
書

評

伊
藤
之
雄
・
川
田
稔
編

『
二
〇
世
紀
日
本
の
天
皇
と
君
主
制

…
…
国
際
比
較
の
視
点
か
ら
　
一
八
六
七
～
一
九
四
七
－
1
」

黒
　
沢
　
文
　
貴

　
本
書
は
、
二
〇
世
紀
の
日
本
を
幅
広
い
視
野
か
ら
再
検
討
し
て
い
る
、

「
二
〇
世
紀
と
日
本
研
究
会
」
の
三
冊
目
の
成
果
で
あ
る
。
対
象
地
域
や
専

門
領
域
を
異
に
す
る
、
少
壮
気
鋭
の
研
究
者
た
ち
が
集
う
同
研
究
会
の
成
果

は
、
い
ず
れ
も
世
話
入
の
伊
藤
之
雄
、
川
田
稔
両
氏
を
編
者
に
、
こ
れ
ま
で

に
『
環
太
平
洋
の
国
際
秩
序
の
模
索
と
日
本
…
第
一
次
世
界
大
戦
後
か
ら
五

五
年
体
制
成
立
…
』
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
、
『
二
〇
世
紀
日
米
関

係
と
東
ア
ジ
ア
』
（
風
媒
社
、
二
〇
〇
二
年
）
と
し
て
世
に
問
わ
れ
、
す
で

に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
ど
つ
は
お
そ
ら
く
、
「
積
極
的

に
新
し
い
史
料
を
集
め
、
確
か
な
史
料
に
基
づ
い
て
事
実
を
固
め
、
そ
の
上

で
着
実
で
明
快
な
論
を
立
て
る
と
い
う
手
法
」
（
「
は
じ
め
に
」
二
頁
）
の
共

有
が
、
個
々
の
論
文
の
質
を
高
め
る
と
と
も
に
、
多
く
の
刺
激
的
か
つ
有
益

な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
提
示
に
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
基
本
姿
勢
は
貫
か
れ
て
お
り
、
「
天
皇
と

君
主
制
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
二
冊
以
上
に
論
争
的
な
テ
ー
マ
設
定
と
も

相
ま
っ
て
、
本
書
を
学
術
的
価
値
の
高
い
、
魅
力
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。

は
じ
め
に
本
書
の
構
成
を
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
部
　
日
本
の
君
主
を
め
ぐ
る
政
治
と
制
度

　
第
一
章
　
高
橋
秀
直
「
明
治
維
新
と
国
王
」

　
第
二
章
　
滝
井
一
博
「
伊
藤
博
文
と
立
憲
国
家
の
形
成
　
　
ド
イ
ツ
型

　
　
　
　
　
立
憲
主
義
の
受
容
と
超
克
－
扁

　
第
三
章
　
奈
良
岡
聰
智
「
加
藤
高
明
と
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
君
主
制
」

　
第
四
章
伊
藤
之
雄
「
昭
和
天
皇
と
立
憲
君
主
制
1
…
近
代
日
本
の
政

　
　
　
　
　
治
慣
行
と
天
皇
の
決
断
1
」

　
第
五
章
　
井
口
治
夫
「
戦
後
日
本
の
君
主
制
と
ア
メ
リ
カ
」

　
第
六
章
　
川
田
敬
一
「
近
代
日
本
の
皇
室
財
産
　
　
一
八
六
七
～
一
九

　
　
　
　
　
　
四
七
1
」

第
二
部
　
日
本
の
君
主
を
め
ぐ
る
思
想

　
第
一
章
　
大
塚
健
洋
爾
革
新
右
翼
』
の
人
間
並
と
国
家
観
－
高
畠

　
　
　
　
　
素
之
と
大
川
周
明
を
中
心
に
一
」

　
第
二
章
　
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
W
・
A
・
ス
ピ
ル
マ
ン
「
平
沼
願
｝
郎

　
　
　
　
　
　
の
政
治
思
想
と
国
本
社
　
　
皇
室
観
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
」

第
三
部
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
君
主
と
君
主
制

　
第
一
章
　
君
塚
直
隆
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
政
治
権
力
」

　
第
二
章
　
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ベ
ス
ト
（
君
塚
直
隆
訳
）
「
王
室
外
交
か
ら

　
　
　
　
　
　
見
た
日
英
関
係
－
一
九
一
九
～
一
九
四
一
年
1
」

　
第
三
章
　
木
村
幹
「
王
室
が
消
滅
す
る
日
…
一
近
代
に
お
け
る
朝
鮮
の

　
　
　
　
　
　
王
権
…
一
偏
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評轡

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
に
は
、
全
部
で
＝
篇
の
多
彩
な
論
稿
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
紹
介
は
と
く

に
、
幕
末
期
に
胎
動
す
る
近
代
天
皇
制
の
形
成
過
程
か
ら
戦
後
占
領
期
に
お

け
る
象
徴
天
皇
制
の
創
出
過
程
ま
で
の
、
天
皇
と
天
皇
制
を
直
接
論
じ
た
第

一
部
所
収
論
文
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
若
干
の
感
想
を
付
す
こ
と
で
書
評
の

責
め
を
果
た
す
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
そ
の
た
め
に
、
各
論
文
の
紹
介
に

精
粗
が
で
て
し
ま
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
、
各
論
者
の
ご
寛
恕
を

乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
高
橋
論
文
は
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
の
幕
府
に
よ
る
条
約
勅
許
の
奏

請
か
ら
慶
応
四
（
｝
八
六
八
）
年
の
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
い
た
る
幕
末
維
新

期
の
政
治
過
程
を
、
近
代
的
な
中
央
政
府
権
力
の
創
出
と
い
う
視
点
か
ら
描

い
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
列
強
の
外
圧
に
直
面
し
て
以
降
の
中
心
的

政
治
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
雄
藩
を
政
策
決
定
過
程
に
組
み
込
ん
だ
新
た
な
申

央
政
府
の
創
出
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
幕
府
改
革
と
朝
廷
改
造
と
が
試
み
ら

れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
譜
代
門
閥
層
や
幕
臣
の
反
発
、
他
方
で
は
血

統
・
家
格
の
固
定
さ
れ
た
極
端
に
閉
鎖
的
な
集
団
で
あ
る
公
家
、
と
く
に
上

級
公
家
と
孝
明
天
皇
の
改
革
意
欲
の
乏
し
さ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
改
革
は

失
敗
に
終
わ
る
。
こ
う
し
て
薪
た
な
中
央
政
府
へ
の
脱
皮
が
で
き
な
い
幕
府

と
朝
廷
の
権
威
と
権
力
と
が
と
も
に
低
下
し
、
諸
藩
の
割
拠
化
が
進
行
す
る

な
か
、
朝
講
二
重
政
権
を
否
定
す
る
動
き
が
登
場
す
る
。
薩
摩
と
慶
喜
で
あ

る
。
両
者
は
奇
し
く
も
、
政
権
の
朝
廷
へ
の
～
元
化
と
、
天
皇
の
も
と
に
公

議
機
関
を
置
く
新
し
い
朝
廷
、
つ
ま
り
「
公
家
の
朝
廷
」
か
ら
「
公
家
と
武

家
の
朝
廷
」
へ
の
転
換
と
な
る
新
政
体
1
1
「
天
皇
・
公
議
政
体
」
の
創
嵐
を

め
ざ
す
と
い
う
点
で
政
治
理
念
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
大
政
奉
還
は
結
局
の

と
こ
ろ
、
両
者
の
協
力
に
よ
り
実
現
す
る
。

　
し
か
し
、
政
局
の
先
行
き
不
透
明
感
が
各
大
名
の
上
京
を
躊
躇
さ
せ
、
新

政
体
が
樹
立
で
き
な
い
と
い
う
奇
妙
な
政
治
状
況
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
を

打
破
し
て
、
新
政
権
を
強
行
樹
立
し
た
の
が
、
岩
倉
ら
中
下
級
公
家
と
薩
摩

と
の
提
携
に
よ
る
、
天
皇
・
公
議
政
体
を
政
体
理
念
と
し
、
伝
統
的
朝
廷
を

否
定
す
る
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
王
政
復
古
政
府
に
お

い
て
も
先
行
き
の
不
透
明
感
は
解
消
さ
れ
ず
、
事
実
上
正
当
性
の
乏
し
い
公

家
政
権
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
不
安
定
な
政
治
状
況
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
そ

う
し
た
な
か
、
慶
喜
と
薩
摩
の
政
治
的
主
導
権
争
い
と
し
て
の
鳥
羽
伏
見
の

戦
い
が
勃
発
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
闘
、
幕
末
政
治
に
は
、
天

皇
と
公
議
と
い
う
二
つ
の
正
当
性
原
理
が
あ
っ
た
が
、
長
州
が
影
響
力
を
も

っ
た
尊
撲
論
時
代
の
　
時
期
を
除
き
、
比
重
が
大
き
か
っ
た
の
は
公
議
原
理

の
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
以
後
も
公
議
機
関
は
依
然
と

し
て
機
能
せ
ず
、
現
実
に
は
天
皇
原
理
を
叢
大
の
理
論
的
根
拠
と
す
る
「
有

司
の
朝
廷
」
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
高
橋
氏
に
は
す
で
に
、
当
該
期
を
対
象
と
す
る
精
緻
な
実
証
論
文
が
数
多

く
あ
り
、
そ
の
精
力
的
な
研
究
活
動
で
、
近
年
見
直
し
の
進
む
幕
末
維
新
期

の
政
治
史
概
究
を
主
導
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
は
そ
れ
ら
の
成
果
を
も
と
に

す
る
も
の
で
あ
り
、
約
～
○
年
間
の
歴
史
過
程
の
道
筋
を
き
わ
め
て
説
得
的

に
論
じ
ら
れ
、
通
説
の
修
正
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
天
皇
原
理
と
公
議
原
理
の
「
葛
藤
」

の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
霧
笛
制
と
し
て
天
皇
制
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
か
。
高
橋
氏
も
問
題
に
す
る
そ
の
点
を
、
明
治
　
五
・
六
年
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
伊
藤
博
文
の
憲
法
調
査
に
焦
点
を
あ
て
考
察
し
た
の
が
、
滝

井
論
文
で
あ
る
。
近
年
、
立
憲
指
導
者
と
し
て
の
伊
藤
の
政
治
指
導
を
積
極

的
に
評
価
す
る
研
究
が
登
場
し
て
き
て
お
り
、
滝
井
氏
も
そ
の
一
人
で
あ
る
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が
、
「
明
治
憲
法
史
上
で
の
伊
藤
の
存
在
の
あ
い
ま
い
さ
」
は
、
こ
れ
ま
で

十
分
に
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
伊
藤
の
憲
法
調
査
の
不
十
分
な
意
義
づ
け

と
連
動
し
て
い
る
と
、
氏
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
明
治
一
四
年
の
政
変
の

過
程
で
、
伊
藤
は
「
憲
法
制
定
の
明
確
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
描
き
き
れ
て
」
お

ら
ず
、
大
隈
一
派
と
岩
倉
－
井
上
の
狭
間
で
、
立
憲
指
導
者
と
し
て
の

「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
り
あ
ぐ
ね
て
い
る
」
状
況
に
あ
り
、
「
懊
脳
を
深

め
て
い
た
」
。
し
た
が
っ
て
「
渡
欧
は
丁
丁
作
業
に
お
け
る
自
ら
の
主
導
権

を
奪
圃
す
る
た
め
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
」
で
あ
っ
た
。
伊
藤
は
ベ
ル
リ
ン
で

「
憲
法
を
補
完
す
る
行
政
法
と
い
う
視
座
」
を
得
る
が
、
ウ
イ
ー
ン
に
お
け

る
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
出
会
い
が
そ
れ
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
、
「
憲
法
し
調
査

を
「
国
制
」
調
査
へ
と
変
容
さ
せ
る
。
つ
ま
り
有
機
的
制
度
と
し
て
国
家
を

と
ら
え
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
進
化
論
的
国
家
観
」
を
受
容
し
た
伊
藤
は
、

「
憲
法
典
の
制
定
と
い
う
こ
と
に
尽
き
な
い
立
憲
政
治
の
全
体
像
を
獲
得
」

す
る
。
こ
う
し
て
「
憲
法
と
行
政
を
架
橋
し
包
摂
す
る
金
器
的
な
国
制
の
見

取
り
図
を
描
き
切
る
こ
と
」
が
、
「
独
自
の
立
憲
思
想
」
の
獲
得
と
「
憲
法

制
定
作
業
の
な
か
で
の
主
導
権
」
の
回
復
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
伊
藤
は
、
学
者
の
み
か
ら
学
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当

時
の
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
会
制
度
の
機
能
不
全
と
い
う
、

憲
法
政
治
の
実
際
も
見
聞
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
彼
が
導

き
だ
し
た
の
は
、
門
議
会
制
導
入
へ
の
た
め
ら
い
」
で
は
な
く
、
「
議
会
制
度

の
移
植
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
免
疫
不
金
を
起
こ
さ
ず
に
施
す
こ
と
が
で
き

る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
健
全
な
議
会
制
度
を
備
え
た
立
憲
国

家
」
を
作
る
た
め
に
は
、
第
｝
に
、
「
国
民
精
神
と
い
う
内
的
な
支
柱
」
の

酒
養
が
不
可
欠
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
日
常
業
務
を
円
滑
に
こ
な
す
行
政
シ

ス
テ
ム
と
国
家
統
～
の
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
を
担
う
機
関
説
的
君
主
と
が
必
要

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
議
会
制
度
を
支
え
る
内
外
両
面
の
条
件
を
整
備
し
、

そ
の
う
え
で
漸
進
的
に
議
会
政
治
を
田
本
に
定
着
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
が

伊
藤
の
描
い
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
な
る
。
た
ん
な
る
「
来
る
憲
法
」
の
制
定

で
は
な
く
、
「
あ
る
べ
き
国
制
」
の
実
現
が
彼
の
政
治
目
標
と
な
っ
た
の
で

あ
り
、
議
会
開
設
後
の
伊
藤
の
柔
軟
な
政
治
指
奪
も
、
こ
の
点
で
喜
貝
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
滝
井
氏
に
は
す
で
に
当
該
期
を
対
象
と
し
た
優
れ
た
研
究

書
が
二
冊
あ
る
が
、
本
論
で
は
さ
ら
に
、
伊
藤
の
「
政
党
政
治
家
へ
の
転

身
」
を
視
野
に
収
め
た
考
察
を
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
憲
法
政
治

の
実
態
お
よ
び
実
際
見
聞
と
か
ら
め
な
が
ら
深
め
て
い
る
。

　
他
方
、
こ
う
し
た
近
代
天
皇
制
の
形
成
の
有
り
様
と
比
較
し
て
、
ま
っ
た

く
異
な
る
展
開
を
示
し
て
い
る
の
が
、
近
代
朝
鮮
王
朝
で
あ
る
。
第
三
部
の

木
村
論
文
は
、
韓
国
併
合
後
ま
で
の
時
期
を
含
む
、
近
代
朝
鮮
王
朝
の
「
試

行
錯
誤
」
の
展
開
過
程
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
王
権
の

強
化
に
向
か
い
な
が
ら
も
、
王
朝
と
し
て
は
依
然
弱
体
で
あ
り
、
専
制
君
主

化
し
た
が
ゆ
え
に
や
が
て
国
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
王
権
へ
と
い
た
る
道
筋

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
述
の
高
橋
、
滝
井
両
氏
の
論
文
を
通
読
す
る
と
、
君
主
権

以
上
に
「
公
議
」
を
重
視
す
る
政
治
的
志
向
の
連
続
性
、
あ
る
い
は
「
幕
末

維
新
か
ら
の
君
主
権
制
約
の
太
い
流
れ
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
帝
国
議
会
開
設
以
降
の
「
天
皇
（
君
主
権
）
－
内
閣
（
行
政
権
じ

…
議
会
偏
の
関
係
、
そ
の
実
際
の
あ
り
方
と
運
用
が
問
題
と
な
る
が
、
前
述

の
流
れ
に
即
し
て
い
え
ば
、
監
本
に
お
け
る
立
憲
政
治
の
モ
デ
ル
を
イ
ギ
リ

ス
に
求
め
る
志
向
性
が
強
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
種
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
と
く
に
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
君
主
が
、
恣
意
的
な
政
治
介
入
を
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次
第
に
抑
制
し
て
き
て
い
た
と
は
い
え
、
「
単
に
霜
毒
し
て
い
た
だ
け
で
は

な
く
、
政
治
過
程
に
一
定
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
」
こ
と
を
承
知
し
て

い
た
、
立
憲
君
主
制
の
発
展
を
期
す
る
政
治
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に

参
考
に
す
べ
き
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
奈
良
岡
論
文
は
、
そ
う
し
た
政
治
家
の
一
人
で
あ
る
加
藤
高
明
の
イ
ギ
リ

ス
立
憲
三
主
制
に
対
す
る
深
い
理
解
と
共
感
、
そ
れ
に
も
と
つ
く
政
治
指
導

の
実
相
を
、
大
正
政
変
時
の
勅
語
の
利
用
問
題
、
大
隈
後
継
と
し
て
の
加
藤

内
閣
樹
立
を
め
ぐ
る
動
き
、
野
党
党
首
お
よ
び
首
相
と
し
て
の
宮
中
問
題
の

政
治
的
利
用
の
忌
避
、
首
相
と
し
て
の
政
権
運
営
な
ど
を
と
お
し
て
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
な
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
立
憲

慰
籍
制
の
実
態
を
熟
知
し
て
い
た
加
藤
が
、
病
弱
な
大
正
天
皇
の
治
下
で
、

天
皇
を
「
国
家
の
秩
序
を
担
保
す
る
象
徴
的
」
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、

「
天
皇
を
戴
き
な
が
ら
政
党
が
中
心
に
な
っ
て
民
主
化
の
趨
勢
を
押
し
進
め

る
べ
き
だ
と
考
え
、
そ
れ
を
政
治
指
導
の
場
で
実
践
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
み
ら
れ
た
「
民
主
主
義
」
と

「
王
室
」
の
「
調
和
」
に
、
日
本
を
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
加
藤
が
、
日
英
両
国
の
協
調
を
増
進
す
る
た
め
に
宮
廷
外
交
に
も
力
を

注
い
で
い
た
こ
と
を
、
秩
父
宮
留
学
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
事
例
に

言
及
し
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
も
奈
良
岡
氏
は
、
加
藤
高
明
を
め
ぐ
る
多
く
の
優
れ
た
実
証

研
究
を
積
み
重
ね
て
き
て
い
る
が
、
本
論
文
の
大
き
な
特
徴
は
な
に
よ
り
も
、

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
や
『
タ
イ
ム
ズ
繰
な
ど
の
積
極
的
か
つ
系
統
的
な
利
用

に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
加
藤
や
天
皇
の
動
向
を
含
め
た
同
時
代
の
日
本

に
お
け
る
立
憲
君
主
制
の
展
開
を
、
イ
ギ
リ
ス
が
強
い
関
心
を
も
っ
て
み
て

い
た
だ
け
で
な
く
、
「
日
本
の
君
主
制
を
特
殊
な
政
治
体
制
と
は
見
な
さ
ず
、

自
国
と
共
通
の
尺
度
を
用
い
て
観
察
し
て
い
た
こ
と
」
、
さ
ら
に
「
日
本
の

政
党
政
治
の
進
展
を
…
定
程
度
評
価
」
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
り
、
臼
英
双
方
の
視
点
か
ら
の
厚
み
の
あ
る
考
察
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
そ
の
点
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
第
三
部
所
収
の
潜
塚
論
文
と
ベ
ス

ト
論
文
が
有
益
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
天
皇
の
政
治
関
与
の
実
態
と
立
憲
君
主

制
と
し
て
の
天
皇
制
の
あ
り
方
を
理
解
・
評
価
す
る
う
え
で
、
「
国
王
は
君

臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
君
主
制
理
解
が
、
一
つ
の
大
き

な
前
提
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
編
者
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
比
較
の
視
点
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス

君
主
制
の
実
態
に
対
す
る
歴
史
的
事
実
に
も
と
つ
く
正
確
な
理
解
が
必
要
で

あ
る
。
近
年
、
日
英
両
国
に
お
け
る
あ
ら
た
な
実
証
的
君
主
制
研
究
の
進
展

が
み
ら
れ
る
な
か
で
、
両
氏
の
論
文
は
そ
う
し
た
研
究
潮
流
を
さ
ら
に
お
し

進
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
君
塚
論
文
は
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
政
治
に
お
い
て
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
発
揮
し
た
政
治
権
力
の
変
遷
の
実
相
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
歴
代
の
首
相
・
大
臣
、
長
老
政
治
家
、
女
王
秘
書
官
な
ど

女
王
を
と
り
ま
く
人
々
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
、
女
王
が
特
定
の
政
治
家

へ
の
偏
愛
と
敵
意
と
を
も
ち
、
不
注
意
な
政
治
関
与
を
お
こ
な
い
な
が
ら
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
指
奪
考
が
示
し
た
政
治
的
節
度
と
賢
明
さ
に
よ
っ
て
、
や
が
て

国
民
の
敬
愛
の
的
と
な
り
、
立
憲
贈
主
制
が
発
展
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
君
塚
論
文
は
、
近
代
天
皇
制
の
形
成
に
腐
心
す
る
日
本
の
政
治

指
導
者
た
ち
が
み
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
君
主
制

の
実
態
を
理
解
す
る
う
え
で
、
必
要
不
可
欠
な
論
文
と
な
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
ベ
ス
ト
論
文
は
、
奈
良
岡
氏
も
分
析
の
対
象
と
し
た
王
室
外
交
を
、

イ
ギ
リ
ス
側
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
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の
テ
ー
マ
は
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
な
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

ベ
ス
ト
論
文
に
よ
っ
て
、
相
互
訪
問
や
親
書
、
勲
章
授
与
な
ど
の
王
室
外
交

が
、
両
国
政
府
の
政
治
的
意
図
を
伝
え
る
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
日
英
同
盟
の
締
結
に
よ

っ
て
日
英
王
室
の
関
係
は
花
開
い
た
が
、
同
盟
関
係
に
陰
り
が
み
え
、
や
が

て
終
結
し
、
両
国
の
政
治
的
関
係
が
複
雑
化
す
る
な
か
、
「
王
室
外
交
は
親

善
の
切
り
札
と
な
り
、
お
互
い
が
尊
敬
の
念
を
示
す
重
要
な
手
段
と
な
っ
て

い
く
」
。
そ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
日
英
外
交
の
「
潤
滑
油
」
と
し
て

か
な
り
有
効
に
機
能
し
た
が
、
両
国
の
関
係
が
悪
化
す
る
一
九
三
〇
年
代
に

は
、
両
国
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
実
質
的
な
手
段
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
論

じ
て
い
る
。
な
お
君
塚
氏
は
先
に
紹
介
し
た
論
文
の
末
尾
で
、
外
交
・
安
全

保
障
問
題
に
対
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て

い
る
が
、
そ
の
意
味
で
ベ
ス
ト
論
文
も
、
両
大
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
に

お
け
る
国
王
・
王
室
の
役
割
・
関
与
を
論
じ
た
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。　

と
こ
ろ
で
、
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
近
代
日
本
の
君
主
制
に
つ

い
て
、
イ
ギ
リ
ス
等
の
君
主
制
と
の
比
較
と
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
天

皇
の
個
性
を
踏
ま
え
た
比
較
と
い
う
、
二
重
の
意
味
で
の
比
較
の
視
点
か
ら

重
厚
な
実
証
研
究
を
主
導
し
て
き
た
の
が
、
編
者
の
伊
藤
之
雄
氏
で
あ
る
。

氏
は
「
近
代
日
本
の
君
主
制
の
研
究
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
明
治
以
来

の
日
本
の
近
代
君
主
の
意
向
お
よ
び
政
治
関
与
の
実
態
と
効
果
を
、
近
代
日

本
の
政
治
慣
行
や
法
令
の
形
成
と
関
連
づ
け
て
、
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
明

ら
か
に
し
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
等
と
比
較
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と

の
基
本
的
視
座
か
ら
、
昭
和
天
皇
の
戦
争
責
任
を
追
及
す
る
研
究
潮
流
が
、

天
皇
の
政
治
関
与
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
成
果
は
認
め
つ
つ
も
、
三

つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
史
料
解
釈
や
引
用
が
か
な
り
恣
意
的

で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
明
治
・
大
正
天
皇
期
に
形
成
さ
れ
た
君
主
制
の
慣

行
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
、
昭
和
天
皇
の
行
動
が
慣
行
に
も
と
つ
く
も
の

か
、
天
皇
独
自
の
判
断
に
よ
る
も
の
な
の
か
の
区
別
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
、

第
三
に
、
イ
ギ
リ
ス
君
主
制
の
実
態
を
あ
ま
り
理
解
せ
ず
に
、
昭
和
天
皇
を

立
憲
君
主
か
ら
か
け
離
れ
た
絶
対
君
主
に
近
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
。

　
伊
藤
論
文
は
こ
う
し
た
視
角
か
ら
、
氏
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
前
提

と
し
て
、
張
作
霧
爆
殺
事
件
か
ら
第
二
次
大
戦
直
後
ま
で
の
昭
和
天
皇
の
言

動
を
、
熱
河
作
戦
な
ど
き
わ
め
て
多
く
の
事
例
を
も
と
に
し
て
考
察
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
天
皇
教
育
が
不
十
分
で
未
熟
な
ま
ま
即
位
し
、
し
か

も
有
力
で
円
熟
し
た
側
近
が
い
な
か
っ
た
」
昭
和
天
皇
が
、
自
ら
の
対
憾
の

ま
ず
さ
も
あ
り
陸
軍
等
の
統
制
に
苦
慮
し
続
け
、
結
局
「
激
動
の
昭
和
期
の

大
日
本
帝
国
の
統
制
に
失
敗
し
た
」
有
様
を
見
事
に
描
き
だ
し
て
い
る
。
と

く
に
明
治
天
皇
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
近
代
日
本
政
治
お
よ
び
軍
事
の
慣
行

と
い
う
視
点
を
軸
に
、
昭
和
天
皇
の
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
け
る
決
断

を
、
近
年
公
開
・
刊
行
さ
れ
た
多
く
の
一
次
史
料
を
も
と
に
、
そ
の
心
の
ひ

だ
に
ま
で
分
け
い
っ
て
ヴ
イ
ヴ
イ
ッ
ト
に
考
察
し
て
お
り
、
説
得
的
で
あ
る
。

実
証
的
な
昭
和
天
皇
研
究
の
、
現
時
点
に
お
け
る
最
高
水
準
を
示
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
奈
良
岡
、
伊
藤
の
両
論
文
が
分
析
対
象
と
し
た
戦
間
期
に
お
け
る

国
粋
主
義
者
（
右
翼
）
の
天
皇
を
め
ぐ
る
思
想
を
考
察
し
た
の
が
、
第
二
部

の
大
塚
論
文
と
ス
ピ
ル
マ
ン
論
文
で
あ
る
。
大
塚
論
文
は
、
国
家
社
会
主
義

者
高
畠
素
之
と
日
本
主
義
者
大
川
周
明
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
観
と
国
家
観

を
中
心
と
す
る
は
じ
め
て
の
比
較
検
討
を
と
お
し
て
、
「
革
新
右
翼
」
の
二

潮
流
の
質
的
相
違
を
検
討
し
て
い
る
。
大
衆
の
素
朴
な
尊
皇
心
に
も
と
つ
く
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田

高
畠
の
国
家
社
会
主
義
、
大
川
の
日
本
の
国
家
的
個
性
・
国
民
生
活
の
中
心

と
し
て
の
皇
室
観
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
平
沼
…
駅
一
郎
の
政
治
思
想
を
考
察
し
た
ス
ピ
ル
マ
ン
論
文
は
、
平

沼
が
「
皇
室
の
素
晴
ら
し
さ
は
自
明
の
理
」
で
あ
り
、
日
本
的
儒
教
が
そ
れ

を
支
え
て
き
た
大
き
な
柱
と
考
え
て
い
た
と
し
、
そ
の
思
想
の
中
核
に
は

「
宗
教
的
と
も
言
え
る
皇
室
観
」
、
皇
室
中
心
主
義
が
あ
り
、
総
じ
て
い
え

ば
、
彼
は
「
革
新
派
」
で
は
な
く
、
保
守
主
義
者
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
首
稲
の
座
を
め
ざ
す
平
沼
の
権
力
欲
の
強
さ
と
巧
み
な
政
治
技
術
が
印

象
的
な
点
も
含
め
て
、
好
論
文
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ

よ
両
論
文
か
ら
は
、
国
粋
主
義
老
の
天
皇
に
対
す
る
深
い
思
索
の
跡
が
あ
ま

り
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て
右
翼
の
思
想
と
は
何

か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
伊
藤
氏
は
先
に
紹
介
し
た
論
文
の
末
尾
を
、
昭
和
天
皇
が
敗
戦
に
対

す
る
「
悔
悟
の
念
の
代
償
と
し
て
、
戦
後
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
や
日
本
の
保
守

派
の
政
治
家
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
新
し
い
天
皇
像
を
、
ひ
た
す
ら
に
演
じ

続
け
た
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
そ
の
象
徴
天
皇
制
の
創
出
と
昭
和
天
皇
の
戦

犯
回
避
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
の
が
、
井
口
論
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
ら
の
問
題
と
占
領
政
策
と
の
関
係
を
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
・
フ
ェ
ラ
ー

ズ
准
将
・
フ
ー
バ
ー
元
大
統
領
の
間
に
築
か
れ
て
い
た
日
本
閣
政
府
と
天
皇

を
利
用
す
る
問
接
統
治
構
想
の
戦
争
中
以
来
の
思
想
的
・
人
的
連
続
性
、
終

戦
に
と
も
な
い
ア
メ
リ
カ
政
府
が
直
面
し
た
国
内
政
治
状
況
（
急
速
な
平
時

体
制
へ
の
移
行
を
求
め
る
国
内
世
論
の
圧
力
の
存
在
）
、
そ
し
て
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
の
裁
量
権
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
軸
に
分
析
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側

の
一
次
史
料
を
縦
横
に
駆
使
し
た
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
有
益
な
論
文
で
あ

る
。

　
な
お
紹
介
の
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
第
一
部
の
川
田
論
文
は
、
明

治
初
期
か
ら
占
領
期
に
か
け
て
の
皇
室
財
産
制
度
の
制
定
と
展
開
に
ま
つ
わ

る
問
題
を
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
王
室
と
の
比
較
を
踏
ま
え
て
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
に
は
嶺
該
問
題
に
関
す
る
著
書
が
す
で
に
あ
る
が
、

本
論
文
で
は
、
天
皇
の
地
位
や
皇
室
財
産
の
公
私
の
別
の
不
明
確
さ
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
同
様
の
問
題
は
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
王
室
に
も
み

ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

　
以
上
、
本
書
の
豊
か
な
内
容
を
伝
え
る
た
め
に
、
そ
の
紹
介
に
多
く
の
枚

数
を
割
い
て
き
た
。
本
書
の
特
色
と
学
術
的
価
値
は
、
な
に
よ
り
も
「
天
皇

と
聖
主
制
」
と
い
う
表
題
に
表
わ
れ
て
い
る
。
冷
戦
下
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対

立
の
影
響
と
一
次
史
料
の
不
足
と
い
う
く
び
き
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
う
や
く
本
書
の
よ
う
な
～
次
史
料
を
厳
密
に
読
み
込
ん
だ
実
証

分
析
と
、
実
証
的
な
国
際
比
較
研
究
と
い
う
学
術
的
地
点
に
立
つ
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
書
を
通
読
し
て
あ
ら
た
め
て
印
象
づ
け
ら
れ

た
の
は
、
近
代
天
皇
制
の
最
大
の
問
題
が
や
は
り
、
天
皇
原
理
と
公
議
原
理

の
対
立
と
…
致
、
そ
の
絡
み
合
い
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
伊
藤
論
文
の
、
山
県
や
倉
富
が
「
天
皇
主
権
説
を
政
党
（
政
治
）
批
判
の

理
論
（
建
前
）
と
し
て
用
い
る
が
、
実
際
は
行
政
権
に
よ
る
君
主
権
の
制
約

を
正
当
と
考
え
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

（
A
5
判
　
三
三
五
頁
　
二
〇
〇
四
年
三
月
　
吉
川
弘
文
館
　
税
込
八
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
女
子
大
学
現
代
文
化
学
部
教
授
）

ユ33 （609）


