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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第五回
野の

口ぐ
ち

　
武た

け

則の
り

顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
〈
図
書
頭
文
書
〉

　

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
六
月
か
ら
宮
内
省
内
で
懸
案
と
な
っ
て

い
た
昭
し
ょ
う

憲け
ん

皇
太
后

0

0

0

の
追
号
を
巡
る
問
題
は
、
夏
の
盛
り
に
な
っ
て
も

足
踏
み
状
態
が
続
い
て
い
た
。
明
治
天
皇
の
皇
后
だ
っ
た
美は
る
こ子

の
逝

去
後
に
追
号
を
贈
っ
た
際
、「
皇
太
后

0

0

0

」
と
し
た
の
は
誤
り
だ
っ
た

と
認
識
し
な
が
ら
、
宮
内
省
と
内
務
省
が
責
任
を
押
し
付
け
合
っ
て

い
た
の
だ
。

　

連
載
第
四
回
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
図ず
し
ょ
の
か
み

書
頭
の
鷗
外
は
六
月
二
十

三
日
、
宮
内
大
臣
宛
て
に
「
昭
憲
皇
太
后
の
御
追
号
に
関
す
る
件
」

と
題
す
る
公
文
書
〈
図
書
頭
文
書
〉
を
提
出
し
て
い
る
。
皇
室
の
戸

籍
簿
に
あ
た
る
皇こ
う
と
う統
譜ふ

に
記
す
際
に
は
「
昭
憲
皇
后
」
と
正
す
よ
う

提
案
し
た
が
、
そ
の
扱
い
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。

　

前
回
に
引
き
続
き
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
を
読
み
進
め
る
。
八
月

十
日
、
図
書
寮
事
務
官
で
庶
務
課
長
兼
図
書
課
長
の
五
味
均き
ん

平ぺ
い

が
帝

室
会
計
審
査
局
長
官
の
倉
富
や
宮
内
次
官
の
石
原
健
三
ら
に
対
し
、

追
号
を
巡
る
「
取
調
の
結
果
を
報
告
」
し
た
。
五
味
の
報
告
は
「
日

本
に
て
は
后
妃
に
支し

な那
風
の
諡し
ご
う号

を
贈
ら
れ
た
る
は
英え
い

照し
ょ
う

皇
太
后
、

書
簡
に
記
さ
れ
た
憤
り
の
訳
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昭
憲
皇
太
后
の
み
な
る
故
、日
本
の
先
例
は
準
拠
す
べ
き
も
の
な
し
。

依よ
り

て
支
那
の
例
を
調
査
し
た
る
に
、
生
前
皇
太
后
、
太た
い

皇こ
う
た
い
ご
う

太
后
と
な

り
た
る
人
に
て
も
諡
号
は
総す
べ

て
皇
后
な
り
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

〈
図
書
頭
文
書
〉
の
後
半
部
分
に
書
か
れ
た
内
容
だ
。

　

さ
ら
に
五
味
は
「
諡
号
は
諡
号
の
文
字
の
み
に
止と
ど

め
、
皇
后
と
か

皇
太
后
と
か
を
諡
号
外
に
置
く
こ
と
、
例
へ
ば
昭
憲
の
み
を
諡
号
と

し
、
皇
太
后
は
諡
号
に
非あ
ら

ず
と
し
た
る
例
は
一
も
之こ
れ

な
し
」
と
も
説

明
し
た
。

　

こ
れ
は
前
日
の
八
月
九
日
に
、
明
治
神
宮
奉
賛
会
長
・
徳
川
家い
え

達さ
と

が
出
し
た
建
議
書
の
妥
当
性
を
巡
り
、
倉
富
ら
の
問
い
に
対
す
る
回

答
と
み
ら
れ
る
。
建
議
書
で
は
、「
昭
憲
」
は
追
号
だ
が
、「
皇
太
后
」

は
皇
室
典
範
に
基
づ
く
称
号
な
の
で
、祭
神
と
し
て
は
「
昭
憲
皇
后
」

と
称
す
る
こ
と
を
求
め
る
内
容
だ
っ
た
。
追
号
と
称
号
を
分
け
て
扱

う
こ
と
で
打
開
を
狙
っ
た
が
、
五
味
は
先
例
が
な
い
と
説
明
し
た
。

倉
富
は
「
結
局
、
五
味
の
調
査
も
本
問
を
決
す
る
理
由
と
な
る
も
の

な
し
」
と
日
記
に
記
し
た
。

　
〈
図
書
頭
文
書
〉
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
皇
后
」
と
す
べ
き
歴
史

的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
石
原
や
倉
富
が
求
め

た
の
は
典て
ん
こ故
の
正
し
さ
で
な
く
、
政
治
的
な
解
決
策
だ
っ
た
。
昭
憲

皇
太
后
に
と
ど
ま
ら
ず
、
幕
末
の
孝
明
天
皇
の
后
だ
っ
た
英
照
皇
太
0

0

后0

の
誤
り
ま
で
指
摘
さ
れ
て
は
、
問
題
が
収
束
す
る
ど
こ
ろ
か
拡
大

し
か
ね
な
い
。
鷗
外
が
追
究
し
た
「
正
し
さ
」
は
、顧
み
ら
れ
な
か
っ

た
。

　

石
原
は
八
月
十
日
に
五
味
と
会
っ
た
後
、
内
務
省
を
訪
れ
、
双
方

が
飲
め
る
よ
う
な
妥
協
案
に
つ
い
て
交
渉
し
た
。
誤
り
の
発
端
と

な
っ
た
宮
内
省
告
示
（
大
正
三
年
五
月
九
日
）
の
「
昭
憲
皇
太
后
」

と
い
う
追
号
に
は
触
れ
ず
、
神
社
を
管
轄
す
る
内
務
省
か
ら
宮
内
省

に
対
し
、
明
治
神
宮
の
祭
神
を
「
昭
憲
皇
后
」
と
称
し
た
い
と
照
会

す
れ
ば
、
宮
内
省
が
同
意
す
る
と
い
う
案
で
あ
る
（
連
載
第
四
回
で

紹
介
し
た
Ⅳ
）。
し
か
し
、「
内
務
省
よ
り
発
議
す
る
こ
と
は
承
諾
せ

ず
」
と
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
石
原
は
帝
室
制
度
審
議
会
総
裁
の
伊
東
巳み

よ代
治じ

を
訪
ね

た
。
伊
東
に
よ
る
と
、
元
宮
内
省
調
査
課
長
の
栗
原
広
太
が
、
出
発

点
と
な
っ
た
宮
内
省
告
示
を
「
皇
后
」
に
改
め
る
提
案
（
第
四
回
で

紹
介
し
た
Ⅰ
）
に
も
、
Ⅳ
に
も
強
く
反
対
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら

に
栗
原
は
、「
昭
憲
」と
い
う
諡
号
は
か
つ
て
中
国
で
も
使
わ
れ
た
が
、

そ
の
人
物
の
素
性
が
よ
く
な
い
と
い
う
く
ら
い
で
は
改
め
る
理
由
に

な
ら
な
い
、
と
も
話
し
て
い
る
と
い
う
と
い
う
の
だ
。「
昭
憲
」
と

い
う
諡
号
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
な
が
ら
も
、
改
め
る
こ
と
に

抵
抗
す
る
の
は
、
も
は
や
宮
内
省
の
面
子
や
体
裁
の
問
題
に
な
っ
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

翌
十
一
日
に
石
原
か
ら
報
告
を
受
け
た
倉
富
は
「
伊
東
は
当
初
昭

憲
皇
太
后
の
追
号
を
定
む
る
こ
と
に
関
係
を
有
し
た
る
に
非あ
ら

ざ
る

や
」
と
問
う
た
。
こ
れ
に
対
し
石
原
は
「
伊
東
自
身
は
之
に
関
係
せ

ず
。
自
身
が
関
係
し
た
ら
ば
固も
と

よ
り
明
治
皇
后
と
す
る
意
見
な
り
と

云い

ひ
居
り
た
る
も
、或あ
る
いは
関
係
し
居
る
や
も
計
ら
れ
ず
」
と
応
じ
た
。
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伊
東
が
反
対
し
て
い
る
の
は
、
大
正
三
年
の
宮
内
省
告
示
で
誤
っ

た
追
号
を
決
定
し
た
際
、
伊
東
自
身
が
関
与
し
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
念
が
、
石
原
と
倉
富
の
間
で
話
題
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
石
原
は
十
一
日
の
倉
富
と
の
面
会
で
、
元
老
で
枢
密
院
議

長
だ
っ
た
山や
ま
が
た県

有あ
り

朋と
も

の
動
向
を
説
明
し
て
い
る
。
石
原
に
よ
る
と
、

山
県
は
陸
軍
中
将
・
榊
さ
か
き
ば
ら原

昇し
ょ
う
ぞ
う

造
が
提
出
し
た
昭
憲
皇
太
后

0

0

0

の
誤
り
を

正
す
よ
う
求
め
た
意
見
書
を
見
た
上
で
、
伊
東
を
呼
ん
で
質
し
た
。

伊
東
が
榊
原
の
意
見
に
反
対
し
た
の
で
、
山
県
は
「
自
分
（
山
県
）

は
話
が
下
手
に
て
榊
原
を
説
得
し
難
し
。
君
（
伊
東
）
が
反
対
の
意

見
な
ら
ば
、
君
（
伊
東
）
よ
り
之
を
説
得
し
呉く
れ

よ
」
と
話
し
た
と
い

う
。
こ
の
時
点
で
山
県
は
、
賛
否
の
確
固
た
る
意
見
を
示
し
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
榊
原
が
八
月
中
旬
ま
で
に
二
度
目
の
意
見
書
を
提
出

後
、
山
県
は
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八
月
二
十
四
日
の

『
倉
富
日
記
』
で
、
石
原
は
現
状
に
つ
い
て
「
内
務
省
に
て
は
大
臣

が
大
分
改
め
度た
き

方
に
な
り
」
と
な
っ
た
一
方
、
伊
東
ら
が
「
強
く
反

対
」
と
説
明
し
た
。
そ
こ
に
山
県
が
副
官
を
通
じ
て
宮
内
大
臣
の
中

村
雄
次
郎
に
対
し
、
榊
原
の
二
度
目
の
意
見
書
を
示
し
て
「
榊
原
の

云い

ふ
所
は
大
に
理
由
あ
る
様
な
り
」
と
伝
え
て
き
た
。

「
二
上
」
か
ら
賀
古
宛
書
簡
の
日
付
を
読
み
解
く

　

事
態
が
動
く
の
は
九
月
下
旬
以
降
だ
。『
倉
富
日
記
』
の
九
月
二

十
二
日
条
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。

　
「
午
前
十
一
時
後
、
石
原
健
三
来
り
、
二
上
兵
治
の
起
草
に
て
山

県
有
朋
の
昭
憲
皇
太
后
の
追
号
に
関
す
る
意
見
書
を
示
す
」（
※
傍

線
は
筆
者
）

　

意
見
書
の
趣
旨
は
、
追
号
は
現
天
皇
か
ら
亡
く
な
っ
た
皇
太
后
に

対
し
て
贈
ら
れ
る
も
の
な
の
で
「
昭
憲
皇
太
后
」
と
す
る
の
が
適
当

と
す
る
一
方
、
先
帝
と
併
称
す
る
場
合
は
「
昭
憲
皇
后
」
と
称
す
る

の
が
適
当
で
、
内
務
省
が
明
治
神
宮
の
祭
神
と
し
て
「
明
治
天
皇
、

昭
憲
皇
太
后
」
と
告
示
し
た
の
は
軽
率
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
と

い
う
。

　

根
底
に
あ
る
宮
内
省
告
示
の
追
号
に
つ
い
て
の
誤
り
を
認
め
ず

に
、
そ
の
後
に
出
さ
れ
た
内
務
省
告
示
の
神
号
が
誤
り
だ
と
し
た
。

た
だ
し
倉
富
は
「
山
県
の
意
見
書
は
理
由
貫
徹
せ
ず
。（
中
略
）

所い
わ
ゆ
る謂

併
称
の
場
合
な
る
も
の
あ
る
こ
と
な
し
」
と
否
定
的
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、連
載
第
四
回
で
紹
介
し
た
鷗
外
の
賀
古
鶴
戸
宛
書
簡「
推

定
、六
月
八
日
」（
書
簡
番
号
一
三
八
三
）
を
見
返
し
て
も
ら
い
た
い
。

「
枢
密
院
に
て
は
『
皇
太
后
を
皇
太
后
と
せ
し
は
誤
あ
や
ま
りに

あ
ら
ず
、
誤

に
あ
ら
ざ
る
ゆ
え
直
す
筈は
ず

は
な
し
』と
法
律
的
に
論
ず
る
由よ
し

な
り（
二

上
某
立
案
に
て
山
県
公
の
御
耳
に
入
居
る
）」（
※
傍
線
は
筆
者
）
と

あ
る
。「
二
上
某
立
案
」
が
『
倉
富
日
記
』
に
記
さ
れ
た
「
二
上
兵

治
の
起
草
」
に
よ
る
意
見
書
だ
と
す
る
と
、
書
簡
一
三
八
三
の
こ
の

部
分
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

　

山
県
が
枢
密
院
議
長
、
二ふ
た

上が
み

兵ひ
ょ
う

治じ

は
枢
密
院
書
記
官
長
だ
っ
た

の
で
、「
枢
密
院
に
て
は
」
と
は
二
上
が
起
草
し
た
山
県
の
意
見
書

の
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い
。
意
見
書
の
内
容
は
、
現
天
皇
（
大
正
天
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皇
）
が
故
皇
太
后
（
明
治
天
皇
の
皇
后
）
に
対
し
て
贈
る
追
号
を
「
皇

太
后
」
と
す
る
の
は
法
律
上
、
誤
り
で
は
な
い
た
め
、「
皇
太
后
」

と
し
た
宮
内
省
告
示
を
直
す
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
だ
。
誤
り
で

は
な
い
か
ら
直
す
必
要
は
な
い
と
「
法
律
的
に
論
ず
る
」
こ
と
に
、

鷗
外
は
不
満
を
に
じ
ま
せ
た
と
い
う
趣
旨
だ
ろ
う
。

　

書
簡
一
三
八
三
の
こ
れ
に
続
く
記
述
は
、「
こ
れ
は
『
廟び
ょ
うに

入
り

て
は
』と
云
ふ
故
事
を
知
ら
ぬ
故
の
こ
と
な
り
」と
な
っ
て
い
る
。〈
図

書
頭
文
書
〉
の
後
半
部
分
に
、
中
国
で
は
「
廟
に
入
り
て
は
后
と
称

し
夫
に
繫つ
な

げ
」
と
い
う
故
事
を
基
に
し
て
、皇
帝
の
后
の
諡
号
を
「
皇

后
」
と
記
し
た
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
鷗
外
が
言
い
た
い
の
は
、

そ
も
そ
も
宮
内
省
告
示
で
「
皇
太
后
」
と
し
た
の
は
故
事
に
基
づ
か

な
い
誤
り
だ
っ
た
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
だ
。

　

と
す
る
と
書
簡
一
三
八
三
は
、
二
上
立
案
の
山
県
に
よ
る
意
見
書

が
書
か
れ
た
後
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
簡
の
最
後
に
「
八

日
」
と
あ
る
が
、
六
月
八
日
で
は
な
く
九
月
下
旬
以
降
の
は
ず
だ
。

宮
内
省
V
S
内
務
省
の
顚
末

　

書
簡
の
日
付
を
確
定
す
る
前
に
、
こ
の
ま
ま
『
倉
富
日
記
』
を
読

み
進
め
る
。

　

十
月
十
三
日
、倉
富
は
日
記
に
「
午
前
十
一
時
頃
石
原
健
三
来
り
、

昭
憲
皇
太
后
の
追
号
の
事
が
喧や
か
まし
く
な
り
た
り
」
と
書
い
た
。
事
態

は
最
終
局
面
に
入
っ
た
。

　

石
原
が
倉
富
に
話
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
石
原
は
先
日
、
内
務

省
の
小
橋
一
太
次
官
と
塚
本
清
治
神
社
局
長
に
対
し
追
号
問
題
に
つ

い
て
こ
う
伝
え
た
と
い
う
。

「
宮
内
省
の
問
題
に
非あ
ら

ず
。
専も
っ
ぱら
内
務
省
の
問
題
な
り
。
宮
内
省

に
て
は
、
御
追
号
は
之
を
改
め
ざ
る
こ
と
に
決
定
し
、
只た
だ

今
は
御

神
号
の
み
の
問
題
な
る
」（
※
傍
線
は
筆
者
）

　

宮
内
省
は
二
上
案
に
乗
り
、
宮
内
省
告
示
の
追
号
は
改
め
な
い
と

「
決
定
し
」
た
。
そ
し
て
、
内
務
省
告
示
に
基
づ
く
明
治
神
宮
の
神

号
を
改
め
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
絞
ら
れ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
中
村
宮
内
大
臣
が
山
県
を
訪
れ
協
議
す
る
と
、
山
県
は

「
二
上
の
意
見
書
は
自
分
（
山
県
）
が
二
上
に
口
授
し
て
書
か
し
め

た
る
も
の
な
る
も
、自
分
（
山
県
）
の
考
へ
通
り
に
も
な
り
居
ら
ず
。

結
局
、二
上
の
意
見
な
り
」と
答
え
た
と
い
う
。
こ
れ
を
受
け
て
、「
一

昨
日
」
つ
ま
り
十
月
十
一
日
に
中
村
は
宮
内
大
臣
官
舎
に
二
上
を
呼

び
、
意
見
を
聞
い
た
。
二
上
は
「
枢
密
院
に
て
は
神
号
を
皇
后
と
す

る
こ
と
に
付
て
は
一
人
も
反
対
す
る
も
の
な
く
」と
言
う
。
た
だ
し
、

中
村
は
「
内
務
省
に
て
は
内
務
省
の
問
題
と
考
へ
居
ら
ざ
る
」
と
話

す
の
で
、
二
上
は
「
然し
か

ら
ば
自
分
（
二
上
）
よ
り
内
務
省
に
話
し
、

内
務
大
臣
よ
り
神
号
を
皇
后
と
す
る
こ
と
に
付
、
枢
密
院
に
諮
詢
せ

ら
る
る
こ
と
を
奏そ
う
せ
い請

し
て
決
定
す
る
こ
と
に
は
意
見
な
き
や
」
と
、

床と
こ

次な
み

竹
二
郎
内
務
大
臣
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。

　

二
上
案
は
、
神
社
を
管
轄
す
る
内
務
大
臣
が
神
号
を
昭
憲
皇
后
0

0

と

変
更
し
た
い
と
枢
密
院
に
諮
れ
ば
、
枢
密
院
は
賛
同
し
、
宮
内
省
も

こ
れ
を
認
め
る
と
い
う
案
だ
。
し
か
し
、「
二
上
よ
り
内
務
大
臣
に
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話
し
た
る
も
、（
中
略
）
同
意
せ
ざ
る
る
模
様
な
り
」
と
い
う
結
論

に
終
わ
っ
た
。
床
次
の
答
え
は
「
宮
内
省
の
処
置
に
て
如
何
な
る
場

合
に
も
皇
后
と
称
し
て
差
支
な
き
こ
と
と
な
れ
ば
、
神
号
も
皇
后
と

改
む
べ
き
も
、
左さ

も
な
け
れ
ば
神
号
を
改
め
ず
」
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。

　

最
初
に
出
し
た
宮
内
省
告
示
に
よ
る
追
号
の
誤
り
を
認
め
ず
、
内

務
省
に
根
回
し
し
て
明
治
神
宮
の
神
号
だ
け
改
め
る
と
い
う
奇
策
に

対
し
、
倉
富
は
「
矢や

は張
り
宮
内
省
よ
り
御
追
号
改
定
の
議
を
出
す
方

宜
し
く
は
な
き
や
」
と
石
原
、
中
村
に
疑
問
を
呈
し
た
。
し
か
し
石

原
と
中
村
は
、「
先
日
伊
東
巳
代
治
を
訪お
と
なひ
、
御
追
号
は
改
め
ざ
る

旨
を
確
言
し
て
、
意
見
書
ま
で
も
書
か
せ
居
る
故ゆ
え

」
に
、
今
更
変
え

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
弁
明
し
た
。
伊
東
の
抵
抗
が
あ
っ
た
の
で

宮
内
省
告
示
を
改
め
る
根
本
的
な
変
更
が
で
き
ず
、
奇
策
の
よ
う
な

妥
協
策
を
迫
ら
れ
た
と
い
う
の
だ
。

「
議
は
既
に
決
し
あ
り
」

　

こ
こ
ま
で
の
話
を
整
理
し
、
も
う
一
通
あ
る
昭
憲
皇
太
后
問
題
に

関
す
る
鷗
外
の
賀
古
宛
書
簡
「
六
月
、
日
不
詳
」（
書
簡
番
号
一
三

八
六
）
の
記
述
と
、『
倉
富
日
記
』
十
月
十
三
日
条
を
読
み
比
べ
て

み
る
。

　

中
村
が
山
県
を
訪
れ
て
二
上
案
に
つ
い
て
協
議
し
、
こ
れ
を
受
け

て
「
一
昨
日
」（『
倉
富
日
記
』）
つ
ま
り
十
月
十
一
日
に
宮
内
大
臣

の
中
村
が
山
県
側
近
の
枢
密
院
書
記
官
長
の
二
上
を
呼
ん
だ
。「
同

月
十
一
日
老
公
の
御
耳
に
入
る
」（
書
簡
一
三
八
六
）
と
の
記
述
は
、

二
上
案
を
巡
る
協
議
の
経
緯
が
山
県
の
耳
に
入
っ
た
こ
と
を
指
す
と

考
え
ら
れ
、「
議
は
既
に
決
し
あ
り
」（
書
簡
一
三
八
六
）
は
、
宮
内

省
が
二
上
案
に
乗
っ
て
追
号
の
告
示
を
改
め
な
い
こ
と
を「
決
定
し
」

（『
倉
富
日
記
』）、
内
務
省
に
神
号
の
告
示
を
変
更
す
る
よ
う
求
め
る

こ
と
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。

　
「
二
上
枢
密
書
記
長
を
以
て
当
務
者
た
る
床
並（
次
）内
務
を
説
き
つ
つ

あ
り
、（
中
略
）
床
並
等
我
を
張
り
て
遂
に
聞
か
れ
ず
」（
書
簡
一
三

八
六
）
は
、
内
務
省
か
ら
神
号
変
更
を
枢
密
院
に
申
し
出
る
よ
う
に

と
「
二
上
よ
り
内
務
大
臣
に
話
し
た
る
も
、（
中
略
）
同
意
せ
ざ
る
る
」

（『
倉
富
日
記
』）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
二
上
案
を
巡
っ
て
「
但
し
此
議
は
帝
室
制
度
審
議
会
（
伊

藤マ
マ

巳
代
治
）
に
妨
げ
ら
れ
遂
に
成
立
せ
ざ
り
き
」（
書
簡
一
三
八
六
）

は
、「
先
日
伊
東
巳
代
治
を
訪お
と
なひ
、
御
追
号
は
改
め
ざ
る
旨
を
確
言

し
て
」（『
倉
富
日
記
』）
と
一
致
す
る
。

　

そ
し
て
、
十
月
十
三
日
に
原
敬
首
相
が
床
次
内
務
大
臣
と
中
村
宮

内
大
臣
を
呼
ん
で
協
議
し
、
追
号
も
神
号
も
変
更
し
な
い
こ
と
で
決

着
し
た
。
そ
の
日
に
原
は
山
県
に
も
会
い
「
此
際
は
皇
太
后
の
儘ま
ま

に

致
し
置お
き

、
其そ
の

内う
ち

い
づ
れ
の
場
合
に
も
皇
后
と
称
す
る
こ
と
を
得
る
様

に
す
べ
し
」（『
倉
富
日
記
』
十
月
十
四
日
条
）
と
伝
え
た
。

　

こ
れ
ま
で
「
原
日
記
で
は
、
床
次
内
相
は
御
称
号
変
更
に
つ
き
告

示
を
改
め
る
事
に
異
議
は
な
い
、
と
柔
軟
な
返
事
を
し
た
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
」（
小
堀
桂
一
郎
『
森
鷗
外　

日
本
は
ま
だ
普
請
中
だ
』
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ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
一
三
年
）
こ
と
と
、書
簡
一
三
八
六
の
「
床

並
等
我
を
張
り
て
遂
に
聞
か
れ
ず
」
の
整
合
性
が
不
明
だ
っ
た
。
だ

が
、『
倉
富
日
記
』
と
合
わ
せ
て
『
原
敬
日
記
』
の
大
正
九
年
十
月

十
三
日
条
を
読
む
と
、
以
下
の
よ
う
に
矛
盾
な
く
読
め
る
。（　

）

は
筆
者
が
補
っ
た
。

「（
床
次
）
内
相
は
各
方
面
に
於お
い

て
異
議
な
く
、其
根
本
に
於
て
（
昭

憲
皇
太
后
と
追
号
し
た
大
正
三
年
の
宮
内
省
告
示
を
）
改
正
あ
る

に
於
て
は
（
明
治
神
宮
に
祭
る
際
の
神
号
を
昭
憲
皇
太
后
と
し
た

大
正
四
年
の
内
務
省
）告
示
を
改
む
る
事
に
は
異
議
な
し
と
言
ひ
、

（
中
村
）
宮
相
は
（
宮
内
省
告
示
の
）
根
本
を
改
む
る
事
に
は
同

意
し
難
し
と
言
ふ
」

「
十
月
」
だ
っ
た
二
通
の
書
簡

　
『
倉
富
日
記
』
と
鷗
外
の
二
通
の
書
簡
は
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

追
号
問
題
に
関
し
、
図
書
頭
だ
っ
た
鷗
外
に
は
宮
内
省
や
山
県
の
動

き
を
巡
る
情
報
が
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
書
簡
で
賀
古
に
伝
え
た
と

す
る
と
、
書
簡
の
日
付
は
い
ず
れ
も
六
月
で
は
な
く
十
月
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
「
八
日
」と
だ
け
日
付
が
記
さ
れ
る
書
簡
一
三
八
三
は「
十
月
八
日
」

と
確
定
す
る
。
鷗
外
宛
、
賀
古
宛
の
い
ず
れ
の
書
簡
で
も
、
昭
憲
皇

太
后
問
題
が
出
て
く
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
だ
。

　

大
正
九
年
八
月
十
四
日
に
賀
古
が
書
い
た
鷗
外
宛
書
簡
に
よ
る

と
、
神
田
小
川
町
で
耳
鼻
科
医
院
を
開
業
し
て
い
た
賀
古
の
元
を
榊

原
が
折
々
受
診
し
て
お
り
、「
い
ろ
い
ろ
面
白
き
談
あ
り
近
日
中
電

話
に
て
御
つ
か
ふ
を
伺う
か
がひ

ま
ゐ
り
可
も
う
す
べ
く申

候そ
う
ろ
う」

と
記
し
た
。

　

翌
大
正
十
年
の
九
月
二
十
日
に
賀
古
が
書
い
た
鷗
外
宛
書
簡
で

は
、
榊
原
か
ら
聞
い
た
皇
太
子
（
後
の
昭
和
天
皇
）
と
久く
に
の邇

宮み
や

良な
が
こ子

（
後
の
香こ
う

淳じ
ゅ
ん

皇
后
）
の
結
婚
問
題
、
い
わ
ゆ
る
宮
中
某
重
大
事
件
に

つ
い
て
「
秘
」
と
記
し
て
報
告
し
て
い
る
。
榊
原
は
宮
内
省
内
の
公

に
さ
れ
て
い
な
い
話
題
を
、
親
交
の
あ
る
賀
古
に
話
し
て
い
る
。
榊

原
は
大
正
九
年
の
五
～
九
月
に
昭
憲
皇
太
后
問
題
に
つ
い
て
の
意
見

書
を
各
方
面
へ
送
っ
て
い
る
た
め
、
賀
古
が
こ
の
年
の
八
月
十
四
日

の
鷗
外
宛
書
簡
で
書
い
た
榊
原
か
ら
聞
い
た
「
面
白
き
談
」
に
昭
憲

皇
太
后
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
だ
。
鷗
外
と
賀
古

が
話
題
を
共
有
し
て
い
た
た
め
、
鷗
外
の
「
十
月
八
日
」
の
賀
古
宛

書
簡
一
三
八
三
は
断
り
な
く
唐
突
に
「
拝
啓
昭
憲
皇
太
后
問
題
は
」

と
書
き
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
六
月
八
日
の
段
階
だ
と
、
石
原
次
官
が

宮
内
省
内
で
内
々
に
意
見
を
聴
き
始
め
た
頃
で
、
賀
古
に
情
報
が
届

い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

一
方
、「
六
月
、
日
不
詳
」
の
書
簡
一
三
八
六
は
「
秘
親
展　

博

物
館
よ
り　
（
使
持
参
）」と
な
っ
て
い
る
。『
鷗
外
日
記
』に
よ
る
と
、

十
月
中
旬
に
帝
室
博
物
館
へ
出
勤
し
た
の
は
十
一
、
十
三
、
十
五
、

十
八
日
。
書
簡
が
十
一
日
な
ら
、
山
県
の
耳
に
情
報
が
入
っ
た
の
を

「
同
月
十
一
日
」
と
せ
ず
、「
本
日
」
と
書
く
は
ず
だ
。

　

さ
ら
に
問
題
が
決
着
し
た
の
が
十
三
日
で
、
十
四
日
に
倉
富
が
結

論
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
十
五
日
以
降
な
ら
鷗
外
に
も
情
報
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が
届
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
書
簡
一
三
八
六
は
、
結
論
が
出
る

直
前
の
切
迫
し
た
情
勢
を
伝
え
る
内
容
だ
。
勤
務
先
の
帝
室
博
物
館

か
ら
「
秘
親
展
」「
使
持
参
」
で
賀
古
に
届
け
た
の
は
急
を
知
ら
せ

る
た
め
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
書
簡
一
三
八
六
の
日
付
は
問
題
が
決
着
し

た
「
十
月
十
三
日
」
で
、
結
論
が
鷗
外
の
耳
に
入
る
直
前
に
書
か
れ

た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

書
簡
一
三
八
三
が
十
月
八
日
、
書
簡
一
三
八
六
が
十
月
十
三
日

だ
っ
た
場
合
、『
鷗
外
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
大
正
九
年
「
十

月
十
二
日
（
消
印
十
三
日
）」
の
賀
古
宛
書
簡
一
三
九
四
と
整
合
性

は
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

憤
り
を
綴
っ
た
書
簡
一
三
八
三
の
後
段
は
、
正
倉
院
宝
物
の
「
律〇

（
俗
に
云
ふ
調
子
笛
）」
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
十
月
十
二
日
の
書

簡
一
三
九
四
に
も
「
例
の
正
倉
院
の
律
（
調
子
笛
）」
と
あ
り
、
書

簡
一
三
八
三
か
ら
話
が
続
い
て
い
る
。
書
簡
一
三
八
三
の
日
付
が
全

集
に
記
さ
れ
た
「
六
月
八
日
」
だ
っ
た
場
合
、そ
れ
か
ら
半
年
も
経
っ

た
後
の
書
簡
一
三
九
四
で
「
例
の
正
倉
院
の
律
」
と
記
す
の
は
唐
突

で
は
な
い
か
。「
十
月
八
日
」
な
ら
ば
、
書
簡
一
三
九
四
は
そ
れ
か

ら
四
日
後
に
書
か
れ
た
も
の
に
な
る
の
で
、
自
然
な
話
の
流
れ
と
な

る
。

　

書
簡
一
三
九
四
で
鷗
外
は
、
賀
古
か
ら
の
書
状
へ
の
返
事
と
し
て

「
御
書
状
の
模
様
に
よ
れ
ば
二
上
は
余よ
ほ
ど程
御ご
よ
う用
に
立た
ち
お
る居
者も
の

と
存
ぞ
ん
じ
そ
う
ろ
う
候
」

と
記
し
、
賀
古
が
二
上
を
評
価
し
た
こ
と
に
賛
同
す
る
。
そ
の
上
で

「
尤
も
っ
と
も

審
議
会
に
て
も
同
人
の
申
も
う
し

事ご
と

は
筋
が
よ
く
立
ち
て
よ
ろ
し
き
方

に
候
」
と
、
自
ら
の
二
上
評
を
伝
え
て
い
る
。

　

枢
密
院
書
記
官
長
だ
っ
た
二
上
は
、
昭
憲
皇
太
后
の
追
号
を
巡
り

対
立
す
る
宮
内
省
と
内
務
省
の
間
で
枢
密
院
議
長
で
あ
る
山
県
の
代

理
人
と
し
て
奔
走
し
た
。
同
時
に
宮
内
省
が
所
管
す
る
帝
室
制
度
審

議
会
の
委
員
で
も
あ
り
、
法
律
に
詳
し
い
官
僚
と
し
て
皇
室
に
関
す

る
法
令
整
備
に
も
携
わ
っ
た
。
鷗
外
は
同
審
議
会
に
御
用
掛
と
し
て

出
席
し
て
お
り
、
二
上
の
働
き
ぶ
り
を
実
際
に
見
た
上
で
「
筋
が
よ

く
立
ち
て
よ
ろ
し
き
」
と
論
評
し
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
書
簡
は

「
何な
に
ぶ
ん分

法
律
以
外
の
学
問
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
不し
ら
ず知

は
是
非
な
き
こ

と
と
奉
ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
存
候
」
と
続
く
。
法
律
し
か
重
視
せ
ず
に
歴
史
的
な
典

故
に
基
づ
か
な
い
「
不
知
」
で
あ
る
と
、
鷗
外
に
よ
る
二
上
の
評
価

は
手
厳
し
い
。

　

書
簡
一
三
九
四
が
「
十
月
十
二
日
（
消
印
十
三
日
）」「
親
展　

上

野
博
物
館
よ
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、十
二
日
に
書
い
た
も
の
を
、

十
三
日
に
帝
室
博
物
館
へ
出
勤
し
た
後
に
投
函
し
た
よ
う
だ
。
政
治

的
妥
協
策
を
取
り
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
二
上
の
論
評
に
と
ど
め

て
機
微
に
は
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
通
常
の
書
簡
だ
。
と
こ
ろ
が
、

鷗
外
が
十
三
日
に
こ
の
書
簡
を
投
函
後
、
博
物
館
で
勤
務
し
て
い
る

日
中
に
昭
憲
皇
太
后
問
題
が
進
展
し
そ
う
だ
と
の
情
報
が
入
り
、「
議

は
既
に
決
し
あ
り
」
と
切
迫
感
を
伝
え
る
書
簡
一
三
八
六
を
そ
の
場

か
ら
急
ぎ
書
き
送
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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伊
東
巳
代
治
の
書
簡
と
意
見
書

　

鷗
外
書
簡
一
三
八
六
（
全
集
で
は
「
六
月
、
日
不
詳
」。
実
際
の

日
付
は
十
月
十
三
日
）
に
よ
る
と
、
明
治
神
宮
の
祭
神
の
神
号
を
昭

憲
皇
太
后

0

0

0

か
ら
昭
憲
皇
后
0

0

に
変
更
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
「
帝
室
制

度
審
議
会
（
伊
藤マ
マ

巳
代
治
）
に
妨
げ
ら
れ
遂
に
成
立
せ
ざ
り
き
」
と

い
う
結
末
に
終
わ
っ
た
。
で
は
、
同
審
議
会
総
裁
の
伊
東
巳
代
治
は

ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
て
い
た
の
か
。

　

宮
内
公
文
書
館
の
史
料
を
探
す
と
「
昭
憲
皇
太
后
追
号
の
件
」「
昭

憲
皇
太
后
追
号
問
題
」「
諡
号
追
号
に
関
す
る
件
」
と
題
す
る
史
料

群
に
当
時
の
関
連
文
書
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
問
題
を
提
起
し
た

榊
原
昇
造
が
伊
東
や
山
県
有
朋
に
宛
て
た
書
簡
（
六
～
九
月
に
山
県

宛
一
通
、
伊
東
宛
五
通
）、
こ
れ
に
対
し
て
宮
内
省
が
内
部
で
作
成

し
た
見
解
、
鷗
外
が
宮
内
大
臣
に
提
出
し
た
〈
図
書
頭
文
書
〉
の
筆

写
、
図
書
寮
事
務
官
の
五
味
均
平
が
帝
室
制
度
審
議
会
委
員
の
岡
野

敬
次
郎
に
送
っ
た
書
簡
、
伊
東
が
宮
内
大
臣
へ
宛
て
て
九
月
に
提
出

し
た
意
見
書

─
な
ど
が
未
整
理
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

　

伊
東
関
連
の
文
書
で
最
も
時
期
が
早
い
も
の
は
、
大
正
九
年
六
月

十
四
日
付
で
枢
密
院
議
長
の
山
県
へ
宛
て
た
書
簡
の
下
書
き
で
あ

る
。
宮
内
省
の
罫
紙
に
ペ
ン
で
書
か
れ
加
筆
修
正
の
跡
が
分
か
る
下

書
き
と
、
後
年
に
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
宮
内
省
の
罫
紙
に
打
ち
直
さ

れ
た
も
の
の
二
種
類
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

書
簡
は
時
候
の
あ
い
さ
つ
の
後
、「
一
昨
々
日
」
つ
ま
り
六
月
十
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一
日
に
、
山
県
に
仕
え
た
入
江
貫
一
枢
密
院
書
記
官
か
ら
榊
原
の
意

見
書
二
冊
を
示
さ
れ
、「
御ご

垂す
い

命め
い

に
従
ひ
逐
一
閲
読
」し
た
と
始
ま
る
。

鷗
外
が
石
原
宮
内
次
官
か
ら
初
め
て
相
談
を
受
け
た
四
日
後
の
こ
と

だ
。

　

大
正
三
年
に
昭
憲
皇
太
后
と
追
号
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
伊
東

は
「
当
時
宮
内
省
の
議
は
英
照
皇
太
后
の
御
例
と
同お
な
じく

崩ほ
う

御ぎ
ょ

の
時
皇

太
后
な
り
し
が
故
に
皇
太
后
の
字
を
用
ひ
た
る
趣
お
も
む
きに
仄そ
く
ぶ
ん聞
致い
た
し
そ
う
ろ
う
候
」

と
説
明
す
る
。
倉
富
ら
は
伊
東
自
身
も
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
疑
惑
の
目
を
向
け
て
い
た
が
、「
小
生
等
当
時
宮
内
当
局
よ
り

何
等
諮
問
を
受
け
た
る
こ
と
無こ
れ
な
き之
為た
め

に
、
所し
ょ
か
い懐
を
披ひ
れ
き瀝
す
る
の
機
会

を
得
ざ
り
し
次
第
に
之こ
れ
あ
り有
候
」
と
否
定
し
て
い
る
。

　

で
は
、
昭
憲
皇
太
后

0

0

0

と
い
う
追
号
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
の
か
。
皇
太
后
は
存
命
中
の
称
号
の
た
め
、
亡
く
な
っ
た
後

は
「
皇
太
后
と
す
る
も
皇
后
と
す
る
も
皇
室
典
範
に
照
し
て
何
等

支し

ご牾
す
る
所
な
き
」
と
い
う
。「
牾
」
は
牾さ
か

ら
う
と
訓
読
み
す
る
。

つ
ま
り
、
追
号
を
皇
太
后
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
皇
后
と
す
る
か
に

つ
い
て
、
皇
室
典
範
に
は
根
拠
の
支
え
と
な
る
条
文
も
な
け
れ
ば
、

妨
げ
と
な
る
条
文
も
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
法
律
的
な
視
点
か

ら
論
じ
る
こ
と
で
、
是
非
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
判
断
を
保
留
し
て

い
る
。

　

た
だ
、
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
を
併
記
す
る
場
合
、
皇
太
后
で

は
明
治
天
皇
の
先
帝
の
皇
后
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
と
し

て
、「
後
人
の
疑
惑
を
招
く
の
嫌き
ら
いあ

れ
ば
之
を
避
く
る
為
、
昭
憲
皇
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后
と
せ
ら
る
る
方
、
穏
当
な
り
と
愚ぐ
こ
う考

致い
た
し

候
そ
う
ろ
う

事こ
と

有こ
れ
あ
り之

」
と
、
昭

憲
皇
后
と
す
る
の
が
「
穏
当
」
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
読
む
と
、

伊
東
は
皇
后
0

0

論
者
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
書
簡
の
後
段
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

「
御
追
号
撰せ
ん

定て
い

の
際
な
る
に
於
て
は
皇
后
の
字
を
用
ひ
ら
れ
候
そ
う
ろ
う

様よ
う

、
当
局
に
進
言
す
べ
き
も
、
既
に
一
旦
勅ち
ょ
く

定じ
ょ
うを

経
て
公
布
せ

ら
れ
た
る
今
日
に
至
り
更
に
之
を
改
む
る
は
、（
中
略
）
絶
対
に

不
可
能
の
事
な
り
と
存
ぞ
ん
じ

候そ
う
ろ
う」

　

つ
ま
り
、
選
定
す
る
際
に
相
談
を
受
け
て
い
た
ら
「
皇
后
」
に
す

べ
き
だ
と
進
言
し
て
い
た
が
、
一
旦
、
大
正
天
皇
の
名
の
下
に
決
定

し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
変
更
は
出
来
な
い
と
結
論
付
け
た
の
だ
。
さ

ら
に
、「
念
の
為
、
帝
室
制
度
審
議
会
有
数
の
人
々
に
も
内
々
相あ
い

諮は
か

り
候
処と
こ
ろ、
全
然
同
意
見
に
有こ
れ
あ
り之
候
」
と
、
自
身
だ
け
の
考
え
で
は
な

い
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
鷗
外
は
同
審
議
会
の
御
用
掛

だ
っ
た
が
、
伊
東
か
ら
意
見
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

鷗
外
は
伊
東
の
意
見
書
を
読
ん
だ
か

　

史
料
群
に
は
、
伊
東
の
山
県
宛
て
書
簡
の
十
日
後
、「
榊
原
陸
軍

中
将
提
出
／
皇
太
后
御
追
号
に
関
す
る
議
論
に
対
す
る
意
見
／
大
正

九
年
六
月
二
十
四
日
稿
」
と
い
う
文
書
も
含
ま
れ
る
。
宮
内
省
の
原

稿
用
紙
に
「
秘
」
の
印
が
押
さ
れ
、
十
八
頁
に
渡
っ
て
ペ
ン
書
き
で

綴
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
皇
太
后
」
と
追

号
し
た
の
は
英
照
皇
太
后
の
先
例
に
倣
っ
た
と
仄
聞
し
て
い
る
こ
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と
、
当
時
は
当
局
か
ら
諮
問
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る

の
は
伊
東
書
簡
と
同
じ
だ
。「
御
追
号
勅
定
を
遺
憾
」
と
し
て
榊
原

の
論
に
大
筋
で
「
同
感
」
し
な
が
ら
、
一
旦
決
め
た
勅
定
を
変
更
す

る
こ
と
は
「
単
に
不
可
な
り
と
云い

ふ
の
み
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
寧む
し

ろ

不
可
能
の
事
な
り
と
云
ふ
べ
し
」
と
す
る
論
旨
ま
で
伊
東
書
簡
と
類

似
し
て
い
る
。

　

伊
東
自
身
の
意
見
、
も
し
く
は
伊
東
の
意
向
に
沿
っ
て
宮
内
省
内

で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
鷗
外
が
〈
図
書
頭
文
書
〉
を

提
出
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
伊
東
側
も
対
応
方
針
を
固
め
て
い

た
。

　

こ
れ
を
基
に
伊
東
が
中
村
雄
次
郎
宮
内
大
臣
に
提
出
し
た
文
書
も

残
さ
れ
て
い
る
。『
倉
富
日
記
』
十
月
十
三
日
条
に
「
先
日
伊
東
巳

代
治
を
訪と
ぶ
らひ

、
御
追
号
は
改
め
ざ
る
旨
を
確
言
し
て
、
意
見
書
ま
で

も
書
か
せ
居
る
」
と
記
述
が
あ
る
の
は
、
こ
の
意
見
書
の
こ
と
だ
と

み
ら
れ
る
。

　

封
書
の
表
に
は
「
中
村
宮
内
大
臣
殿
／
至
急　

親
展
」、裏
は
「
厳

封
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
、
差
出
人
と
し
て
「
伊
東
帝
室
制
度
審
議
会

総
裁
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

本
文
の
右
上
冒
頭
に
「
秘
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
、
日
付
は
大
正
九

年
九
月
十
三
日
。
十
九
頁
に
渡
り
宮
内
省
の
罫
紙
に
毛
筆
さ
れ
て
い

る
。

　

論
旨
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
一
旦
勅
定
さ
れ
た
追

号
を
変
更
で
き
な
い
理
由
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
。
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伊
東
は
追
号
を
皇
太
后
と
し
た
の
は
誤
り
だ
と
承
知
し
て
い
る
の

で
、
皇
后
と
す
べ
き
と
の
意
見
に
つ
い
て
「
将
来
の
追
号
勅
定
に
際

し
て
篤と
く

と
考
慮
せ
ら
れ
然
る
べ
き
事
」
と
意
見
書
の
後
半
で
認
め
て

い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
政
治
問
題
に
発

展
し
な
い
よ
う
目
の
前
の
事
態
を
収
め
、
十
一
月
一
日
に
迫
っ
た
明

治
神
宮
の
鎮
座
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

先
に
山
県
宛
て
書
簡
の
下
書
き
で
書
い
た
よ
う
に
、
皇
室
典
範
の

条
文
に
追
号
を
皇
太
后
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
皇
太
后
の
ま
ま
収
め
れ
ば
よ
い
と
伊
東
は
考
え

て
い
る
。
意
見
書
で
も
「
皇
太
后
と
す
る
も
将
ま
さ
に

又
皇
后
と
す
る
も
何

等
皇
室
典
範
の
明
文
に
矛
盾
せ
ざ
る
」（
※
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
）

と
記
し
た
。

　

鷗
外
書
簡
一
三
八
三
（
全
集
で
は
「
推
定
、
六
月
八
日
」。
実
際

は
十
月
八
日
）
で
、
枢
密
院
に
お
い
て
「『
皇
太
后
を
皇
太
后
と
せ

し
は
誤
あ
や
ま
りに

あ
ら
ず
。
誤
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
え
直
す
筈は
ず

は
な
し
』
と
法
律

的
に
論
ず
る
」
の
は
「
故
事
を
知
ら
ぬ
」
こ
と
だ
と
批
判
し
て
い
る

部
分
は
、こ
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
山
県
率
い
る
枢
密
院
で
も
、

伊
東
が
ト
ッ
プ
の
帝
室
制
度
審
議
会
と
同
様
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い

て
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
伊
東
の
意
見
書
は
、
歴
史
的
根
拠
を
踏
ま
え
て
皇
后

に
こ
だ
わ
る
論
者
に
対
し
て
厳
し
い
見
方
を
示
す
。
問
題
を
提
起
し

た
榊
原
を
念
頭
に
「
古
例
に
反
す
と
論ろ
ん
な
ん難

す
る
が
如
き
は
、
畢
ひ
っ
き
ょ
う竟

時

世
の
変
遷
を
閑か
ん
き
ゃ
く却し
た
る
偏
見
に
過
ぎ
ず
」
と
断
じ
た
。

　

ま
た
、
倉
富
日
記
の
記
述
に
あ
っ
た
よ
う
に
、「
昭
憲
」
と
い
う

諡
号
が
過
去
に
中
国
や
朝
鮮
で
使
用
例
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ

て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
を
理
由
に
追
号
を
変
更
し
た
と
な
れ
ば
、

「
勅
ち
ょ
く

定じ
ょ
うの

失し
っ

当と
う

な
り
し
こ
と
并
な
ら
び

御
追
号
の
勘か
ん
せ
ん撰

に
付
き
粗そ
ろ
う漏

杜ず
さ
ん撰

の

実
あ
り
た
る
こ
と
」
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ

ば
「
当
局
の
責
任
は
実
に
重
じ
ゅ
う

且か
つ

大だ
い

な
り
と
謂い

ふ
べ
し
」
と
、
宮
内
省

の
責
任
問
題
に
発
展
す
る
こ
と
必
至
だ
。

　

伊
東
か
ら
見
る
と
、
昭
憲
皇
太
后
と
い
う
追
号
の
誤
り
に
固
執
す

る
人
々
は
「
何
等
の
障
害
な
き
に
拘か
か
わら
ず
故こ
と
さら
に
言げ
ん
ぎ議
を
弄
し
て
風

無
き
に
波
を
起
し
、
果
し
て
何
の
效こ
う

益え
き

あ
り
や
を
疑
ふ
」
と
映
っ
て

い
た
。
伊
東
が
そ
の
よ
う
に
見
な
し
た
人
々
の
中
に
、
鷗
外
も
含
ま

れ
て
い
た
。

　

伊
東
の
意
見
書
は
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

「
右
は
本
会
委
員
総
会
の
議
を
経
た
る
も
の
に
非あ
ら

ざ
る
も
、
特
に

委
員
岡
野
敬
次
郎
、
平
沼
騏き

一い
ち
ろ
う郎

両
法
学
博
士
に
諮し

ぎ議
し
、
茲こ
こ

に

卑ひ
け
ん見
を
開か
い
ち
ん陳
し
て
供
御
参
考
候
也
」（
※
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
）

　

伊
東
が
山
県
宛
て
書
簡
に
記
し
た
内
々
に
意
見
を
聞
い
た
「
有
数

の
人
々
」
と
は
、審
議
会
委
員
で
法
学
博
士
の
岡
野
と
平
沼
だ
っ
た
。

　

鷗
外
書
簡
一
三
八
三
で
「
審
議
会
に
は
礼
や
典
故
を
知
る
も
の
一

人
も
な
し
」「
審
議
会
は
法
学
博
士
と
宮
内
大
官
揃そ
ろ

ひ
で
小
生
な
ど

は
『
傍
聴
希
望
な
ら
ば
出
席
せ
よ
』
と
の
命
令
に
て
出
る
の
み
な
り
」

と
皮
肉
っ
て
い
る
が
、
伊
東
の
意
見
書
を
踏
ま
え
て
い
る
か
の
よ
う

だ
。
史
料
群
に
は
こ
の
意
見
書
の
写
し
や
草
稿
も
含
ま
れ
て
お
り
、
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極
秘
な
が
ら
も
宮
内
省
内
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
鷗

外
に
内
容
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
激
し
い
憤
り
の
理
由
も
理

解
で
き
る
。

　

こ
の
鷗
外
書
簡
が
書
か
れ
た
前
日
の
十
月
七
日
、
鷗
外
日
記
に
あ

る
「
宮
内
省
に
往
く
。
次
官
に
見ま
み

ゆ
。
事
を
言
う
」
と
の
記
述
が
気

に
な
る
。
石
原
次
官
は
帝
室
制
度
審
議
会
の
委
員
を
兼
ね
、
伊
東
と

も
中
村
宮
内
大
臣
と
も
職
務
上
近
く
機
密
事
項
を
知
り
得
る
立
場
に

あ
っ
た
。
た
だ
、
会
話
の
中
身
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

昭
憲
皇
太
后
問
題
の
経
緯

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
出
来
事
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
大
正
三
年

五 

月　

九
日　

逝
去
し
た
明
治
天
皇
妃
・
美
子
の
追
号
を
昭
憲
皇

太
后
と
す
る
宮
内
省
告
示

大
正
四
年　

五 

月　

一
日　

明
治
神
宮
の
祭
神
を
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
と

す
る
内
務
省
告
示

大
正
九
年

五
月
七
、
十
日
付　

榊
原
昇
造
の
意
見
書
一

六 

月　

七
日　
「
石
原
次
官
、
昭
憲
皇
后
を
称
す
る
を
允ゆ
る

す
可べ

き　
　

や
否
や
を
咨は
か

る
。
予よ

告つ

ぐ
る
に
、
允
す
可
き
を
以も
っ

て
す
」（『
鷗

外
日
記
』）

六 

月　

十
日　
「
薄
午
に
省
へ
参
ず
。
石
原
次
官
に
見ま
み

え
事
を
言

う
」（『
鷗
外
日
記
』）

六
月
十
四
日　

伊
東
巳
代
治
が
山
県
有
朋
宛
の
書
簡

六 

月
十
五
日　

石
原
が
倉
富
勇
三
郎
帝
室
会
計
審
査
局
長
官
に
相
談

六 

月
二
十
三
日　

鷗
外
が
宮
内
大
臣
宛
の
「
昭
憲
皇
太
后
の
御
追

号
に
関
す
る
件
」〈
図
書
頭
文
書
〉。
立
案
、
決
裁
は
二
十
二
日

六 

月
二
十
四
日　
「
榊
原
陸
軍
中
将
提
出
／
皇
太
后
御
追
号
問
題

に
関
す
る
議
論
に
対
す
る
意
見
」（
伊
東
作
成
？
）

六 

月
二
十
五
日　
「（
宮
内
）
省
に
参
じ
、昭
憲
諡
号
の
事
を
議
す
。

又
、
新
宮
相
に
見ま
み

ゆ
。
皇こ
う
と
う
ふ

統
譜
之の

事こ
と

を
言
う
」（『
鷗
外
日
記
』）

七
月
二
十
八
日
付　

榊
原
の
意
見
書
二

八 

月　

十
日　

五
味
均
平
図
書
寮
図
書
課
長
が
石
原
と
倉
富
に

〈
図
書
頭
文
書
〉
の
調
査
を
報
告
。
倉
富
は
「
本
問
を
解
決
す

る
理
由
と
な
る
も
の
な
し
」

八 

月
十
四
日　

賀
古
鶴
戸
が
鷗
外
宛
の
書
簡
で
榊
原
の
来
診
を
伝

え
る

八 

月
中
旬
～
二
十
四
日　

山
県
が
中
村
雄
次
郎
宮
内
大
臣
に
「
榊

原
の
云
う
所
は
大
に
理
由
あ
る
様
な
り
」

九
月
十
三
日　

伊
東
が
中
村
宮
内
大
臣
に
意
見
書
を
提
出

九 
月
十
五
日　
「
榊
原
昇
造
中
将
来
た
り
英
照
、
昭
憲
両
皇
太
后

追
号
の
事
を
言
う
」（『
鷗
外
日
記
』）

九 

月
二
十
二
日　

二
上
兵
治
枢
密
院
書
記
官
長
が
起
草
し
た
山
県

の
意
見
書
を
石
原
が
倉
富
に
示
す
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九
月
二
十
八
日
付　

榊
原
の
意

見
書
三

十 

月　

七
日　
「
宮
内
省
に
往

く
。
次
官
に
見ま
み

ゆ
。
事
を
言

う
」（『
鷗
外
日
記
』）

十 

月　

八
日　

鷗
外
の
賀
古
宛

書
簡
一
三
八
三
（『
鷗
外
全

集
』
で
は
「
推
定
、
六
月
八

日
」）。
追
号
問
題
に
つ
い
て

「
十
分
考
え
て
の
上
の
こ
と

に
あ
ら
ず
。
軽
率
な
り
」

十 

月
十
一
日　

中
村
が
二
上
か

ら
意
見
聴
取
。「
老
公
の
御

耳
に
入
る
」（
書
簡
一
三
八

六
）

十 

月
十
二
日　

鷗
外
の
賀
古
宛

書
簡
一
三
九
四
（
消
印
十
三

日
）

十 

月
十
三
日　

鷗
外
の
賀
古
宛

書
簡
一
三
八
六
（『
鷗
外
全

集
』で
は「
六
月
、日
不
詳
」）。

「
議
は
既
に
決
し
あ
り
」。
原

敬
首
相
、
中
村
宮
内
大
臣
、

床
次
竹
二
郎
内
務
大
臣
が
協
議
し
た
後
、
原
が
山
県
と
協
議

し
て
決
着

十 

月
十
六
日　

東
京
日
日
新
聞
が
追
号
問
題
を
報
道

十 

一
月
一
日　

明
治
神
宮
で
鎮
座
祭

　

※
傍
線
は
筆
者

書
簡
の
新
た
な
意
義
付
け
と
憤
り
の
矛
先

　

書
簡
一
三
八
三
の
日
付
が
十
月
八
日
と
確
定
し
た
こ
と
で
、
内
容

の
意
義
付
け
が
変
わ
っ
て
く
る
。『
鷗
外
全
集
』
に
記
さ
れ
た
従
来

の
六
月
八
日
だ
と
、
前
日
に
石
原
か
ら
「
昭
憲
皇
后
」
で
よ
い
か
と

相
談
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
急
い
で
「
昭
憲
皇
太
后
」
の
不
備
を

賀
古
に
書
き
送
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
六
月
二
十
三
日
の
〈
図

書
頭
文
書
〉
は
、
こ
の
書
簡
の
後
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
書
簡
一
三
八
三
が
十
月
八
日
な
ら
、
石
原
か
ら
相
談

を
受
け
て
か
ら
四
カ
月
も
問
題
が
こ
じ
れ
、
よ
う
や
く
決
着
に
動
き

出
し
た
こ
ろ
に
書
か
れ
た
も
の
と
な
る
。
追
号
を
誤
っ
た
責
任
を
宮

内
省
と
内
務
省
の
ど
ち
ら
が
取
る
か
で
押
し
付
け
合
い
、
政
治
家
や

官
僚
た
ち
は
政
治
的
妥
協
策
を
探
ろ
う
と
奔
走
し
た
。
こ
の
間
の
動

き
を
見
聞
き
し
た
上
で
の
鷗
外
の
憤
り
が
、
書
簡
に
書
か
れ
た
「
十

分
考
へ
て
の
上
の
こ
と
に
あ
ら
ず
」「
軽
率
な
り
し
に
あ
ら
ず
や
」「
此

程
の
こ
と
も
し
ら
べ
ず
な
し
た
る
さ
か
し
ら
な
り
」
と
い
う
文
言
に

な
る
。

野口　武則（のぐち・たけのり）氏
　1976 年生まれ。中央大学法学部卒。2000 年毎日新
聞社に入社し、秋田支局、政治部、大阪社会部。代替わ
り取材班キャップ、政治部官邸キャップ、デスクを務め、
現在は論説委員。著書に『元号戦記　近代日本、改元の
深層』（角川新書）。共著に『靖国戦後秘史』（角川ソフィ
ア文庫）、『令和　改元の舞台裏』（毎日新聞出版）。
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「
審
議
会
に
は
礼
や
典
故
を
知
る
も
の
一
人
も
な
し
」
と
、
憤
り

の
矛
先
は
伊
東
巳
代
治
が
総
裁
を
務
め
た
帝
室
制
度
審
議
会
に
向
け

ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、「
宮
内
省
全
体
が
典
故
に
関
す
る
機
関
を
有

せ
ぬ
は
缺け
つ

典て
ん

に
あ
ら
ず
や
」
と
、
宮
内
省
全
体
に
も
及
ん
だ
。
さ
ら

に
、
伊
東
と
共
に
明
治
期
の
皇
室
制
度
設
計
に
携
わ
っ
た
多
田
好こ
う
も
ん問

（
内
閣
書
記
官
長
な
ど
を
務
め
た
官
僚
。
大
正
改
元
時
の
考
案
者
の

一
人
）
ら
の
名
を
挙
げ
て
故
実
の
専
門
家
の
力
量
不
足
に
も
不
満
を

漏
ら
し
た
。

　

鷗
外
が
〈
図
書
頭
文
書
〉
で
書
い
た
の
は
、
皇
統
譜
へ
の
登
録
は

「
昭
憲
皇
后
」
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
図
書
寮

の
所
管
で
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
皇
統
譜
の
登
録
と
い
う
職
務
の
範
囲

内
で
提
案
し
た
。

　

し
か
し
結
局
、
皇
統
譜
に
は
「
昭
憲
皇
太
后
」
と
登
録
さ
れ
た
ま

ま
に
な
っ
て
い
る
。
皇
統
譜
を
見
る
と
、
明
治
天
皇
妃
・
美
子
が
逝

去
し
て
間
も
な
い
大
正
三
年
六
月
二
日
、
当
時
の
図
書
頭
・
山
口
鋭え
い

之の

助す
け

が
「
昭
憲
皇
太
后
」
と
登
録
し
た
。
筆
者
は
宮
内
公
文
書
館
が

蔵
す
る
『
皇
統
譜
録
』
と
い
う
皇
統
譜
の
記
録
に
関
す
る
文
書
を
閲

覧
し
た
が
、
そ
れ
以
降
に
鷗
外
が
「
昭
憲
皇
后
」
と
修
正
し
た
り
、

注
釈
を
書
い
た
り
し
た
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。〈
図
書
頭
文
書
〉

を
提
出
直
後
の
大
正
九
年
六
月
二
十
四
日
の
鷗
外
日
記
に
「
皇
統
譜

に
注ち
ゅ
うす
」
と
あ
る
の
は
、
皇
族
の
結
婚
や
誕
生
な
ど
を
皇
統
譜
に
記

し
た
通
常
業
務
で
、昭
憲
皇
太
后
問
題
と
は
関
係
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　
〈
図
書
頭
文
書
〉
に
よ
る
鷗
外
の
意
見
具
申
は
、
結
局
、
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
事
態
の
経
緯
を
宮
内
官
僚
と
し
て
間

近
で
見
聞
き
し
て
い
た
。
こ
の
時
に
生
じ
た
問
題
意
識
が『
元
号
考
』

へ
と
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。

　　
〈
参
考
文
献
〉

　

宗
像
和
重
監
修
『
森
鷗
外
宛
書
簡
集
1　

賀
古
鶴
所
』（
文
京
区

立
森
鷗
外
記
念
館
、
二
〇
一
七
年
）

　　

次
回
は
「
第
六
回
　『
帝
諡
考
』
か
ら
『
元
号
考
』
へ
」

　


