
開
放
的
な
天
皇
制
の
時
代
で
も
あ
っ
た
し
、
天
皇
ほ
ど
そ
の
活
動
に
つ
い
て
厳

格
な
﹁
公
私
﹂
の
分
離
が
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。

　

博
士
号
を
も
ち
、
東
京
農
業
大
学
の
客
員
教
授
な
ど
を
務
め
て
い
る
秋
篠
宮
文
仁
は
、
は
じ
め
は
将
来

の
天
皇
に
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
皇
族
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
皇
嗣
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
博
士
号

と
大
学
教
員
の
肩
書
を
持
つ
最
初
の
天
皇
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
秋
篠
宮
の
場
合
、
さ
き
に
ふ
れ
た
山

階
鳥
類
研
究
所
総
裁
の
ほ
か
、
国
際
生
物
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
名
誉
総
裁
に
な
る
な
ど
、
私
的
行
為
で
あ
る

学
問
研
究
が
﹁
ご
公
務
﹂
と
結
び
つ
く
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
も
時
代
変
化
の
ひ
と
つ
と
も
い
え
る

が
、
天
皇
や
皇
族
が
、
一
般
民
間
人
と
研
究
補
助
金
の
取
得
や
、
研
究
職
の
ポ
ス
ト
を
競
う
よ
う
な
事
態

が
増
え
れ
ば
、
将
来
の
社
会
問
題
に
発
展
す
る
懸
念
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
す
で
に
そ
う
し
た
問
題
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が
、
あ
ま
り
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
進
展
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
秋
篠
宮
の
長
女
で
結
婚
し
て
民
間
人
と
な
っ
た
元
内
親
王
の
眞ま

子こ

は
、
東
京
大
学
総
合
研

究
博
物
館
特
任
研
究
員
の
経
歴
が
あ
る
が
、
こ
の
キ
ャ
リ
ア
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
博
物
館
で
の
採
用
試
験

に
も
活
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
眞
子
が
い
か
に
し
て
博
物
館
員
の
資
格
を
持
ち
、
な
に
ゆ
え
に

博
物
館
員
と
し
て
の
職
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
背
景
に
は
、
父
親
で
あ
る
秋
篠
宮
の
学

問
研
究
が
﹁
ご
公
務
﹂
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
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第

1
章 

昭
和
天
皇
と

生
物
学
研
究

顕微鏡で観察する昭和天皇
（サン・ニュース・フォトス『天皇』表紙、トツパン、1947年）



明
治
天
皇
は
馬
と
犬
が
好
き
だ
っ
た

　

古
来
、
学
問
好
き
の
天
皇
は
多
か
っ
た
。
84
代
の
順じ

ゅ
ん

徳と
く

天
皇
は
朝
廷
の
儀
式
作
法
な
ど
を
調
べ
、
有
職

故
実
の
解
説
書
で
あ
る
﹃
禁き

ん

秘ぴ

抄し
ょ
う﹄

を
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
天
皇
の
学
問
の
多
く
は
詩し

い

歌か

管か
ん

弦げ
ん

や
書

な
ど
で
あ
り
、
近
代
以
後
の
生
物
学
な
ど
の
自
然
科
学
に
つ
な
が
る
学
問
、
た
と
え
ば
本
草
学
へ
の
関
心

は
あ
ま
り
強
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
幕
末
の
公
家
で
あ
り
昭
憲
皇
太
后
（
明
治
天
皇
の
皇
后
）
の
実
父
で
あ

る
一
条
忠
香
が
本
草
学
者
の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
述
べ
た
が
、
歴
代
天
皇
が
本
草

学
に
ど
こ
ま
で
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
か
は
あ
ま
り
詳
ら
か
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
本
草
学
の
源
流
は
医

学
で
あ
り
、
診
断
さ
れ
治
療
さ
れ
る
存
在
の
天
皇
は
、
自
ら
医
学
を
専
門
的
に
学
ぶ
必
要
も
な
か
っ
た

ろ
う
。

　

近
代
以
後
も
明
治
天
皇
は
和
歌
、
大
正
天
皇
は
漢
詩
な
ど
に
造ぞ

う

詣け
い

が
深
か
っ
た
が
、
自
然
科
学
へ
の
関

心
は
興
味
程
度
だ
っ
た
。
１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
刊
行
の
坂
本
辰
之
助
﹃
皇
室
及
皇
族
﹄
に
は
、
明
治
天

皇
ほ
か
皇
太
子
嘉よ

し

仁ひ
と

（
明は

る
の

宮み
や

・
の
ち
の
大
正
天
皇
）、
三
皇
孫
（
迪み

ち
の

宮み
や

裕ひ
ろ

仁ひ
と

・
の
ち
の
昭
和
天
皇
、
淳あ

つ
の

宮み
や

雍や
す

仁ひ
と

・
の
ち
の
秩ち

ち

父ぶ
の

宮み
や

、
光て

る
の

宮み
や

宣の
ぶ

仁ひ
と

・
の
ち
の
高た

か

松ま
つ
の

宮み
や

）
ら
の
当
時
の
生
活
様
式
や
趣
味
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
。

　

同
書
に
よ
れ
ば
、
明
治
天
皇
の
嗜し

好こ
う

は
、
和
歌
の
ほ
か
、
乗
馬
、
刀
剣
、
猟
犬
、
美
術
工
芸
品
な
ど
で
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あ
る
。
乗
馬
や
猟
犬
を
好
ん
だ
と
い
う
の
は
、
馬
や
犬
な
ど
の
動
物
好
き
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

と
り
わ
け
乗
馬
は
大だ

い

元げ
ん

帥す
い

と
し
て
の
た
し
な
み
で
も
あ
り
、
近
代
の
歴
代
天
皇
は
明
治
、
大
正
、
平
成
、

令
和
と
み
な
乗
馬
経
験
が
あ
り
、
馬
に
詳く

わ

し
い
。

　

明
治
天
皇
は
、﹁
外
国
産
馬
は
体
格
は
善
け
れ
ど
弱
く
て
不い

け
な可

い
第
一
に
蹄ひ

づ
めが

弱
い
﹂
と
周
囲
に
語
っ
て

い
た
ほ
ど
、
小
型
の
在
来
馬
を
好
ん
だ
。
な
か
で
も
、
宮
城
県
栗
原
郡
鬼
首
村
産
の
金き

ん

華か

山さ
ん

号ご
う

を
寵ち

ょ
う

愛あ
い

し
、
観
兵
式
や
演
習
の
際
に
乗
っ
た
。
金
華
山
号
の
後
は
、
福
島
県
磐
城
国
田
村
郡
産
の
三
春
駒
の
友と

も

鶴づ
る

号ご
う

を
愛
用
し
た
と
い
う
。
明
治
天
皇
は
﹁
日
本
国
の
皇
帝
が
自
国
産
の
馬
を
ば
乗
用
す
る
こ
と
は
至
当
の

事
に
は
あ
ら
ず
や
。
日
本
は
日
本
の
日
本
に
て
外
国
模
倣
乃な

い

至し

外
国
に
作
ら
る
る
国
に
あ
ら
ね
ば
、
日
本

の
馬
に
悪
し
き
所
は
研
究
し
て
改
良
し
、
成
る
べ
く
外
国
産
馬
を
用
ゐ
ざ
る
や
う
に
し
た
き
も
の
﹂
と
も

述
べ
て
い
た
。
こ
の
た
め
宮
内
省
主し

ゅ

馬め

寮り
ょ
うで

は
、
種
馬
以
外
は
外
国
産
馬
は
扱
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

猟
犬
の
趣
味
も
深
く
、
代
々
木
の
25
万
坪
の
御
料
地
に
猟
犬
の
飼
育
場
を
設
け
た
ほ
ど
で
あ
る
。
当
時

の
飼
育
担
当
で
あ
る
溝
口
幹
知
は
１
９
１
３
年
に
﹃
猟
犬
の
飼
育
と
訓
練
﹄
を
著
し
て
い
る
が
、
１
９
０

１
年
以
来
、
76
頭
を
飼
育
し
た
と
い
う
。
猟
犬
は
外
国
産
が
多
く
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
ほ
か
、

中
国
産
の
狆ち

ん

、
蒙も

う

古こ

種
な
ど
、
多
様
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
に
似
て
い
る
の
で
﹁
ビ
ス
﹂
と

名
づ
け
た
犬
も
い
た
。
飼
育
場
に
は
一
頭
に
つ
き
一
つ
の
犬
舎
が
あ
り
、
鉄
柵
で
隔へ

だ

て
、
運
動
場
も
広
く
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竹
柵
を
め
ぐ
ら
し
、
時
々
発
砲
し
猟
の
練
習
を
し
、
訓
練
が
で
き
た
犬
は
猟
に
連
れ
て
い
き
実
地
演
習
を

さ
せ
た
。
ま
た
、
犬
と
苑
内
の
散
歩
も
楽
し
ん
だ
。
明
治
天
皇
の
馬
は
軍
事
用
、
犬
は
猟
と
散
歩
用
で
あ

っ
た
。

大
正
天
皇
は
犬
好
き
、
猟
好
き

　

先
の
﹃
皇
室
及
皇
族
﹄
は
、
皇
太
子
時
代
の
大
正
天
皇
（
嘉
仁
）
の
趣
味
と
し
て
、
茶
道
、
新
発
行
の

金
銀
貨
や
紙
幣
の
収
集
、
世
界
の
勲
章
の
知
識
、
美
術
品
鑑
識
、
将
棋
、
自
転
車
な
ど
の
ほ
か
、
犬
と
猟

を
あ
げ
る
。
犬
は
愛
犬
舎
と
名
づ
け
ら
れ
た
飼
育
場
に
67
頭
お
り
、
朝
夕
二
回
放
ち
て
と
も
に
遊
ぶ
と
い

う
。
猟
犬
と
い
う
よ
り
愛
玩
用
で
あ
る
。
同
書
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

狆
は
高こ

う

麗ら
い

縁べ
り

の
畳
の
上
を
、
走
り
狂
ふ
と
見
れ
ば
、
忽
ち
御
庭
先
の
芝
草
の
上
に
戯
れ
か
か
る
を
見

る
、
衣い

桁こ
う

に
は
美
麗
に
縁
飾
せ
る
色
々
の
着
物
か
け
ら
れ
、
華
美
な
る
座
布
団
も
敷
か
れ
た
り
。
犬

も
狆
も
食
餌
は
、
中
々
贅
沢
に
て
、
牛
乳
及
び
牛
肉
を
常
食
と
す
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
病
あ
れ

ば
官
医
の
診
察
を
受
け
て
、
高
価
の
薬
を
呑
ま
せ
ら
る
る
よ
し
。
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皇
太
子
時
代
の
嘉
仁
は
健
脚
で
、
暇
が
あ
れ
ば
山
野
を
跋ば

っ

渉し
ょ
うし

、
狩
猟
を
好
ん
だ
。
徳
川
慶
喜
と
は
猟

仲
間
で
、
と
も
に
静
岡
県
の
鯨
ヶ
池
で
猟
を
し
た
記
録
や
碑
も
残
る
。
坂
本
に
よ
れ
ば
、
嘉
仁
の
猟
に
は

土
谷
宇
兵
衛
と
い
う
山
の
地
理
や
獲
物
の
所
在
に
詳
し
い
、
勢
子
を
指
揮
す
る
男
が
つ
い
て
い
っ
た
が
、

あ
る
と
き
、
ま
っ
た
く
獲
物
が
な
く
、
土
谷
は
自
宅
の
兎う

さ
ぎを

放
ち
、
嘉
仁
に
撃
た
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
嘉
仁
は
不
興
の
面
も
ち
で
、
予
は
足
の
悪
い
兎
は
﹁
打
つ
ま
じ
﹂、
と
言
っ
た
。
さ
ら
に
、
兎
は
足
が
悪

い
う
え
に
、﹁
山
地
に
慣
れ
ざ
る
模
様
を
見
ゆ
る
は
、
ま
さ
し
く
飼
兎
な
る
べ
し
﹂
と
述
べ
、
語
気
を
つ
よ

め
て
、
こ
う
語
っ
た
。

顧お
も

ふ
に
、
本
日
の
猟
に
、
一
の
獲
物
も
な
き
よ
り
、
予
の
不
興
に
あ
る
べ
し
と
思
ひ
て
、
飼
兔
を
放

ち
た
る
も
の
な
る
べ
き
か
、
甚
だ
心
得
ぬ
業
な
り
、
予
は
猟
を
好
め
ど
、
漫み

だ

り
に
生
け
る
も
の
を
殺

す
こ
と
を
好
ま
ず
。
只
山
野
を
跋
渉
し
て
、
身
体
の
保
養
と
も
な
り
、
晴
朗
の
空
気
を
呼
吸
し
て
、

自
ら
慰
む
も
の
な
る
に
、
何
を
苦
し
ん
で
、
獲
物
な
き
を
悲
し
ま
ん
や
、
況ま

し
て
片
足
跛な

え
た
る
兎

を
放
つ
は
、
甚
だ
心
得
ぬ
こ
と
ゝ
云
ふ
べ
し
。

　

周
囲
は
恐
縮
し
て
、
飼
兎
を
見
抜
い
た
嘉
仁
の
眼
力
に
驚
い
た
と
い
う
。
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愛
犬
の
話
に
も
猟
の
話
に
も
、
い
か
に
も
動
物
好
き
の
嘉
仁
ら
し
さ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
明
治
天
皇
や

大
正
天
皇
は
生
物
学
研
究
の
道
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
両
天
皇
の
動
物
好
き
は
、
以
後
の
天
皇
家

に
も
継
承
さ
れ
た
。

三
皇
孫
の
好
み

﹃
皇
族
及
皇
族
﹄
に
よ
れ
ば
、
皇
孫
の
裕
仁
（
１
９
０
１
年
生
ま
れ
）
と
雍
仁
（
１
９
０
２
年
生
ま
れ
）
が
学

習
院
初
等
学
科
で
﹁
最
も
優
れ
て
他
生
に
秀
で
給
ふ
は
算
術
﹂
と
あ
る
。
歴
史
も
好
み
、
な
か
で
も
義
家
、

義
経
、
頼
朝
、
秀
吉
、
清
正
な
ど
の
武
将
の
談
話
を
喜
ん
で
聞
い
た
。
歴
史
絵
を
見
れ
ば
、
誰
が
誰
か
わ

か
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
裕
仁
は
ア
メ
リ
カ
の
﹁
リ
ン
コ
ル
ン
（
リ
ン
カ
ー
ン
）﹂
を
好
ん
だ
と
あ
る
。

　

趣
味
は
相す

も
う撲

、
将
棋
、
唱
歌
、
絵
画
、
武
事
、
遊
泳
な
ど
で
、
動
物
や
乗
馬
の
ほ
か
、
博
物
採
集
な
ど

も
好
ん
だ
。

　

乗
馬
は
大
元
帥
と
な
る
天
皇
に
と
っ
て
は
重
要
な
技
術
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
幼
い
皇
孫
の
御
用
邸

は
木
馬
の
み
な
の
で
、
青
山
御
殿
（
東
宮
御
所
）
内
で
本
物
の
馬
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
、
木
馬
で
は
物
足
ら

な
く
思
い
、
裕
仁
は
﹁
淳あ

つ

さ
ん
﹇
淳
宮
、
雍
仁
の
幼
名
﹈
本
当
の
馬
が
好い

い
ね
﹂（﹇
　
﹈
内
は
著
者
に
よ
る
補

足
、
以
下
同
様
）
と
述
べ
、
雍
仁
は
﹁
然さ

で
御
座
い
ま
す
、
本
当
の
馬
が
面
白
う
御
座
い
ま
す
﹂
と
裕
仁
に
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賛
成
し
、
乗
馬
の
稽
古
を
申
し
出
た
と
い
う
。
雍
仁
も
の
ち
に
陸
軍
軍
人
と
し
て
馬
を
乗
り
こ
な
す
こ
と

に
な
る
。

　

宮
内
庁
編
﹃
昭
和
天
皇
実
録
﹄（
以
下
﹃
実
録
﹄
と
略
す
）
に
よ
れ
ば
、
１
９
０
７
年
６
月
23
日
、
皇
太

子
嘉
仁
は
、
満
６
歳
の
長
男
・
裕
仁
と
、
２
日
後
に
５
歳
に
な
る
次
男
・
雍
仁
を
、
交
替
で
は
じ
め
て
馬

に
乗
せ
た
。
10
月
20
日
、
裕
仁
は
主
馬
寮
赤
坂
分
廐
で
朝
鮮
馬
を
見
、
新
た
に
完
成
し
た
鞍
を
つ
け
﹁
隠

岐
島
﹂
号
に
乗
っ
た
。
こ
れ
が
裕
仁
の
最
初
の
乗
馬
と
さ
れ
る
。
翌
08
年
９
月
12
日
、
21
日
、
10
月
12
日

に
、
裕
仁
は
主
馬
寮
で
御
料
馬
﹁
会か

い

寧ね
い

﹂
に
乗
っ
て
い
る
。

　

１
９
１
１
年
４
月
７
日
に
調
馬
師
３
名
が
前
後
に
つ
い
て
﹁
会
寧
﹂
に
乗
り
、
同
27
日
に
主
馬
寮
分
廐

で
裕
仁
の
正
式
の
乗
馬
稽
古
が
開
始
さ
れ
た
。﹁
会
寧
﹂
で
埒ら

ち

内な
い

10
周
、
並
足
20
分
だ
っ
た
。
５
月
２
日
、

車
馬
監
の
根
村
当ま

さ

守も
り

が
裕
仁
の
乗
馬
主
任
と
な
っ
た
。
乗
馬
は
近
代
の
歴
代
天
皇
の
た
し
な
み
で
あ
り
、

ま
た
親
愛
の
情
を
も
っ
て
動
物
と
直
接
に
触
れ
る
機
会
で
も
あ
っ
た
。

動
物
好
き
の
三
皇
孫

﹃
皇
室
及
皇
族
﹄
は
、
三
皇
孫
の
動
物
好
き
に
つ
い
て
、﹁
猛
獣
た
る
と
家
畜
た
る
と
に
論
な
く
、
可
愛
い

小
犬
に
て
も
、
恐
ろ
し
き
虎
、
熊
、
獅
子
の
類
に
て
も
、
平
等
に
好
ま
せ
ら
れ
て
、
一
一
其
性
質
を
御
存

29 第１章　　昭 和 天 皇 と 生 物 学 研 究



知
あ
り
﹂
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
々
上
野
の
動
物
園
に
行
き
、
帝
国
博
物
館
主
事
久
保
田
鼎
や
同

技
手
の
黒
川
義
太
郎
の
案
内
で
１
号
室
か
ら
順
次
見
学
し
た
と
い
う
。
同
書
に
は
、
三
皇
孫
の
動
物
園
で

の
様
子
に
つ
い
て
、
こ
う
あ
る
。

象
の
前
に
て
は
暫
く
御
歩
み
を
止
め
給
ひ
、
更
に
猿
及
び
鹿
に
は
、
三
殿
下
共
餌
を
与
へ
ら
れ
、
新

入
の
珍
客
天
狗
猿
に
は
御
手
を
触
れ
さ
せ
給
ひ
、
ナ
マ
ケ
モ
ノ
に
は
、
光
宮
［
の
ち
の
高
松
宮
］
殿
下

御
手
づ
か
ら
林
檎
を
与
へ
さ
せ
ら
れ
た
り
。
鰐
蜥
蜴
は
未
だ
陳
列
の
運
び
に
至
り
居
ら
ざ
り
し
か
ば
、

仮
室
に
て
御
覧
に
入
れ
た
り
、
斯
く
て
御
馴
染
の
手
長
猿
及
び
北
極
熊
に
痛
く
興
ぜ
ら
れ
し
後
、
園

内
東
南
隅
の
御
休
憩
所
に
て
、
約
二
十
分
程
御
休
憩
中
、『
手
長
猿
を
此
処
に
連
れ
来
る
事
出
来
る

か
』
と
の
仰
せ
あ
り
。
黒
川
技
師
［
技
手
］
は
謹
ん
で
御
受
け
申
し
、
室
内
に
入
れ
た
る
に
、
三
殿

下
に
は
、
猿
が
例
の
如
く
長
き
手
を
以
て
、
御
前
に
悪ふ

ざ戯
け
廻
り
、
果
は
恐
れ
気
も
無
く
、
芝
生
の

上
に
飛
び
歩
く
を
御
覧
ぜ
ら
れ
、
此
上
な
く
御
満
足
の
体
に
て
御
還
啓
遊
ば
さ
れ
た
る
事
あ
り
き
。

﹃
実
録
﹄
に
も
裕
仁
の
幼
少
時
か
ら
の
動
物
な
ど
へ
の
関
心
が
適
宜
記
録
さ
れ
て
い
る
。
１
９
０
２
年
（
明

治
35
）、
満
２
歳
の
裕
仁
は
６
月
２
日
に
母
の
皇
太
子
妃
節さ

だ

子こ

か
ら
ニ
ワ
ト
リ
の
玩
具
を
、
翌
３
日
に
祖
母
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の
皇
后
美は

る

子こ

か
ら
木
馬
を
も
ら
っ
た
。
03
年
10
月
８
日
、
浜
離
宮
で
魚
釣
り
、
投
網
を
し
、
漁
獲
の
ボ
ラ

を
昼
に
、
ク
ロ
ダ
イ
を
夜
に
食
し
た
。
同
16
日
、
代
々
木
御
料
地
で
ブ
ル
ド
ッ
グ
な
ど
各
種
の
犬
を
見
て

い
る
。

　

日
露
戦
争
開
戦
翌
年
の
１
９
０
５
年
５
月
22
日
、
裕
仁
は
雍
仁
と
と
も
に
、
満
州
軍
総
司
令
官
大お

お

山や
ま

巌
い
わ
お

ら
か
ら
献
上
さ
れ
た
ロ
バ
２
頭
を
見
た
。
06
年
３
月
16
日
、
三
嶋
大
社
か
ら
献
上
さ
れ
た
ハ
ト
３
羽
を
持

ち
帰
り
、
飼
育
の
の
ち
放
生
し
た
。
同
31
日
、
沼
津
の
大
山
巌
別
邸
海
岸
の
洞
窟
（
姥う

ば

ヶが

懐
ふ
と
こ
ろ）
付
近
で
イ

ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
を
探
し
た
。
４
月
２
日
、
沼
津
の
牛う

し

臥ぶ
せ

付
近
で
ド
ジ
ョ
ウ
す
く
い
を
し
た
。

　

07
年
４
月
８
日
、
三
皇
孫
で
上
野
の
帝
室
博
物
館
附
属
動
物
園
に
出
か
け
、
久
保
田
主
事
や
黒
川
技
手

の
案
内
で
、
キ
リ
ン
を
見
た
。
日
本
に
渡
来
し
た
最
初
の
キ
リ
ン
で
あ
り
、
同
月
３
日
か
ら
公
開
さ
れ
て

い
た
。

　

上
野
動
物
園
は
１
８
８
２
年
３
月
20
日
に
農
商
務
省
博
物
局
附
属
の
動
物
園
と
し
て
開
園
し
、
86
年
に

宮
内
省
の
所
管
と
な
っ
た
。
以
後
、
イ
タ
リ
ア
の
チ
ャ
リ
ネ
曲
馬
団
で
生
ま
れ
た
ト
ラ
を
は
じ
め
、
ア
ジ

ア
ゾ
ウ
、
フ
タ
コ
ブ
ラ
ク
ダ
、
ド
イ
ツ
の
ハ
ー
ゲ
ン
ベ
ッ
ク
動
物
園
か
ら
の
ラ
イ
オ
ン
や
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ

マ
が
集
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
１
９
０
７
年
に
キ
リ
ン
が
届
い
た
の
で
あ
る
。

　

裕
仁
ら
皇
孫
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
動
物
を
見
学
す
る
た
め
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
上
野
動
物
園
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に
行
っ
た
。
上
野
動
物
園
は
、
の
ち
１
９
２
４
年
（
大
正
13
）
の
裕
仁
（
こ
の
こ
ろ
は
皇
太
子
）
の
成
婚
を

記
念
し
て
、
上
野
公
園
と
と
も
に
東
京
市
に
下
賜
さ
れ
る
。

　

こ
の
間
、
皇
太
子
の
生
物
好
き
が
知
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
標
本
、
剝
製
、
生
き
た
動
植
物
が
献
上
さ
れ

た
。
１
９
１
２
年
６
月
26
日
に
は
、
南
極
大
陸
を
探
検
し
た
白し

ら

瀬せ

矗の
ぶ

か
ら
ペ
ン
ギ
ン
の
剝
製
が
届
い
た
。

翌
13
年
９
月
26
日
に
は
ト
ラ
ッ
ク
島
で
捕
獲
さ
れ
た
タ
イ
マ
イ
（
海
亀
）
が
、
14
年
５
月
21
日
に
は
ワ
ニ

が
献
上
さ
れ
た
。
ハ
チ
ド
リ
、
五
色
鳥
、
ム
サ
サ
ビ
の
標
本
も
あ
っ
た
。

歴
史
か
生
物
学
か

　

裕
仁
は
、
は
じ
め
歴
史
に
も
関
心
が
あ
っ
た
が
、
将
来
の
天
皇
が
歴
史
や
政
治
を
専
門
的
に
学
ぶ
の
は
、

南
北
朝
問
題
や
西
洋
の
政
治
革
命
な
ど
に
も
関
わ
る
の
で
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
西
園
寺
公
望
ら
側
近
の

判
断
も
あ
り
、
次
第
に
生
物
学
研
究
に
時
間
を
割
く
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
裕
仁
自
身
は
、
天
皇
に
な
っ
て
在
位
50
年
式
典
が
行
わ
れ
る
前
の
１
９
７
６
年
（
昭
和
51
）
11
月
６

日
の
吹
上
御
苑
の
林
鳥
亭
で
の
記
者
会
見
で
、
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

私
は
歴
史
を
学
ぶ
途
中
で
生
物
学
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
学
問
的
な
も
の
で
は
な
い
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が
、
初
等
科
の
頃
、
沼
津
や
葉
山
で
貝
を
集
め
る
こ
と
を
楽
し
ん
だ
。

学
校
に
入
っ
て
か
ら
松
村
松
年
の
立
派
な
昆
虫
図
鑑
の
本
を
ひ
も
と
き
、
そ
れ
で
昆
虫
の
名
前
を
決

め
た
こ
と
も
あ
る
。
幸
い
、
私
の
侍
女
と
松
年
は
懇
意
で
あ
っ
た
。
侍
女
は
足
立
タ
カ
、
の
ち
の
鈴

木
貫
太
郎
夫
人
で
す
が
、
少
し
わ
か
ら
な
い
と
松
年
に
昆
虫
の
名
前
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
。

そ
う
い
う
関
係
で
、
生
物
学
の
方
は
小
さ
い
時
か
ら
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
で
、
趣
味
は
ど
う
し

て
も
生
物
の
方
だ
っ
た
。

歴
史
に
私
が
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
御
学
問
所
の
時
代
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
箕
作
博
士
の
本

で
、
一
番
よ
く
読
ん
だ
の
は
、
テ
ー
ベ
の
勃
興
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
時
代
に
わ
た
る
、
英
仏
百

年
戦
争
の
興
亡
史
で
あ
っ
た
。

箕
作
の
本
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
第
一
次
大
戦
の
戦
争
史
で
、
そ
う
い
う
戦
争
や
政
治
史
に
関
係

し
た
も
の
に
、
興
味
が
あ
っ
た
。
歴
史
の
基
礎
は
で
き
て
い
た
。
深
く
や
る
の
は
、
そ
う
い
う
方
面

が
好
き
だ
っ
た
か
ら
だ
。

い
ろ
ん
な
人
か
ら
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
っ
た
し
、
健
康
の
方
か
ら
い
っ
て
も
、
座
禅
的
な
も
の

だ
っ
た
か
ら
、
生
物
学
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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ち
な
み
に
、
松
村
松し

ょ
う

年ね
ん

は
日
本
の
昆
虫
学
の
創
始
者
、
箕
作
博
士
は
箕み

作つ
く
り

元げ
ん

八ぱ
ち

で
西
洋
史
学
の
第
一

人
者
だ
っ
た
。

　

裕
仁
は
歴
史
も
好
き
だ
っ
た
が
、
歴
史
は
利
用
さ
れ
や
す
い
こ
と
、
座
禅
的
な
こ
と
（
座
学
と
い
う
意
味

だ
ろ
う
）
な
ど
か
ら
、
野
外
で
動
き
回
り
健
康
上
も
好
ま
し
い
生
物
学
を
選
ん
だ
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
歴

史
学
へ
の
関
心
も
深
く
、
将
来
は
国
家
元
首
と
な
り
大
元
帥
と
な
る
裕
仁
に
と
っ
て
、
政
治
や
軍
事
の
専

門
的
な
知
識
も
必
要
で
あ
っ
た
。
趣
味
や
遊
興
三
昧
で
政
治
や
軍
事
に
無
知
な
天
皇
で
は
、
側
近
も
困
っ

た
は
ず
だ
。
政
治
や
軍
事
は
、
あ
ま
り
探
究
し
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
て
、
探
究
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

生
物
学
、
そ
れ
も
研
究
者
が
少
な
く
、
政
治
や
軍
事
に
影
響
し
な
い
粘ね

ん

菌き
ん

研
究
の
道
が
無
難
だ
っ
た
ろ
う
。

裕
仁
、
顕
微
鏡
を
の
ぞ
く

　

さ
て
、
１
９
０
６
年
12
月
31
日
、
裕
仁
は
養
育
掛
長
の
丸
尾
錦
作
に
将
来
の
進
学
希
望
を
問
わ
れ
、
高

等
師
範
学
校
と
答
え
た
。
雍
仁
は
高
等
師
範
学
校
に
入
り
、
そ
の
後
、
陸
軍
の
学
校
に
行
く
と
答
え
た
。

と
も
に
先
生
を
希
望
し
て
い
た
の
だ
。
天
皇
に
な
ら
な
い
次
男
の
雍
仁
は
将
来
は
陸
海
軍
の
ど
ち
ら
か
の

軍
人
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
陸
軍
の
学
校
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
ま
だ
５
歳
と
４
歳
の
子
供

な
の
で
、
漠
然
と
し
た
希
望
だ
が
、
勉
強
の
世
界
が
気
に
入
っ
て
い
た
の
は
確
か
な
よ
う
だ
。
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08
年
２
月
27
日
に
、
裕
仁
は
４
月
よ
り
学
習
院
初
等
学
科
に
６
年
間
就
学
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
乃の

木ぎ

希ま
れ

典す
け

学
習
院
院
長
は
、
初
等
学
科
主
任
に
﹁
将
来
陸
海
の
軍
務
に
つ
か
せ
ら
る
べ
き
に
つ
き
、
其
の
御
指

導
に
注
意
す
る
こ
と
﹂
な
ど
の
覚
書
を
作
成
さ
せ
た
。
日
露
戦
後
で
も
あ
り
、
乃
木
の
質
実
剛
健
の
教
育

が
学
習
院
の
気
風
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
乃
木
も
明
治
天
皇
崩
御
の
後
の
12
年
９
月
13
日
に
自
刃

し
た
。

　

こ
の
間
、
裕
仁
は
軍
事
講
話
を
聞
い
た
り
、
軍
艦
﹁
相
模
﹂
に
乗
艦
し
た
り
、
将
来
の
大
元
帥
と
し
て

の
素
地
を
作
っ
て
い
っ
た
。
他
方
、
動
植
物
や
貝
へ
の
関
心
も
高
ま
り
、
採
集
や
顕
微
鏡
観
察
な
ど
も
し

た
。
三
皇
孫
は
、
も
と
も
と
幼
児
期
か
ら
博
物
採
集
へ
の
関
心
は
高
か
っ
た
。
本
の
昆
虫
、
四
足
獣
、
草

木
な
ど
の
挿
入
絵
へ
の
興
味
か
ら
、
裕
仁
と
雍
仁
は
（
当
時
、
弟
の
宣
仁
は
ま
だ
幼
か
っ
た
）、
御
用
邸
滞
在

中
に
は
昆
虫
お
よ
び
植
物
の
採
集
器
を
担
い
、
捕
虫
網
を
手
に
、
野
原
を
歩
き
回
り
、
採
集
の
昆
虫
は
絵

本
で
調
べ
、
摘
ん
で
き
た
草
花
は
、
三
皇
孫
が
そ
れ
ぞ
れ
の
卓
上
の
花
瓶
に
挿
し
た
と
い
う
（﹃
皇
室
及
皇

族
﹄）。

﹃
実
録
﹄
に
は
、
裕
仁
の
初
等
学
科
入
学
後
の
08
年
７
月
の
葉
山
の
避
暑
中
に
、
昆
虫
、
貝
、
草
花
の
採

集
、
魚
捕
を
し
た
と
あ
る
。
９
月
26
日
に
は
新
宿
御
苑
で
バ
ッ
タ
、
ム
カ
ゴ
な
ど
を
採
り
、
27
日
に
は
浜

離
宮
で
コ
オ
ロ
ギ
を
獲
っ
た
。
11
月
22
日
、
新
宿
御
苑
で
拾
っ
た
木
の
実
が
カ
ン
ナ
と
の
説
明
に
納
得
せ
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ず
、
自
ら
タ
イ
ザ
ン
ボ
ク
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
09
年
５
月
30
日
に
は
養よ

う

蚕さ
ん

所
で
カ
イ
コ
を
顕

微
鏡
で
見
て
い
る
。
顕
微
鏡
の
歴
史
は
古
く
、
日
本
に
も
幕
藩
時
代
の
１
７
５
０
年
ご
ろ
に
オ
ラ
ン
ダ
か

ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
工
業
的
に
作
ら
れ
た
最
初
は
07
年
の
田
中
杢
次
郎
の
田
中
式
６
０

０
倍
顕
微
鏡
と
い
わ
れ
、
こ
れ
は
皇
太
子
嘉
仁
に
献
上
さ
れ
て
い
る
。
裕
仁
が
用
い
た
の
は
、
あ
る
い
は

そ
の
顕
微
鏡
か
も
し
れ
な
い
。

裕
仁
、
博
物
学
者
に
な
り
た
い
と
の
希
望
を
も
ら
す

　

さ
ら
に
裕
仁
は
、
同
１
９
０
９
年
６
月
13
日
に
水
棲
虫
類
の
採
集
、
17
日
に
ア
ル
コ
ー
ル
漬
け
の
ホ
タ

ル
イ
カ
の
観
察
、
18
日
に
日
食
観
測
を
し
た
。
10
月
４
日
に
浜
離
宮
で
虫
捕
り
を
し
、
名
和
昆
虫
研
究
所

の
様
子
を
聞
い
た
。
名
和
昆
虫
研
究
所
は
、
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
命
名
者
で
あ
る
名
和
靖
が
、
害
虫
駆
除
や
益

虫
保
護
の
研
究
の
た
め
１
８
９
６
年
に
設
立
し
、
名
和
の
子
孫
が
館
長
を
つ
と
め
、
現
在
も
岐
阜
市
に

あ
る
。

　

翌
１
９
１
０
年
１
月
19
日
、
沼
津
御
用
邸
で
貝
の
分
類
整
理
を
し
た
。
３
月
20
日
に
は
海
藻
を
採
集
し
、

侍
女
に
押
し
葉
作
成
を
命
じ
て
い
る
。
10
月
１
日
に
学
習
院
へ
の
通
学
が
は
じ
ま
り
、
昆
虫
魚
介
標
本
を

持
参
し
た
。
19
日
に
は
農
商
務
省
水
産
講
習
所
で
カ
ツ
オ
ブ
シ
に
生
じ
る
菌
類
を
顕
微
鏡
で
観
察
。
こ
う
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し
た
裕
仁
の
活
動
の
た
め
、
11
月
24
日
に
は
旧
明
宮
（
嘉
仁
）
御
殿
を
皇
孫
仮
御
殿
内
に
移
築
し
、
新
標

本
室
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
幼
児
期
、
少
年
期
の
体
験
を
重
ね
て
、
裕
仁
は
動
植
物
や
貝
類
へ
の
関
心
を
強
め
、
１
９
１

３
年
12
月
29
日
、
満
12
歳
の
裕
仁
は
﹁
博
物
博
士
﹂
に
な
り
た
い
と
の
希
望
を
側
近
に
漏
ら
し
た
、
と
﹃
実

録
﹄
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
天
皇
や
大
正
天
皇
は
動
物
好
き
で
あ
り
な
が
ら
も
、
な
ぜ
裕
仁
の
よ
う
に
生
物
学
研

究
の
道
に
進
ま
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
の
一
つ
は
、
時
代
の
違
い
だ
ろ
う
。
幕
末
・
明
治
の
政
治

的
動
乱
期
に
あ
っ
て
、
京
都
の
公
家
か
ら
突
然
に
国
家
元
首
と
な
っ
た
多
忙
さ
は
、
生
物
学
は
お
ろ
か
、

学
問
研
究
の
時
間
的
余
裕
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
大
正
天
皇
に
は
時
間
的
余
裕
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
大
正
天
皇
は
生
来
の
病
弱
の
た
め
、
健
康
維
持
の
た
め
の
行
啓
が
重
ん
じ
ら
れ
、
学
習

院
で
の
教
育
も
十
分
に
こ
な
せ
る
状
況
に
な
か
っ
た
。
大
正
天
皇
自
身
は
多
く
の
事
柄
に
深
い
興
味
を
示

し
て
い
た
が
、
持
続
的
で
緻
密
な
研
究
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
体
質
に
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

第
二
に
、
近
代
学
問
を
学
ぶ
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。
裕
仁
の
時
代
に
は
、
近
代
の
学

問
全
般
を
学
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
作
り
が
で
き
て
い
た
。
裕
仁
は
、
学
習
院
初
等
学
科
や
東
宮
学
問
所

で
、
裕
仁
を
中
心
に
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
指
導
教
師
の
も
と
で
体
系
的
な
学
び
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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し
か
も
裕
仁
自
身
そ
う
し
た
体
制
に
な
じ
み
や
す
い
力
量
と
気
質
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
学
科
の
好
み

は
あ
り
、
算
数
よ
り
理
科
、
文
学
よ
り
歴
史
に
関
心
が
高
か
っ
た
。
理
科
の
好
み
が
、
生
来
の
動
植
物
好

き
、
採
集
好
き
を
刺
戟
し
て
、
生
物
学
へ
の
道
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
裕
仁
、
雍
仁
、
宣
仁
の
三
皇
孫
は
と
も
に
同
じ
よ
う
な
教
育
を
受
け
な
が
ら
、
裕
仁
だ
け
が
生

物
学
を
生
涯
の
研
究
と
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
将
来
の
天
皇
と
な
る
者
と
、
な
ら
な
い
者
と
の
違
い

が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
裕
仁
は
国
家
元
首
、
大
元
帥
の
責
任
あ
る
地
位
に
就
く
が
、
現
場
で
の
肉
体
活
動
を

と
も
な
う
義
務
は
少
な
い
。
雍
仁
と
宣
仁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
陸
軍
と
海
軍
に
進
み
、
職
業
軍
人
と
し
て
行
軍

や
艦
隊
作
業
な
ど
に
従
事
し
た
。
軍
の
宿
舎
で
寝
食
し
、
一
般
兵
士
ら
と
の
交
流
も
多
い
。
し
か
も
、
皇

族
と
し
て
外
国
要
人
接
待
の
晩ば

ん

餐さ
ん

会
や
視
察
な
ど
の
公
務
も
あ
る
。
天
皇
よ
り
あ
る
意
味
、
多
忙
で
あ
る
。

対
し
て
、
天
皇
は
他
の
皇
族
と
比
べ
て
、
多
く
の
要
人
と
関
わ
り
、
自
由
時
間
が
少
な
い
。
不
自
由
さ
の

な
か
で
の
わ
ず
か
な
︿
自
由
﹀
が
、
生
物
学
研
究
に
没
頭
し
て
い
る
時
間
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
と
ま
っ

た
時
間
が
な
く
て
も
、
こ
ま
め
に
積
み
重
ね
て
い
け
る
の
も
利
点
だ
ろ
う
。

服
部
広
太
郎

　

１
９
１
４
年
４
月
、
す
で
に
皇
太
子
と
な
っ
て
い
た
裕
仁
が
、
学
習
院
初
等
学
科
を
卒
業
し
た
。
そ
の
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後
は
、
中
等
科
に
は
進
学
せ
ず
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
高
輪
の
東
宮
御
所
内
に
設
け
ら
れ
た
東
宮
学
問
所

で
５
人
の
学
友
と
と
も
に
、
７
年
間
の
教
育
を
受
け
る
。
設
立
の
発
案
者
は
学
習
院
院
長
だ
っ
た
乃
木
希

典
だ
っ
た
が
、
す
で
に
亡
く
、
学
問
所
総
裁
に
は
東と

う

郷ご
う

平へ
い

八は
ち

郎ろ
う

が
就
任
し
た
。
日
露
戦
争
の
両
雄
、
陸
軍

の
乃
木
、
海
軍
の
東
郷
が
関
わ
っ
た
東
宮
学
問
所
は
、
将
来
の
国
家
元
首
か
つ
大
元
帥
と
な
る
皇
太
子
の

た
め
の
特
別
な
教
育
機
関
で
あ
っ
た
。

　

科
目
は
倫
理
、
国
文
、
漢
文
、
歴
史
、
地
理
、
地
文
、
数
学
、
理
化
学
、
博
物
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
習
字
、

美
術
史
、
法
制
経
済
、
武
課
、
体
操
、
馬
術
、
軍
事
講
話
で
あ
る
。
馬
術
や
軍
事
講
話
を
の
ぞ
け
ば
、
一

般
の
中
学
校
の
科
目
と
同
じ
で
あ
る
。
当
時
、
外
国
語
は
宮
中
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　

東
宮
学
問
所
の
教
育
の
主
た
る
目
的
は
、
帝
王
教
育
で
あ
り
、
な
か
で
も
倫
理
が
主
流
だ
っ
た
。
そ
の

担
当
教
師
は
杉
浦
重
剛
。
杉
浦
は
日
本
中
学
校
と
い
う
私
立
中
学
校
の
校
長
で
、
ほ
か
の
教
員
が
東
京
帝

国
大
学
や
学
習
院
の
教
授
や
外
務
官
僚
、
陸
海
軍
軍
人
で
あ
る
な
か
で
異
色
だ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
杉

浦
の
倫
理
学
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
杉
浦
は
の
ち
に
、
裕
仁
と
良
子
の
結
婚
に
異
議
を
唱
え

た
山
県
有
朋
ら
が
惹
き
起
こ
し
た
宮
中
某
重
大
事
件
で
は
、
久
邇
宮
家
側
に
味
方
し
、
結
婚
に
反
対
す
る

山
県
一
派
と
対
抗
す
る
激
し
さ
も
み
せ
る
。

　

歴
史
は
白
鳥
庫
吉
が
担
当
し
た
。
裕
仁
は
歴
史
に
熱
心
で
、
白
鳥
が
紹
介
し
た
箕
作
元
八
の
著
書
を
放
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課
後
に
も
読
ん
で
い
た
。
当
時
、
白
鳥
は
亡
き
乃
木
希
典
学
習
院
院
長
に
﹁
神
話
と
歴
史
は
別
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
と
く
と
生
徒
に
話
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
了
解
し
て
も
ら
い
た
い
﹂（
永
積
寅
彦
﹃
昭
和
天

皇
と
私
﹄）
と
述
べ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
裕
仁
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

東
宮
学
問
所
の
博
物
を
担
当
し
た
の
が
服は

っ

部と
り

広ひ
ろ

太た

郎ろ
う

で
あ
る
。
博
物
好
き
だ
っ
た
裕
仁
に
と
っ
て
、
東

宮
学
問
所
の
目
に
見
え
る
具
体
的
な
成
果
は
、
服
部
と
の
出
会
い
か
も
し
れ
な
い
。
１
８
７
５
年
生
ま
れ

の
服
部
は
裕
仁
よ
り
26
歳
上
、
父
の
嘉
仁
よ
り
４
歳
上
で
あ
る
。
菌
類
を
専
門
に
し
た
東
京
帝
国
大
学
講

師
で
あ
っ
た
。
東
宮
職
御
用
掛
と
な
っ
て
裕
仁
の
生
物
学
の
師
と
し
て
知
ら
れ
、
の
ち
１
９
２
８
年
新
設

の
生
物
学
研
究
所
の
設
計
に
も
関
わ
っ
た
。
服
部
は
旧
尾
張
徳
川
藩
主
家
の
徳
川
義
親
侯
爵
の
指
導
者
で

も
あ
る
。
徳
川
義
親
は
東
京
帝
国
大
学
国
史
科
で
木
曽
林
政
を
論
文
に
書
い
た
が
経
済
史
的
研
究
と
さ
れ

不
評
で
、
こ
れ
に
不
満
を
も
っ
た
徳
川
は
国
史
科
卒
業
後
に
理
科
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
顕
微
鏡
も
覗
い
た

こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
服
部
の
指
導
を
受
け
て
懸
命
に
学
ん
だ
。
彼
は
卒
業
後
は
自
邸
に
小
さ
な
実
験
室

を
作
っ
て
、
１
９
１
４
年
に
武
蔵
小
山
に
徳
川
生
物
学
研
究
所
を
設
立
し
、
服
部
を
所
長
に
迎
え
た
。
の

ち
徳
川
生
物
学
研
究
所
は
目
白
の
徳
川
邸
内
に
移
さ
れ
、
ク
ロ
レ
ラ
な
ど
を
開
発
し
た
。

　

裕
仁
が
学
習
院
初
等
学
科
を
卒
業
し
、
高
輪
御
所
に
東
宮
学
問
所
が
設
置
さ
れ
た
年
は
、
徳
川
生
物
学

研
究
所
設
立
の
年
で
も
あ
り
、
そ
の
所
長
の
服
部
が
裕
仁
の
博
物
学
の
先
生
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
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縁
も
あ
っ
て
、
裕
仁
と
徳
川
は
生
物
学
を
介
し
て
交
流
が
あ
り
、
の
ち
の
太
平
洋
戦
争
中
に
は
、
徳
川
は

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
昭
南
博
物
館
長
と
な
り
、
現
地
で
発
見
し
た
発
光
カ
タ
ツ
ム
リ
な
ど
を
裕
仁
に
献
上
し

て
い
る
（
徳
川
義
親
﹃
最
後
の
殿
様
﹄、
小
田
部
雄
次
﹃
徳
川
義
親
の
十
五
年
戦
争
﹄）。

生
物
学
研
究
所

﹁
宮
中
に
生
物
学
の
研
究
室
が
初
め
て
設
け
ら
れ
た
の
は
、
大
正
十
四
年
﹇
１
９
２
５
年
﹈
九
月
で
あ
っ
た
。

初
め
は
赤
坂
離
宮
内
苑
の
東
隅
に
、
椎
の
木
の
森
を
背
景
に
し
て
、
五
十
坪
足
ら
ず
の
瀟し

ょ
う

洒し
ゃ

な
平
家
と
、

数
百
坪
の
圃
場
と
、
一
棟
の
飼
育
室
が
設
け
ら
れ
た
﹂
と
服
部
広
太
郎
は
﹁
生
物
学
者
と
し
て
の
陛
下
﹂

（﹃
天
皇
﹄）
に
書
い
て
い
る
。
裕
仁
が
ま
だ
皇
太
子
だ
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
翌
年
の
12
月
に
大
正
天

皇
が
亡
く
な
り
、
裕
仁
が
天
皇
に
即
位
す
る
。

　

天
皇
と
な
っ
た
裕
仁
は
１
９
２
８
年
に
宮
城
（
皇
居
）
に
移
り
、
研
究
室
も
吹
上
御
苑
の
東
南
隅
で
、
賢

所
の
神
域
の
西
側
の
道
路
を
隔
て
た
旧
馬
場
跡
に
改
築
さ
れ
た
。
建
築
は
簡
素
な
が
ら
、
研
究
室
、
図
書

室
、
準
備
室
、
標
本
室
な
ど
﹁
二
百
数
十
坪
﹂
に
増
築
さ
れ
、
広
い
圃
場
と
飼
育
舎
が
あ
っ
た
。
内
部
の

装
飾
も
簡
素
だ
が
、
研
究
上
必
要
な
器
械
、
器
具
、
薬
品
な
ど
を
一
通
り
揃
え
、
必
要
な
参
考
文
献
は
努

め
て
蒐
集
し
た
。
こ
こ
で
、
昭
和
天
皇
は
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
と
研
究
を
続
け
た
。
昭
和
天
皇
亡
き
後
も
、
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平
成
、
令
和
と
研
究
所
は
存
在
し
、
近
年
で
は
、
令
和
の
天
皇
が
研
究
所
の
水
田
で
田
植
え
や
稲
刈
り
を

し
た
こ
と
な
ど
が
報
道
さ
れ
た
。

　

服
部
は
生
物
学
研
究
所
で
の
昭
和
天
皇
の
姿
を
、
敗
戦
後
の
１
９
４
７
年
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
室
の
創
設
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
陛
下
は
国
務
其
他
に
御
支
障
の
無
き
限
り
、
毎
週
土

曜
日
の
午
前
中
若
し
く
は
午
後
に
も
、
引
き
つ
づ
い
て
こ
こ
に
御
成
り
に
な
っ
て
生
物
学
上
の
諸
問

題
に
就
い
て
、
全
く
真
摯
な
一
学
究
と
し
て
冷
静
な
態
度
で
探
究
さ
れ
た
り
、
諸
学
者
の
既
往
の
業

績
に
対
し
て
透
徹
し
た
批
判
を
下
さ
れ
た
り
し
て
研
究
を
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
で
一
旦
研
究
に
着
手

さ
れ
る
と
相
当
の
成
果
が
得
ら
れ
る
迄
は
、
長
年
月
の
間
倦
ま
ず
撓
ま
ず
に
同
一
の
問
題
の
検
討
を

継
続
な
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
つ
て
、
能
く
実
験
科
学
の
要
点
と
も
い
ふ
べ
き
、
事
実
に
即
し
て
理
論

に
入
る
と
い
ふ
こ
と
を
終
始
御
実
践
に
な
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
研
究
室
に
お
出
ま
し
に
な
つ
て
、

生
物
特
有
の
微
妙
な
機
能
を
追
究
し
た
り
、
虚
偽
の
な
い
自
然
界
の
諸
現
象
に
親
し
ま
れ
る
間
だ
け

が
、
全
く
世
外
に
超
然
た
る
心
境
に
あ
ら
せ
ら
る
事
で
あ
ら
う
と
我
々
は
常
に
拝
察
し
て
ゐ
る
。

　

服
部
は
、
研
究
中
は
無
我
の
境
地
に
い
る
天
皇
の
姿
を
見
て
い
た
。
天
皇
は
戦
前
・
戦
中
は
毎
週
土
曜
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だ
け
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
、
毎
週
土
曜
の
ほ
か
、
月
曜
と
木
曜
の
午
後
、
公
務
に
支
障
の
な
い
限
り
研

究
に
い
そ
し
ん
だ
。

ヒ
ド
ロ
ゾ
ア

　

服
部
は
、
昭
和
天
皇
の
採
集
に
つ
い
て
、
御
苑
内
や
那
須
御
用
邸
付
近
の
高
原
地
帯
で
は
主
と
し
て
変

形
菌
類
、
葉
山
御
用
邸
滞
在
中
は
相
模
湾
沿
岸
や
沖
合
に
生
息
す
る
海
藻
類
、
貝
類
、
ウ
ミ
ウ
シ
類
、
ヒ

ド
ロ
ゾ
ア
類
を
主
に
し
、
ま
た
行
幸
先
の
諸
県
下
で
も
多
数
あ
っ
た
と
語
る
。
こ
れ
ら
の
収
集
品
を
詳
細

に
研
究
し
て
検
討
し
、
学
問
上
発
表
さ
れ
て
い
な
い
未
知
の
新
種
と
判
断
し
た
も
の
は
、
内
外
の
専
門
学

者
に
資
料
を
送
り
、
さ
ら
な
る
追
究
を
委
託
し
、
そ
の
学
者
の
名
で
研
究
成
果
を
学
界
に
発
表
し
て
き
た

と
い
う
。
こ
う
し
て
１
９
４
７
年
当
時
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
動
植
物
の
新
種
は
80
余
種
に
達
し
、
ま
だ
命

名
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
20
〜
30
種
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
大
別
す
れ
ば
、
植
物
は
細
菌
類
２
種
、
変

形
菌
類
８
種
、
海
藻
類
（
紅
藻
類
、
褐
藻
類
）
31
種
、
動
物
は
ヒ
ド
ロ
ゾ
ア
17
種
、
腹
足
類
８
種
、
甲
殻
類

３
種
の
ほ
か
、
冠

か
ん
む
り

水く
ら
げ母

類
・
管
水
母
類
各
１
種
、
珊
瑚
虫
類
２
種
ほ
か
、
壁だ

に蝨
類
も
１
種
あ
り
、
一
般
に

は
な
じ
み
の
な
い
翼よ

く

鰓さ
い

類
な
ど
も
あ
る
（
前
掲
﹁
生
物
学
者
と
し
て
の
陛
下
﹂）。
腹
足
類
は
カ
タ
ツ
ム
リ
や

ナ
メ
ク
ジ
の
類
で
あ
る
。

43 第１章　　昭 和 天 皇 と 生 物 学 研 究



　

ヒ
ド
ロ
ゾ
ア
は
ヒ
ド
ロ
虫
綱H

ydrozoa

の
腔
腸
動
物
（
刺
胞
動
物
）
の
総
称
で
、
５
目
に
分
け
ら
れ
、

　

定
着
性
の
ポ
リ
プ
型
、
遊
泳
性
の
ク
ラ
ゲ
型
、
ポ
リ
プ
型
か
ら
ク
ラ
ゲ
型
を
経
て
世
代
交
替
す
る
も
の

な
ど
が
あ
る
。
人
間
に
利
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
一
部
に
刺
胞
毒
の
強
い
も
の
が
あ
る
。
昭
和
天

皇
は
、
刺
胞
毒
の
強
い
ア
ナ
サ
ン
ゴ
モ
ド
キ
類
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　

１
９
７
６
年
８
月
23
日
の
那
須
御
用
邸
附
属
邸
前
庭
で
の
記
者
会
見
で
、
天
皇
は
服
部
の
思
い
出
や
戦

時
中
の
軍
部
の
研
究
へ
の
干
渉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　
記
者	

生
物
学
の
服
部
先
生
の
思
い
出
は
。

　
天
皇		

服
部
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
服
部
か
ら
ハ
イ
ド

ロ
ゾ
ア
の
研
究
を
し
た
ら
ど
う
か
と
、
変
形
菌
の
研
究
を
、
植
物
の
方
で
は
し
た
ら
ど
う
か

と
い
う
ん
で
。

　
記
者	

植
物
分
類
学
は
、
服
部
先
生
か
ら
で
す
か
。

　
天
皇		

分
類
学
の
こ
と
も
聞
い
た
が
、
服
部
の
一
番
の
専
門
は
細
菌
学
。
そ
れ
で
変
形
菌
の
分
類
と

か
、
そ
う
い
う
方
面
を
主
と
し
て
聞
い
た
。

　
記
者	

顕
微
鏡
で
の
ぞ
く
の
は
、
お
疲
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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天
皇		

え
え
、
や
っ
ぱ
り
興
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
さ
っ
き
い
っ
た
よ
う
に
、
興
味
を
持
っ
て
い

る
か
ら
疲
れ
な
い
で
す
。

　
記
者		
当
時
の
軍
部
は
、
陛
下
が
生
物
学
の
研
究
を
し
て
い
る
こ
と
に
、
う
る
さ
か
っ
た
そ
う
で

す
が
。

　
天
皇		

あ
の
頃
は
、
も
う
非
常
に
や
か
ま
し
く
っ
て
、
え
え
、
私
の
名
前
で
発
見
し
た
新
種
を
出
さ

な
い
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
説
が
出
た
ぐ
ら
い
で
。
相
当
あ
の
当
時
は
、
や
か
ま
し
か
っ
た
。

　

戦
時
中
の
研
究
は
、
侍
従
武
官
の
城
英
一
郎
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
１
９
４
３
年
３
月
27
日
ま
で
﹁
御
生

研
﹂
の
記
事
が
あ
り
、
毎
土
曜
日
に
研
究
所
に
通
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
次
は
７
月
24
日
、
８
月

21
日
と
断
片
的
に
な
り
、
以
後
途
絶
え
て
い
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
ハ
イ
ド
ロ
ゾ
ア
はH

ydrozoa

で
、
ヒ
ド
ロ
ゾ
ア
の
こ
と
。
変
形
菌
は
ア
メ
ー
バ
状

の
体
を
変
身
さ
せ
て
キ
ノ
コ
の
よ
う
に
胞
子
を
つ
く
る
生
物
で
、
粘
菌
、
ホ
コ
リ
カ
ビ
な
ど
と
も
い
わ
れ

る
。
昭
和
天
皇
の
ヒ
ド
ロ
ゾ
ア
や
粘
菌
研
究
は
服
部
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



