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天
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成
と
定
着
』
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哉

　
本
書
の
著
者
冨
永
望
氏
は
私
に
と
っ
て
、
常
に
一
歩
も
二
歩
も
先
を
進
ん

で
同
じ
象
徴
天
皇
制
と
い
う
テ
ー
マ
を
研
究
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
私

は
氏
の
背
中
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
に
追
い
つ
き
、
違
う
視
点
を
見
つ
け
出
そ

う
と
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
論
文
を
再
構
成
し
、
新

た
な
書
き
下
ろ
し
を
加
え
た
『
象
徴
天
皇
制
の
形
成
と
定
着
』
は
、
冨
永
氏

の
象
徴
天
皇
制
へ
の
向
き
合
い
方
が
よ
り
明
確
と
な
り
、
私
自
身
学
ぶ
と
こ

ろ
が
多
か
っ
た
。
本
書
評
で
は
、
氏
の
姿
勢
や
成
果
を
見
な
が
ら
象
徴
天
皇

制
を
研
究
し
て
き
た
後
羅
研
究
者
が
感
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
率
直
に
展
開

し
た
い
。
ま
ず
目
次
を
示
し
て
お
こ
う
。

序
章

第
～
章
　
一
九
四
八
年
に
お
け
る
昭
和
天
皇
の
退
位
問
題

第
二
章
　
吉
田
茂
の
新
憲
法
運
用

第
三
章
　
一
九
五
〇
年
代
の
改
憲
問
題

第
四
章
　
象
徴
天
皇
制
の
定
着

終
章

詰
論
　
　
「
日
本
憲
法
の
再
検
討
」
問
題

君
主
国
憲
法
に
お
け
る
君
主
規
定
〔
抜
粋
〕

　
序
章
で
は
三
つ
の
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
本
書
の
問
題
設
定
が

論
じ
ら
れ
る
。
冨
永
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」

と
い
う
書
葉
の
起
源
と
明
確
な
定
義
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す

る
。
日
本
国
憲
法
は
、
君
主
制
で
あ
る
の
か
共
和
欄
で
あ
る
の
か
と
い
う
国

家
体
制
の
問
題
を
曖
昧
に
し
て
成
立
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
象
徴
天
皇
制
も
あ

る
種
の
「
不
完
全
」
さ
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
不
完
全
」
な
体

欄
が
い
か
に
形
成
さ
れ
、
定
着
し
た
の
か
。
本
書
で
は
、
憲
法
の
解
釈
運
用

に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
そ
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
次
に
、
「
象
徴
天
皇
制
」
と
い
う
言
葉
が
い
か
に
使
用
さ
れ
、
定
着
し
た

の
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
日
本
国
憲
法
制
定
後
、
本
来
法
律
用
語
で
な
か
っ
た

「
象
徴
」
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
り
、
憲
法
学
者
は
い
か
に
そ
れ
を
法
律
的
に

解
釈
す
る
か
に
苦
闘
し
た
。
と
こ
ろ
が
衆
議
院
の
解
散
権
の
所
在
を
め
ぐ
る

問
題
が
生
じ
る
と
、
憲
法
学
界
の
大
勢
は
「
象
徴
」
の
非
政
治
性
を
強
調
す

る
方
向
へ
と
進
む
。
「
象
徴
天
皇
」
の
語
が
使
用
さ
れ
始
め
た
の
も
こ
の
時

期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
保
守
政
党
が
改
憲
構
想
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

憲
法
学
者
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
「
象
徴
天
皇
制
」
の
語
を
用
い
て
い
く
。

そ
こ
に
は
、
旧
憲
法
下
の
天
皇
制
と
は
異
な
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
日
本
国
憲

法
下
の
天
皇
制
を
把
握
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
～
九
五
〇

年
代
後
半
に
な
る
と
、
保
守
勢
力
・
社
会
主
義
勢
力
と
も
現
実
政
治
の
中
で

「
象
徴
」
規
定
を
受
容
し
、
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
と
い
う
用
語
が
定
着
し
た

と
冨
永
氏
は
説
明
す
る
。

　
第
三
に
、
日
本
側
に
よ
る
大
日
本
帝
国
憲
法
改
正
案
の
過
程
が
論
じ
ら
れ

る
。
冨
永
氏
は
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
義
を
紹
介
し
、
憲

法
で
君
主
大
権
が
部
分
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
状
態
を
立
憲
君
主
制
、
そ
こ

か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
君
主
大
権
が
議
会
の
完
全
な
支
配
下
に
あ
る
状
態
を
議
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評書

会
主
義
的
君
主
制
と
す
る
こ
と
を
提
起
す
る
。
敗
戦
後
の
多
く
の
憲
法
改
正

構
想
は
議
院
内
閣
網
の
慣
習
を
明
文
化
し
、
議
会
主
義
的
君
主
制
の
確
立
を

厨
指
す
方
向
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
す

る
G
H
Q
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
草
案
が
作
成
さ
れ
、
君
主
制
と
も
共
和
制
と

も
判
断
し
が
た
い
体
制
と
し
て
日
本
国
憲
法
は
出
発
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
解
釈
を
め
ぐ
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
く
。

　
第
一
章
で
は
、
一
九
四
八
年
の
昭
和
天
皇
退
位
問
題
を
解
明
す
る
。
退
位

を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
は
、
天
皇
の
積
極
的
な
役
割
を
求
め
る
君
主
制
支
持

者
は
天
皇
に
よ
っ
て
秩
序
が
保
た
れ
る
こ
と
を
罠
主
主
義
の
大
前
提
に
置
き
、

議
会
主
義
的
君
主
制
に
よ
っ
て
日
本
の
民
主
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
点
で
は

一
致
し
つ
つ
も
、
立
位
論
と
退
位
論
に
対
応
が
分
か
れ
た
。
［
方
、
天
皇
に

消
極
的
役
割
し
か
求
め
な
い
者
や
廃
止
論
者
は
新
憲
法
を
君
主
制
か
ら
引
き

離
し
た
解
釈
で
定
着
さ
せ
る
共
和
制
的
思
考
を
有
し
、
退
位
論
で
一
致
し
た
。

G
H
Q
の
意
向
に
よ
り
天
皇
留
位
で
決
着
を
み
た
も
の
の
、
退
位
論
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た
問
題
は
答
え
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
天
皇
の
位
置
づ
け

を
め
ぐ
る
問
題
は
曖
昧
化
し
た
ま
ま
だ
っ
た
。

　
第
二
章
で
は
、
戦
後
保
守
政
権
に
よ
る
憲
法
解
釈
の
原
型
を
形
成
し
た
吉

田
茂
の
憲
法
運
用
の
内
容
が
検
証
さ
れ
る
。
吉
田
は
内
奏
を
復
活
・
恒
常
化

さ
せ
る
な
ど
、
憲
法
を
改
正
し
な
い
ま
ま
に
天
皇
を
議
会
主
義
的
君
主
と
し

て
扱
っ
た
。
し
か
し
憲
法
学
界
で
は
、
天
皇
の
君
主
的
性
格
を
強
化
す
る
動
向

に
反
対
す
る
空
気
が
強
か
っ
た
。
そ
し
て
再
軍
備
問
題
で
は
、
吉
田
流
の
解
釈

運
用
に
困
難
が
生
じ
る
。
憲
法
が
天
皇
の
統
帥
す
る
軍
隊
の
存
在
を
否
定
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
突
破
す
る
に
は
本
来
は
憲
法
を
改
正
し
、
天
皇

を
名
誉
的
な
軍
の
最
高
統
帥
者
と
す
る
（
議
会
主
義
的
翼
主
制
）
か
、
元
首
で

あ
る
大
統
領
を
最
高
統
帥
者
と
す
る
（
共
和
制
）
か
の
選
択
を
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
吉
田
は
、
天
皇
制
を
否
定
せ
ず
に
し
か
も
天
皇
に
直
属
し
な
い
軍

隊
を
組
織
す
る
第
三
の
道
を
選
択
し
た
。
た
だ
し
統
帥
権
は
君
主
制
の
重
要

な
条
件
で
あ
り
、
吉
田
は
議
会
主
義
的
君
主
制
を
志
向
し
つ
つ
も
天
皇
の
君

主
的
性
格
の
否
定
に
ま
で
繋
が
る
重
大
な
選
択
を
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　
第
三
章
で
は
、
吉
田
の
路
線
に
反
対
す
る
改
憲
派
保
守
勢
力
と
社
会
主
義

勢
力
、
お
よ
び
当
該
期
の
憲
法
学
界
の
天
皇
観
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
改
憲

派
保
守
勢
力
は
、
天
皇
を
元
首
（
議
会
主
義
約
君
主
制
）
と
し
て
圃
家
秩
序

を
再
建
す
る
こ
と
で
は
一
致
し
、
そ
の
た
め
の
改
憲
を
目
指
し
た
。
し
か
し

そ
れ
は
、
日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
原
則
を
土
台
と
し
て
お
り
、
旧
憲
法
へ

の
復
帰
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
の
社
会
主
義
勢
力
は
、
右
派
は
イ
ギ
リ
ス
を

モ
デ
ル
に
敬
愛
の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
限
り
、
日
本
国
憲
法
下
の
天
皇
制

を
積
極
的
に
肯
定
す
べ
き
制
度
と
認
識
し
て
い
た
。
左
派
は
天
皇
制
と
の
直

接
対
決
を
極
力
回
避
し
よ
う
と
す
る
思
考
か
ら
廃
止
論
ま
で
幅
が
あ
り
、
否

定
的
で
は
あ
り
つ
つ
も
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
吉
田
の
路

線
に
反
対
す
る
保
守
・
社
会
主
義
の
両
勢
力
（
少
な
く
と
も
右
派
社
会
主
義

以
外
）
は
、
日
本
国
憲
法
下
の
天
皇
制
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
評
価
し
て
い
た
。

　
第
四
章
で
は
、
日
本
国
憲
法
体
制
が
定
着
を
迎
え
た
過
程
が
描
か
れ
る
。

鳩
山
一
郎
・
岸
信
介
内
閣
は
改
憲
を
目
指
し
た
も
の
の
、
衆
議
院
で
三
分
の

二
の
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
吉
田
式
の
憲
法
運
用
を
継
承
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
池
田
勇
人
内
閣
下
に
お
い
て
保
守
勢
力
は
改
憲

を
断
念
し
、
解
釈
に
よ
る
議
会
主
義
的
霜
主
制
の
促
進
を
目
指
し
て
い
く
。

一
方
の
社
会
主
義
勢
力
も
現
実
政
治
の
中
で
日
本
国
憲
法
を
肯
定
す
る
論
理

（
護
憲
）
へ
と
転
換
し
て
い
き
、
日
本
国
憲
法
下
の
天
皇
制
に
対
し
て
も
肯

定
へ
と
シ
フ
ト
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
、
内
閣
憲
法
調
査
会

で
も
吉
田
式
憲
法
運
用
の
実
績
が
主
張
さ
れ
、
改
憲
は
断
念
さ
れ
た
。
こ
の
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過
程
を
踏
ま
え
て
冨
永
氏
は
、
保
守
勢
力
・
社
会
主
義
勢
力
に
共
通
の
見
解

は
成
立
せ
ず
、
「
象
徴
天
皇
（
制
）
」
は
藩
主
制
支
持
者
と
共
和
制
支
持
者
が

各
々
勝
手
に
解
釈
し
う
る
曖
昧
な
制
度
と
し
て
定
着
し
た
と
結
論
付
け
る
。

　
終
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
結
び
と
し
て
い
る
。

　
な
お
補
導
で
は
、
F
E
C
（
極
東
委
員
会
）
に
よ
る
日
本
国
憲
法
再
検
討

の
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
再
検
討
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
反
対
に
よ

っ
て
現
実
化
は
し
な
か
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
憲
法
の

逐
条
検
討
作
業
を
行
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
両
国
は
、
日
本
国
憲
法
が

イ
ギ
リ
ス
型
の
温
主
制
憲
法
で
あ
り
、
天
皇
に
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
と
同
様
の

権
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
は
、

そ
の
役
割
が
G
S
に
よ
っ
て
干
渉
さ
れ
て
い
る
た
め
に
機
能
し
て
い
な
い
と

見
て
い
た
。
～
方
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
強
い
対
日
不
信
感
か
ら
、
天
皇

が
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
よ
う
な
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
、
い
か
に

天
皇
の
権
能
を
野
田
す
る
か
に
こ
だ
わ
っ
た
。

　
以
上
の
内
容
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
日
本
国
憲
法
制
定
後
の
象

徴
天
皇
制
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
た
研
究
で
あ
る
。
こ
の
時
期

を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
意
外
な
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
象
徴
天
皇
制
研
究
の

多
く
は
こ
れ
ま
で
制
度
形
成
過
程
に
集
中
し
て
い
た
。
そ
し
て
数
少
な
い
展

開
過
程
の
研
究
で
は
、
日
本
国
憲
法
を
共
和
綱
も
し
く
は
君
主
制
の
ど
ち
ら

か
だ
と
捉
え
、
そ
の
立
場
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
従
来
は
、

研
究
者
自
身
が
象
徴
天
皇
制
へ
の
固
有
の
解
釈
を
持
ち
つ
つ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
事
象
を
解
明
し
て
い
た
と
も
雷
え
る
。
検
討
分
析
か
ら
象
徴
天
皇
制
解

釈
を
導
き
出
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
概
念
先

行
型
の
研
究
が
多
か
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
研
究
潮
流
に
対
し

冨
永
氏
は
、
日
本
国
憲
法
は
君
主
制
な
の
か
共
和
制
な
の
か
と
い
う
根
本
間

題
を
曖
昧
に
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
と
批
判
し
、
議
会
主
義
的
潜
主

制
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
、
象
徴
天
皇
制
の
展
開
過
程
の
分
析
を
試
み
た
。

こ
の
点
、
非
常
に
重
要
な
研
究
姿
勢
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

　
そ
れ
は
第
一
に
、
従
来
の
研
究
で
は
敗
戦
後
の
保
守
政
治
家
の
動
向
は
戦

前
へ
の
回
帰
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
「
反
動
」
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
冨
永

氏
の
方
法
論
を
採
れ
ば
、
そ
れ
は
田
本
国
憲
法
の
枠
内
の
、
議
会
主
義
的
君

主
制
を
目
指
す
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
保
守
政

治
家
ら
は
天
皇
に
権
力
を
与
え
る
こ
と
は
思
考
し
て
お
ら
ず
、
明
治
憲
法
体

制
へ
の
単
純
な
回
帰
で
は
な
い
こ
と
は
従
来
の
研
究
（
例
え
ば
渡
辺
治
氏
な

ど
）
も
述
べ
て
お
り
、
「
反
動
」
と
評
価
す
る
こ
と
と
の
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ

て
い
た
。
冨
永
氏
の
方
法
論
を
採
れ
ば
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
解
消
さ
れ
る
。
保

守
政
治
家
た
ち
は
日
本
国
憲
法
の
曖
昧
さ
の
内
実
を
埋
め
、
よ
り
精
緻
な
定

義
づ
け
を
行
っ
た
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
議
会
主
義
的
霜
主
制
と
い
う
概
念
は
、
川
田
稔
氏
も
同
様
の
提

起
を
し
て
い
る
（
「
立
憲
君
主
制
か
ら
議
会
制
的
君
主
制
へ
」
伊
藤
之
雄
・

川
田
稔
編
『
環
太
平
洋
の
国
際
秩
序
の
模
索
と
B
本
臨
山
川
出
版
社
、
～
九

九
九
年
）
。
川
田
氏
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
用
い
な
が
ら
、

原
敬
・
浜
口
雄
幸
が
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
会
主
義
的
鴛
主
制
を
構
想
し
て
い
た

こ
と
、
柳
田
国
男
が
国
家
神
道
批
判
の
文
脈
の
中
で
議
会
主
義
的
君
主
制
へ

の
移
行
に
言
及
し
た
こ
と
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
構
想
は
昭
和
期
に
至
り
実
現

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
。
川
田
氏
と
冨
永
氏
の
議
論
を
結
び
つ
け

る
な
ら
ば
、
明
治
慧
法
体
制
下
の
立
重
量
主
制
に
代
わ
る
議
会
主
義
的
君
主

制
の
構
想
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
提
起
さ
れ
、
敗
戦
後
に
な
っ
て
吉
田
茂

が
そ
の
構
想
の
実
現
化
を
目
指
し
た
と
言
え
る
。
以
上
か
ら
、
象
徴
天
皇
制

の
淵
源
を
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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そ
し
て
第
二
に
、
冨
永
氏
の
方
法
論
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
何
気
な
く
使

用
し
て
い
る
「
象
徴
天
皇
鋼
」
と
い
う
言
葉
が
自
明
な
も
の
で
は
な
く
、
敗

戦
後
に
様
々
な
過
程
を
経
て
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か

に
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
戦
後
歴
史
学
に
お
い
て
象
徴
天
皇
制
は
、

近
代
天
皇
制
か
ら
共
和
制
へ
の
過
渡
的
制
度
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
感
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
国
憲
法
を
共
和
制
と
解
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
象
徴
天
皇
制
を
否
定
的
に
捉
え
る
見
解
が
大
勢
を
占
め
て

い
た
。
本
書
で
も
、
憲
法
学
者
が
「
象
徴
天
皇
制
」
と
い
う
言
葉
を
天
皇
元

首
化
論
に
反
対
す
る
文
脈
で
　
時
的
妥
協
と
し
て
消
極
的
に
使
用
し
て
い
た

こ
と
が
解
明
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
戦
後
歴
史
学
と
同
じ
姿
勢
で
あ
ろ

う
。
｝
方
、
保
守
政
治
家
も
君
主
鋼
的
解
釈
の
明
文
化
を
試
み
た
が
、
現
実

政
治
の
中
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
ず
、
象
徴
天
皇
制
を
消
極
的
に
で
は
あ
れ
受

容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
象
徴
天
皇
制
」
は
幅
広
い
解
釈

を
有
す
る
形
で
定
着
し
た
。
多
様
な
霜
曇
制
解
釈
が
あ
り
得
た
こ
と
、
そ
の

過
程
が
本
書
で
は
丹
念
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
象
徴
天
皇
制
が
定
着
し
た
の
は
、
本
書
に
よ
れ
ば
～
九
五
〇
年
代
後
半
か

ら
一
九
六
〇
年
代
前
半
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
象
徴
天
皇
像
が
ミ
ッ
チ
i
・

ブ
ー
ム
前
後
の
～
九
五
〇
年
代
後
半
に
定
着
し
た
と
す
る
私
の
提
起
と
も
符

合
す
る
（
曙
象
徴
天
皇
し
の
戦
後
皐
月
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
〇

年
）
。
私
自
身
は
社
会
や
マ
ス
コ
ミ
を
対
象
と
し
て
象
徴
天
皇
像
に
接
近
し

た
が
、
政
治
的
問
題
か
ら
検
討
し
た
冨
永
氏
と
同
じ
結
論
を
得
ら
れ
た
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、
象
徴
天
皇
概
念
は
当
該
期
に
定
着
を
迎
え
た
と
言
っ
て
も

差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
で
は
冨
永
氏
が
私
の
研
究
に
も
言
及
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
応
え
て
お
き
た
い
。
元
々
は
、
私
が
本
誌

八
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
に
掲
載
し
た
「
講
和
条
約
期
に
お
け
る
天
皇

退
位
問
題
」
の
中
で
、
冨
永
氏
の
コ
九
四
八
年
に
お
け
る
昭
和
天
皇
の
退

位
問
題
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
八
五
号
、
二
〇
〇
三
年
、
本
書
収
録
）
を
批

判
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
冨
永
氏
が
一
九
五
一
年
か
ら
の
講
和
条
約
期
の

退
位
論
に
つ
い
て
「
国
民
の
間
で
は
大
し
た
反
応
が
な
く
…
…
広
範
な
議
論

は
も
は
や
起
こ
ら
な
か
っ
た
」
と
評
価
し
た
こ
と
に
対
し
私
は
、
確
か
に

「
民
衆
の
共
感
や
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
」
が
、
「
広
範
に
議
論
が
起
こ

ら
な
か
っ
た
と
蓄
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
」
と
主
張
し
た
。
講
和

条
約
発
効
記
念
式
典
に
お
け
る
天
皇
の
「
お
醤
葉
」
が
退
位
に
つ
い
て
何
の

轡
薦
及
を
し
て
い
な
い
の
に
新
聞
で
「
退
位
論
に
終
止
符
」
な
ど
と
書
か
れ
て

お
り
、
私
は
講
和
条
約
前
後
に
は
広
範
に
退
位
が
議
論
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ

そ
「
お
言
葉
」
に
よ
っ
て
天
皇
が
退
位
を
否
定
し
た
と
受
け
取
ら
れ
た
の
だ

と
考
え
た
。
そ
こ
で
私
は
、
冨
永
氏
の
評
価
の
後
半
部
分
は
再
考
す
べ
き
だ

と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
冨
永
氏
は
本
書
の
中
で
、
「
こ
の
時

期
の
退
位
論
に
対
す
る
反
応
は
冷
め
て
い
た
と
見
て
い
る
」
「
河
西
が
強
調

す
る
魍
新
生
日
本
』
の
た
め
の
退
位
論
が
一
九
四
八
年
の
時
点
で
出
て
い
る

こ
と
は
第
一
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
」

と
応
え
ら
れ
た
（
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
）
。

　
前
半
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
時
期
の
退
位
論
は
国
民
の
共
感

や
支
持
を
得
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
退
位
し
な
か
っ
た
理
由
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
は
私
も
論
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
問
題
は
後
半
で
あ
る
。

私
の
主
張
の
重
要
な
論
点
は
、
講
和
条
約
期
に
は
講
和
独
立
が
自
前
に
迫
っ

た
こ
と
で
日
本
国
内
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
講
和

独
立
す
る
日
本
（
「
新
生
日
本
」
）
が
い
か
な
る
国
家
と
し
て
再
出
発
す
る
の

か
が
広
範
に
議
論
さ
れ
、
そ
れ
が
退
位
論
や
象
徴
天
皇
制
の
あ
り
方
と
結
び
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付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
国
際
社
会
へ
門
新
生
日
本
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
い

か
に
見
せ
よ
う
と
す
る
の
か
の
試
み
で
あ
っ
た
と
も
心
え
る
。
冨
永
氏
は
一

九
四
八
年
の
時
点
で
そ
れ
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
一

九
四
八
年
の
退
位
論
の
要
点
は
、
冨
永
氏
が
本
書
で
強
く
主
張
さ
れ
た
よ
う

に
、
議
会
主
義
的
君
主
制
か
議
会
主
義
的
共
和
制
か
を
め
ぐ
る
、
国
内
体
制

を
い
か
に
構
築
す
る
の
か
の
相
剋
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
新
生
日
本
」
と
い

う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
は
次
元
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
て
、
本
書
の
キ
ー
概
念
で
あ
る
議
会
主
義
的
君
主
制
に
つ
い
て
も
詳
し

く
見
て
お
こ
う
。
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
秋
元
律
郎
・
佐
藤

慶
幸
訳
）
『
君
主
制
瞼
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
目
に
よ
れ
ば
、
君
主
制

に
は
絶
対
霜
主
制
、
立
憲
零
主
制
、
議
会
主
義
的
君
主
制
な
ど
の
形
態
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
絶
対
君
主
制
と
は
絶
対
的
な
君
主
が
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
支

配
を
し
て
い
る
状
態
で
、
議
会
は
助
言
を
与
え
た
り
批
准
を
す
る
権
能
く
ら

い
し
か
有
し
て
い
な
い
。
立
憲
君
主
制
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
こ
れ
を
「
王
権
と
議
会
と
い
う
二
つ
の
国
家
機
関
の
並
存
、
お
よ
び

合
奏
」
と
し
て
い
る
。
立
憲
君
主
制
に
お
け
る
君
主
は
、
政
治
権
力
の
行
使

に
お
い
て
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、

慰
主
と
議
会
の
対
立
が
生
じ
た
と
き
は
常
に
君
主
に
有
利
な
統
治
形
態
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
議
会
主
義
的
君
主
制
で
あ
る
が
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
「
国
王
は
名
ば
か
り
は
国
家
の
権
威
の
源
泉
を
し
め
て
い
る
が
、
実
際
は

も
は
や
政
治
権
力
を
行
使
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

の
際
に
は
統
治
は
た
ん
な
る
形
式
な
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
は
も
う
君
主
制

と
は
い
え
な
い
」
（
四
六
頁
）
と
述
べ
る
。
議
会
主
義
的
君
主
制
は
立
憲
霜

主
制
と
は
異
な
り
、
政
治
権
力
が
議
会
へ
移
行
し
、
君
主
は
内
閣
の
政
治
的

決
定
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
、
立
憲
君
主
制
よ
り
も
君
主

の
権
力
を
制
限
し
、
共
和
制
へ
と
さ
ら
に
一
歩
近
づ
い
た
制
度
と
食
え
る
。

　
し
か
し
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
議
会
主
義
的
君
主
制
も
～
様
の

現
象
形
態
を
と
っ
て
い
な
い
扁
と
述
べ
、
そ
の
形
態
に
は
二
種
類
あ
る
と
提

起
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
型
」
の

議
会
主
義
的
君
主
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
君
主
の
す
べ
て
の
権
能
は
純
粋
に

形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
君
主
は
内
閣
の
助
言
や
大
臣
の
指
示
に
よ
っ
て
行

動
す
る
。
君
主
の
裁
量
の
自
由
は
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
他

こ
の
形
態
で
は
、
鱈
主
制
に
「
尊
厳
な
」
機
能
が
存
在
し
て
お
り
、
霜
主
は

国
民
感
情
の
集
中
点
で
も
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
国
民
は
「
国
王
の

職
務
が
そ
の
所
有
者
の
人
格
に
あ
る
こ
と
を
名
誉
と
し
て
い
て
」
、
「
王
権
の

象
徴
的
制
度
と
、
そ
れ
が
國
家
機
構
の
う
ち
で
意
義
を
持
っ
て
い
る
象
徴
的

制
度
は
、
そ
れ
が
目
を
見
え
る
入
物
を
と
お
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
た
め

に
、
国
民
大
衆
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
（
五
七
頁
）
。
つ

ま
り
、
国
家
や
君
主
糊
が
霜
主
の
人
格
を
通
し
て
象
徴
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、

門
イ
ギ
リ
ス
型
」
の
議
会
主
義
的
君
主
制
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
議
会
主
義
的
君
主
制
の
第
二
は
、
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
」

（
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
イ

ギ
リ
ス
型
」
と
同
様
に
政
治
権
力
は
議
会
が
有
し
、
政
治
的
決
定
は
政
府
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
君
主
は
報
告
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
相

談
を
受
け
て
助
言
す
る
権
利
を
持
つ
な
ど
、
よ
り
自
立
性
と
活
動
の
自
由
を

維
持
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
外
交
政
策
に
及
ぼ
す
影
響
力
は
大
き
く
、
首
相

の
選
択
と
任
命
に
も
多
大
の
裁
量
の
自
由
を
有
す
る
。
こ
の
た
め
、
レ
ー
ヴ

ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
型
の
議
会
主
義
的
君
主
制
を
「
政
治
権
力
の
行
使

へ
の
国
王
の
実
際
の
関
与
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
…
…
国
王
の
人
格
を
職
務

の
う
ち
に
消
化
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
と
、
統
治
指
導
を
及
ぼ
す
国
王
が
職
務
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そ
の
も
の
を
握
っ
て
い
る
」
立
憲
君
主
制
と
の
「
ほ
ぼ
中
間
に
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
（
五
九
頁
）
。
ま
た
、
君
主
は
裕
福
な
中
産
市
民
階
級
と
同
じ
よ

う
な
生
活
を
し
て
お
り
、
「
国
民
に
接
近
し
て
い
る
」
こ
と
も
こ
の
型
の
議

会
主
義
的
聖
主
制
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
も
ち
ろ
ん
立
憲
書
主
制
よ
り
は
君
主
の
権
能

が
制
限
さ
れ
、
議
会
や
政
府
が
政
治
権
力
を
遂
行
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い

る
が
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
会
主
義
的
君
主
制
の
定
義
は
か
な
り

幅
広
い
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
敗
戦
後
の
日
本
の
保
守
政
治
家
が
こ
の
議

会
主
義
的
君
主
制
の
確
立
を
目
指
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
議

会
主
義
的
君
主
制
を
目
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く

る
。
政
治
権
能
か
ら
見
れ
ば
、
内
奏
の
復
活
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
君
主
に

裁
量
権
が
全
く
な
い
「
イ
ギ
リ
ス
型
」
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
君
主
の
自

立
性
と
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
た
だ
し
、
こ
の
型
の
、
首
相
の
選
択
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
保
守
政
治
家
が
思
考
し
て
い
た
か
は
検
討
が
必
要
）
。
し
か
し
国
民
統

合
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
本
書
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
吉
田
茂
隅
回
想
十

年
圏
を
読
め
ば
、
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
」
の
国
民
と
の
近
さ

（
い
わ
ゆ
る
バ
イ
シ
ク
ル
・
モ
ナ
ー
キ
ー
）
で
は
な
く
、
歴
史
的
伝
統
や
精

神
的
統
合
性
を
有
す
る
「
イ
ギ
リ
ス
型
」
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
会
主
義
的
君
主
制
の

定
義
を
使
用
す
る
と
、
か
な
り
多
く
の
君
主
制
の
構
想
が
こ
こ
に
組
み
込
ま

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
君
主
の
裁
量
の
自
由
は
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
「
イ
ギ
リ
ス
型
」
の
議
会
主
義
的
君
主
制
の
定
義
も
考
慮
に
入
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
右
派
社
会
主
義
勢
力
の
思
考
や
場
合
に
よ
っ
て
は
最
終
的

に
消
極
的
に
で
も
象
徴
天
皇
制
を
容
認
し
た
左
派
社
会
主
義
勢
力
の
思
考
を

も
含
み
こ
ん
で
し
ま
い
、
敗
戦
後
の
す
べ
て
の
勢
力
が
議
会
主
義
的
君
主
制

を
構
想
し
て
い
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
後
の
近
年
の
君
主
棚
研
究
の
進
展
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス

は
霜
主
の
権
能
は
純
粋
に
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
限
定
的
に
で
は
あ
れ

政
治
権
力
を
持
ち
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
政
治
に
関
与
す
る
君
主
制
で
あ
る
。

そ
し
て
　
般
的
に
は
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
を
立
憲
君
主
制
と
し
て
把
握
し
て
い

る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
憲
君
主
制
と
議
会
主
義
的
潜
主
制
の
境
界
も
や
や

曖
昧
に
な
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
議
会
主
義
的
震
幅
制
の

よ
り
精
緻
な
定
義
や
細
分
化
な
ど
を
し
、
保
守
政
治
家
が
い
か
な
る
君
主
嗣

を
思
考
し
た
か
が
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
書
を
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
書
き
記
し
て
き
た
。
誤

読
・
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
場
合
は
冨
永
氏
の
ご
海
容
を
願
い
た

い
。
前
述
の
よ
う
な
本
書
の
成
果
・
意
義
に
よ
っ
て
、
象
徴
天
皇
網
は
日
本

国
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
は
や
自
明

と
な
っ
た
。
今
後
の
象
徴
天
皇
制
研
究
は
そ
の
後
の
過
程
の
精
緻
な
検
討
と

と
も
に
、
議
会
主
義
的
君
主
制
の
源
流
を
検
討
す
る
こ
と
も
課
題
と
な
る
だ

ろ
う
。
私
を
含
め
た
天
皇
制
研
究
者
は
、
本
書
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
の

か
と
い
う
課
題
を
冨
永
氏
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
た
。

門
付
記
】
　
本
書
評
脱
稿
後
、
冨
永
氏
が
私
の
隅
「
象
徴
天
皇
」
の
戦
後
史
』
に

対
す
る
書
評
を
発
表
さ
れ
た
（
『
日
本
史
研
究
』
五
八
六
号
）
。
氏
の
学
恩
に

感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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