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は
じ
め
に

　
近
現
代
の
天
皇
の
学
び
や
た
し
な
み
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の

天
皇
の
学
び
や
た
し
な
み
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
テ
ー
マ
は
こ
の

２
つ
に
あ
る
。

　
近
現
代
と
は
、
近
代
と
現
代
と
の
２
つ
の
時
代
を
示
す
言
葉
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
特
徴
を
持
つ
。
た

だ
、
近
現
代
以
前
の
前
近
代
と
い
う
時
代
と
比
べ
れ
ば
、
近
代
と
現
代
は
相
似
る
も
の
も
多
く
、
一
般
に

は
前
近
代
と
区
分
す
る
上
で
、
近
現
代
と
ま
と
め
る
こ
と
も
多
い
。

　
日
本
に
お
け
る
近
代
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
。
明
治
維
新
と
は
、
慶
応
３
年
（
１
８
６
７
年
）

の
大
政
奉
還
、
王
政
復
古
の
大
号
令
、
翌
年
の
戊
辰
戦
争
、
明
治
改
元
に
い
た
る
一
連
の
事
件
と
、
そ
れ

以
後
の
近
代
国
家
創
設
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
に
よ
っ
て
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
新
し
い
国
家
体
制

が
創
設
さ
れ
て
い
く
過
程
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
延
暦
13
年
（
７
９
４
年
）
の
平
安
遷
都
以
来
、
１
０
０
０
年
も
の
長
き
を
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京
都
の
御
所
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
た
天
皇
は
、
江
戸
か
ら
東
京
へ
と
改
称
し
た
近
代
化
さ
れ
ゆ
く
都
市

に
移
り
住
み
、
御
所
か
ら
も
出
で
て
、
日
本
全
国
を
行
幸
し
﹁
人
び
と
の
目
に
ふ
れ
る
天
皇
﹂
と
な
っ
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
武
家
政
権
に
代
わ
る
新
し
い
国
家
体
制
と
政
治
制
度
が
整
え
ら
れ
、
天
皇
は
国
家
元

首
、
大
元
帥
、
現あ

ら

人ひ
と

神が
み

と
し
て
の
立
場
と
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ま
た
現
代
と
い
う
時
代
の
は
じ
ま
り
は
、
昭
和
20
年
（
１
９
４
５
年
）
の
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
の
改

革
に
よ
る
。
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
、
天
皇
は
従
来
の
国
家
元
首
、
大
元
帥
、
現
人
神
で
は
な
く
、
国
の
象

徴
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
新
た
な
立
場
と
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
近
代
と
現
代
で
異
な
る
立
場
と
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
天
皇
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
に
、
そ
の

役
割
と
立
場
の
違
い
を
学
び
、
そ
の
た
し
な
み
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
近
代
の

天
皇
と
比
べ
て
、
ど
の
よ
う
な
類
似
点
と
相
違
点
が
見
い
だ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
歴
代
天
皇
の
学
び
と
た
し
な
み
を
考
え
る
と
き
、
し
ば
し
ば
﹁
帝
王
学
﹂
が
話
題
と
な
る
。﹁
帝
王
学
﹂

と
は
一
般
に
社
長
な
ど
上
に
立
つ
者
に
求
め
ら
れ
る
修
養
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
本
来
は
帝
王
に
な
る

者
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
素
質
や
見
識
な
ど
を
身
に
つ
け
る
修
養
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
世
界
に
は
数
多
く
の
王
朝
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
帝
王
が
お
り
、
そ
の
地
位
が
継
承
さ
れ
て
き

た
。
日
本
で
は
帝
王
と
い
う
地
位
身
分
は
な
か
っ
た
が
、
大お

お

王き
み

、
天
皇
と
い
う
存
在
が
帝
王
的
な
も
の
と
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し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
は
、
日
本
の
場
合
は
、
大
王
や
天
皇
が
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
素
質

や
見
識
な
ど
を
身
に
つ
け
る
修
養
が
﹁
帝
王
学
﹂
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
実
際
の
大
王
や
天
皇
の
な
か
に
は
、
必
ず
し
も
﹁
帝
王
学
﹂
が
備
わ
っ
て
い
た
と
は
思
え
な

い
素
行
が
記
録
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
﹁
帝
王
学
﹂
と
い
う
も
の
が
意
識
さ
れ
た
の
は
、
大

宝
元
年
（
７
０
１
年
）
に
施
行
さ
れ
た
大
宝
令
の
こ
ろ
で
、
東
宮
（
皇
太
子
）
に
仕
え
る
職
員
に
東と

う

宮ぐ
う

傅ふ

が

１
人
置
か
れ
、﹁
道
徳
を
以
て
東
宮
を
輔た

す

け
導
く
こ
と
﹂
と
あ
る
こ
と
に
う
か
が
え
る
。
将
来
の
天
皇
と
な

る
東
宮
の
道
徳
的
教
育
が
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
﹁
帝
王
学
﹂
の
教
科
書
と
し
て
知
ら
れ
る
﹃
帝
範
﹄、﹃
群
書
治
要
﹄、﹃
貞じ

ょ
う

観が
ん

政せ
い
よ
う要

﹄
な
ど
は
、
唐

の
第
２
代
皇
帝
で
あ
る
太
宗
の
時
代
以
後
の
編
纂
に
よ
る
も
の
で
、
日
本
で
は
平
安
時
代
以
後
に
流
布
す

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
に
伝
来
し
た
仏
教
や
儒
教
な
ど
に
よ
る
天
皇
の
善
政
も
、
広
い
意
味
で
の
﹁
帝

王
学
﹂
の
成
果
で
あ
ろ
う
が
、﹁
帝
王
学
﹂
の
教
科
書
が
宮
中
の
必
読
書
と
な
り
、
天
皇
に
進
講
さ
れ
た
り

す
る
よ
う
に
な
る
ピ
ー
ク
は
平
安
時
代
以
降
の
よ
う
だ
。

　
こ
う
し
た
前
近
代
に
お
け
る
﹁
帝
王
学
﹂
は
、
近
代
に
な
っ
て
も
底
流
と
し
て
続
い
て
い
た
。
西
欧
思

想
の
流
入
が
激
し
く
な
っ
た
明
治
に
お
い
て
も
、
明
治
天
皇
は
儒
学
を
尊
重
し
、
西
欧
思
想
へ
は
あ
ま
り

傾
倒
し
な
か
っ
た
。
現
代
に
な
る
と
、
儒
学
が
す
た
れ
欧
米
思
想
が
広
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
﹁
帝
王
学
﹂

5 はじめに



と
い
え
ば
儒
学
思
想
の
範
囲
に
あ
っ
た
。

　
た
だ
儒
学
に
よ
る
﹁
帝
王
学
﹂
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、﹁
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
﹂
が
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
語
が
原
義
で
、﹁
位
が
高
い
者
は
徳
が
高
く
あ
る
べ
し
﹂、
つ
ま
り
は
財
産
、
権
力
、
地
位
の
保
持

に
は
相
応
の
社
会
的
義
務
と
責
務
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
。
欧
州
貴
族
階
級
の
モ
ラ
ル
と

し
て
近
代
日
本
の
上
層
階
層
、
た
と
え
ば
皇
族
、
華
族
の
道
徳
と
し
て
導
入
さ
れ
、
意
識
さ
れ
て
き
た
概

念
で
も
あ
る
。
ま
た
、
現
在
で
も
皇
族
は
じ
め
上
層
階
級
の
品
行
の
基
準
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
現
代
日
本
で
は
、
天
皇
は
﹁
帝
王
﹂
で
は
な
く
﹁
象
徴
﹂
と
い
う
べ
き
で
、
平

成
の
天
皇
は
﹁
象
徴
学
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
違
い
は
重
要
だ
が
、﹁
象
徴
学
﹂
も

広
義
の
﹁
帝
王
学
﹂
と
と
ら
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
時
代
は
、
新
し
い
﹁
帝
王
学
﹂
と
し
て
の
﹁
象

徴
学
﹂
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
時
代
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
﹁
象
徴
﹂
と
し
て
の
﹁
帝
王
学
﹂

が
ど
う
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
変
動
と
、
そ
れ
に

と
も
な
う
天
皇
の
社
会
的
地
位
と
役
割
の
変
化
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
今
日
、
令
和
の
天
皇
は
平
成
の
天
皇
の
﹁
象
徴
﹂
と
し
て
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
、
国
民
に
寄
り
添
い
、

国
民
と
と
も
に
歩
む
皇
室
の
道
を
め
ざ
し
て
い
る
。
多
く
の
国
民
は
こ
う
し
た
令
和
の
天
皇
の
﹁
象
徴
﹂

と
し
て
の
姿
勢
に
、
信
頼
と
敬
意
で
応
じ
て
い
る
。
他
方
、
次
期
の
天
皇
と
さ
れ
る
皇
嗣
家
の
秋
篠
宮
文ふ

み
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仁ひ
と

親
王
は
、
平
成
の
天
皇
と
は
ま
た
違
っ
た
道
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
皇
嗣
家
の
長
男
で
あ
る

悠ひ
さ

仁ひ
と

親
王
の
教
育
に
お
い
て
も
従
来
の
東
宮
教
育
と
は
異
な
る
新
し
い
道
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
だ
。
天

皇
家
と
皇
嗣
家
と
い
う
兄
弟
の
﹁
象
徴
﹂
と
し
て
の
意
識
の
あ
り
方
の
違
い
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
国
民

に
受
容
さ
れ
て
い
く
の
か
は
未
知
数
だ
が
、
歴
代
の
天
皇
の
学
び
と
た
し
な
み
の
文
脈
の
な
か
か
ら
、﹁
象

徴
﹂
と
し
て
の
意
識
の
あ
り
方
の
あ
る
べ
き
姿
の
方
向
性
は
見
え
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
少
な
く
と
も
、
前
近
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
は
国
家
的
事
業
と
し
て
時
代
の
最
先
端
の
官
僚
や
知
識
人

を
総
動
員
し
て
行
っ
た
東
宮
教
育
が
、
今
や
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
な
く
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
家
の
家

庭
内
の
自
助
努
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
天
皇
の
学
び
と
た
し
な
み
に
と
っ
て
、

こ
こ
ろ
も
と
な
い
環
境
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
学
び
と
た
し
な
み
の
歴
史
を
以
下
の
本
編
で
た
ど
っ
て
い
こ
う
。
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歴
代
の
天
皇
の
代
数

　
天
皇
の
学
び
や
た
し
な
み
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
の
個
性
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
も
っ
と

も
重
要
な
の
は
、
そ
の
天
皇
の
生
ま
れ
育
っ
た
時
代
環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
天
皇
の
生
ま
れ
育
っ
た
時
代
の
内
政
や
国
際
関
係
の
状
況
に
よ
っ
て
、
学
び
や
た
し
な
み
の
あ
り
方

が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
現
代
の
天
皇
の
学
び
や
た
し
な
み
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
ま
ず
は
そ
の

前
提
と
な
る
歴
代
天
皇
の
学
び
や
た
し
な
み
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
歴
代
の
天
皇
と
は
、
神
武
天
皇
を
初
代
と
し
、
令
和
の
今
上
天
皇
を
１
２
６
代
と
す
る
も
の
で
、
現
在

の
皇
統
譜
の
記
載
に
基
づ
く
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
歴
代
の
天
皇
と
そ
の
代
数
は
、﹃
古
事
記
﹄
や
﹃
日
本
書
紀
﹄
な
ど
の
神
話
や
故
事
、

伝
承
に
基
づ
く
記
載
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の
幾
代
か
の
天
皇
の
実
存
に
つ
い
て
の
科
学
的
根
拠
は
未
だ
に

不
明
な
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、
歴
代
天
皇
の
代
数
に
つ
い
て
も
、
明
治
３
年
（
１
８
７
０
年
）
の
修
正
に
よ

り
39
代
の
弘
文
天
皇
の
即
位
が
承
認
さ
れ
た
り
、
廃
帝
と
さ
れ
て
い
た
47
代
の
淳
仁
天
皇
と
85
代
の
仲
恭

天
皇
の
２
人
の
天
皇
の
復
帰
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
44
年
（
１
９
１
１
年
）
に
明
治
天
皇
の
裁
可
で
南
北

朝
正
閏
論
争
が
決
着
し
て
、
北
朝
の
天
皇
を
別
系
統
と
し
、
神
武
天
皇
を
初
代
と
し
て
、
明
治
天
皇
を
１

２
１
代
と
す
る
系
図
が
成
立
し
た
。
さ
ら
に
大
正
15
年
（
１
９
２
６
年
）
に
98
代
長
慶
天
皇
の
即
位
が
確
認
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さ
れ
、
当
時
１
２
２
代
で
あ
っ
た
大
正
天
皇
は
１
２
３
代
と
な
っ
て
、
１
２
４
代
の
昭
和
天
皇
、
１
２
５

代
の
平
成
の
天
皇
（
現
上
皇
）、
そ
し
て
１
２
６
代
令
和
の
天
皇
へ
と
続
く
。

　
39
代
の
弘
文
天
皇
は
、
天
智
天
皇
の
皇
子
で
あ
り
、
大
友
皇
子
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
天
智

天
皇
の
死
に
際
し
て
、
天
智
天
皇
の
弟
の
大
海
人
皇
子
と
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
壬
申
の
乱
で
敗
北
し
て
縊

死
し
、
そ
の
間
に
即
位
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
皇
位
の
空
白
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
も
弘

文
天
皇
の
即
位
は
、
皇
位
の
空
白
を
認
め
な
く
な
っ
た
時
代
の
産
物
と
し
て
、
そ
の
即
位
に
疑
問
を
呈
す

る
論
も
あ
る
。

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
時
代
の
、
軍
事
的
長
や
統
一
国
家
の
統
治
者
と
し
て
の
天
皇

　
米
田
雄
介
編
﹃
令
和
新
修
　
歴
代
天
皇
・
年
号
事
典
﹄
は
、
初
代
の
神
武
天
皇
か
ら
１
２
6
代
の
令
和

の
天
皇
ま
で
の
歴
代
天
皇
の
時
代
を
５
つ
に
区
分
し
て
い
る
。﹁﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
の
天
皇
﹂、﹁
古

代
の
天
皇
﹂、﹁
中
世
の
天
皇
﹂、﹁
近
世
の
天
皇
﹂、﹁
近
現
代
の
天
皇
﹂
の
５
区
分
は
、
通
史
的
な
歴
史
学

上
の
時
代
区
分
に
準
じ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
神
話
、
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
現
代
と
分
類
さ
れ
る

時
代
に
在
位
し
た
天
皇
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
時
代
的
特
徴
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
﹁
学
び
﹂
と

﹁
た
し
な
み
﹂
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
把
握
す
る
の
に
も
有
効
な
区
分
だ
。
以
下
、
米
田
雄
介
編
﹃
令
和
新
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修
　
歴
代
天
皇
・
年
号
事
典
﹄
の
ほ
か
、
皇
室
事
典
編
集
委
員
会
編
著
﹃
皇
室
事
典
　
令
和
版
﹄
な
ど
か

ら
、
歴
代
天
皇
の
﹁
学
び
﹂
や
﹁
た
し
な
み
﹂
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
﹁﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
の
天
皇
﹂
で
は
、
初
代
の
神
武
天
皇
か
ら
32
代
の
崇
峻
天
皇
ま
で
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
天
皇
は
神
話
や
伝
承
に
基
づ
く
天
皇
が
多
い
。
主
に
国
づ
く
り
に
奔

走
し
、
当
時
の
中
国
や
朝
鮮
と
の
交
流
も
あ
り
、
そ
う
し
た
内
政
や
外
交
の
な
か
で
奔
走
し
た
天
皇
（
当

時
は
大
王
）
の
姿
が
多
く
描
か
れ
る
。

　
こ
の
﹁﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
の
天
皇
﹂
も
﹁
学
び
﹂
と
﹁
た
し
な
み
﹂
の
視
点
か
ら
、
初
代
の
神

武
天
皇
か
ら
14
代
仲
哀
天
皇
、
15
代
応
神
天
皇
か
ら
32
代
崇
峻
天
皇
に
大
き
く
二
分
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
初
代
か
ら
14
代
ま
で
は
統
一
国
家
の
形
成
と
そ
の
運
営
に
重
点
が
お
か
れ
た
時
代
、
15
代
か
ら
32

代
ま
で
は
大
陸
と
の
交
流
の
な
か
で
、﹃
論
語
﹄、﹃
千
字
文
﹄、
仏
教
、
鷹
狩
な
ど
の
渡
来
文
化
が
入
り
、

そ
の
定
着
が
進
ん
だ
時
代
（
い
わ
ゆ
る
﹁
倭
の
五
王
﹂
の
時
代
）﹂
と
い
え
よ
う
。

　
初
代
か
ら
14
代
ま
で
を
概
観
す
れ
ば
、
初
代
の
神
武
天
皇
は
日
向
か
ら
瀬
戸
内
海
を
経
て
、
紀
伊
に
迂

回
し
、
熊
野
か
ら
中う

ち
つ
く
に洲

（
大
和
）
に
入
っ
た
。
こ
の
間
、
吉
野
な
ど
を
服
従
さ
せ
、
畝
傍
山
の
東
南
橿
原

に
帝
宅
を
造
り
、
辛
酉
の
歳
に
即
位
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
神
武
天
皇
の
東
征
に
功
績
の
あ
っ
た
諸
将
を

褒
賞
し
、
国

く
に
の
み
や
つ
こ

造
や
県あ

が
た

主ぬ
し

に
任
命
し
た
と
い
う
の
が
お
お
よ
そ
の
流
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
神
武
天
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皇
は
国
家
統
一
を
進
め
る
軍
事
的
長お

さ

で
あ
り
、
統
一
国
家
の
統
治
者
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と

さ
れ
る
。

　
以
後
、
２
代
目
以
降
の
天
皇
は
、
都
の
遷
都
な
ど
に
尽
力
す
る
が
、
こ
れ
は
統
治
者
と
し
て
の
一
面
と

い
え
る
。

　
10
代
崇
神
天
皇
は
、
三
輪
山
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
と
す
る
説
や
、
北
方
大
陸
系
の
騎
馬
民
族
の
後

裔
で
あ
る
と
す
る
説
な
ど
も
あ
り
、
崇
神
天
皇
を
事
実
上
の
初
代
天
皇
と
す
る
説
も
あ
る
。
と
は
い
え
、

崇
神
天
皇
も
ま
た
国
家
統
一
の
軍
事
的
長
で
あ
り
、
統
一
国
家
の
統
治
者
と
し
て
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。

　
12
代
景
行
天
皇
の
皇
子
が
日
本
武
尊
で
、
再
叛
す
る
熊
襲
の
討
伐
や
東
国
征
討
で
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で

も
軍
事
的
長
、
統
治
者
と
し
て
の
姿
が
強
調
さ
れ
る
。

　
14
代
仲
哀
天
皇
の
皇
后
が
新
羅
を
征
圧
し
、
百
済
、
高
句
麗
も
従
え
た
と
さ
れ
る
神
功
皇
后
で
あ
る
。

皇
后
は
帰
還
し
て
後
、
九
州
で
応
神
天
皇
を
産
み
、
異
腹
の
皇
子
ら
を
滅
ぼ
し
た
。
か
つ
て
は
神
功
皇
后

を
天
皇
と
す
る
説
も
あ
り
、
今
日
で
は
肯
定
し
が
た
い
説
だ
が
神
功
皇
后
と
卑
弥
呼
と
を
同
一
視
す
る
説

も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
功
皇
后
も
ま
た
軍
事
的
長
、
統
治
者
と
し
て
描
か
れ
る
面
が
多
い
。
さ

ら
に
は
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
の
勝
利
者
と
し
て
の
姿
も
見
え
る
。
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