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第
一
回
　�

一
五
〇
年
に
一
度
だ
け
、
摂
政
設
置

の
詔
（
御
署
名
原
本
周
辺
）

　

令
和
七
年
も
春
た
け
な
わ
、
わ
た
し
は
東
京
駅
丸
の
内
南
口
の
切

符
売
り
場
、
残
高
が
心
も
と
な
い
の
で
P
A
S
M
O
に
チ
ャ
ー
ジ
を

し
て
い
こ
う
と
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
左
手
に
説
明
板
が
一
つ

は
め
こ
ま
れ
て
い
る
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。
板ば
ん
め
ん面
を
閲け
み

す
る
に
、
時

は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
十
一
月
四
日
─
─
─
。

　

こ
の
日
、
原
は
ら
た
か
し敬

首
相
は
、

　

午
後
七
時
二
十
分
、政
友
会
京
都
支
部
大
会
に
お
も
む
く
た
め
、

丸
ノ
内
南
口
改
札
口
に
向
か
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
一
人
の
青

　

�

年
が
飛
び
出
し
て
き
て

案
内
に
あ
た
っ
て
い
た

高
橋
善
一
駅
長
（
初
代
）

の
肩
を
か
す
め
、
い
き

な
り
刃
わ
た
り
5
寸
の

短
刀
で
原
首
相
の
右
胸

部
を
刺
し
た
。
原
首
相

は
そ
の
場
に
倒
れ
、
駅

長
室
で
手
当
を
受
け
た

が
、
す
で
に
絶
命
し
て

い
た
。
犯
人
は
・
・
・

　

日
本
史
の
教
科
書
で
も

一
片
の
冰
心
、
玉
壺
に
あ
り
や
？

―

公
文
書
界
隈
を
徘
徊
す
る―

ひ
ょ
う
　し
ん

ぎ
ょ
く 

　こ

　
福ふ

く

井い

　
ひ
と
し

①東京駅丸の内南口切符売り場横の説明板
＝筆者撮影

第1回
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登
場
す
る
原
首
相
暗
殺
の
現
場
で
あ
る
。当
時
の
東
京
駅
の
構
造
上
、

乗
客
は
必
ず
南
口
改
札
か
ら
入
る
こ
と
か
ら
待
ち
伏
せ
が
可
能
だ
っ

た
こ
と
、
犯
人
が
大
塚
駅
に
勤
め
て
い
て
東
京
駅
の
構
造
に
つ
い
て

熟
知
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
な
ぜ
東
京
駅
の
こ
の
場
所
だ
っ
た
の
か

が
わ
か
る
事
情
ま
で
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
が
そ
の
場
所

で
あ
っ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
感
心
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
白

昼
の
雑
踏
の
中
、
首
相
の
魂
魄
い
か
に
執
心
し
た
と
し
て
も
、
さ
す

が
に
百
五
年
を
経
て
こ
こ
に
彷
徨
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す

が
、
そ
れ
で
も
歴
史
の
転
回
点
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
っ
た
か
と
、
慄

然
と
せ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

わ
た
く
し
は
今
、
国
立
公
文
書
館
に
奉
職
し
て
い
る
の
で
、
せ
っ

か
く
で
す
か
ら
、
公
文
書
界
隈
に
て
、
原
首
相
の
そ
の
あ
た
り
の
時

間
を
う
ろ
つ
い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

松
方
内
府
は
飛
び
込
ん
で
き
た

　

事
件
よ
り
一
年
半
ほ
ど
遡
り
ま
す
。
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
六

月
十
八
日
、
こ
の
日
、
閣
議
あ
り
。
世
論
は
ニ
コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク
事

件
で
湧
き
た
っ
て
い
た
。
原
首
相
は
、
閣
議
後
、
皇
后
陛
下
の
沼
津

か
ら
の
還か
ん
け
い啓

を
鉄
道
大
臣
と
と
も
に
出
迎
え
。
東
京
駅
へ
。

　

官
邸
に
戻
る
と
、
山や
ま
が
た縣

有あ
り

朋と
も

枢
密
院
議
長
が
来
訪
。
波は

た

の
多
野
敬よ
し

直な
お

宮
内
大
臣
の
更
迭
の
運
び
、
と
、
そ
の
こ
と
を
松ま
つ
か
た方
正ま
さ
よ
し義
内
大
臣
が

総
理
に
話
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
に
、
そ
れ
が
遅
れ
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
グ
チ
に
似
た
話
。そ
こ
へ
今
度
は
そ
の
松
方
内
大
臣
が「
至

急
会
い
た
い
」
と
言
っ
て
き
た
・
・
・
。

　

と
、
原
が
日
記
（『
原
敬
日
記
』。
以
下
『
原
日
記
』）
に
記
し
て

い
ま
す
。

　

・
・
・
何
事
か
と
思
ひ
会
見
せ
し
に
、
陛
下
御
病
気
に
付つ
き

摂
政

を
置
か
る
る
事
に
決
定
を
要
す
と
云
ふ

　

・
・
・
自
分
は
其そ
の
こ
と事

は
重
大
の
事
な
り
、
御
病
気
に
は
相
違
な

き
も
摂
政
を
置
か
る
る
事
と
な
る
に
は
先ま
ず

以
て
皇
后
陛
下
を
始
め

奉
り
皇
族
方
の
御
考
も
承
ら
ざ
る
を
得
ず
、
又
大
隈
の
如
き
・
・
・

斯
く
て
は
実
に
重
大
な
る
事
件
を
惹
起
す
る
虞
お
そ
れ

あ
り
と
て
之
を
止

め
た
り
。（
ル
ビ
は
適
宜
筆
者
。
も
し
読
み
間
違
っ
て
た
ら
大
恥

で
す
が
、
ど
う
ぞ
ご
寛
恕
く
だ
さ
い
。
以
下
、
同
じ
よ
う
に
し
ま

す
。）

　

大
正
天
皇
が
御
病
気
で
あ
る
か
ら
、
摂
政
を
置
く
よ
う
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
原
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
慎
重
に
な
る
よ
う
言
っ
た
、
と
い
う
。

大お
お
く
ま隈

重し
げ
の
ぶ信

が
彼
ら
の
共
通
の
敵
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

な
ん
に
し
ろ
突
然
な
の
で
、

「
内
大
臣
、
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
言
い
出
す
ん
で
す
か
？
」

　

と
訊
い
て
み
る
と
、
ベ
ル
ギ
ー
大
使
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た

り
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
に
陛
下
が
重
態
だ
と
記
載
さ
れ
た
り
し
て
い
る

の
だ
、
と
言
う
。
そ
こ
で
、

　

・
・
・
余
は
遂
に
摂
政
を
置
か
る
る
必
要
に
至
ら
ん
事
と
恐
察
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す
る
も
夫そ
れ
ま
で迄
に
は
度
々
御
様
子
を
発
表
し
て
国
民
に
諒
解
せ
し
む

る
の
必
要
も
之
あ
る
べ
し
・
・
・

　

前
後
を
読
み
合
わ
せ
る
と
、
山
縣
と
会
談
し
て
い
た
の
を
中
断
し

て
（
山
縣
を
待
た
せ
た
ま
ま
）
話
し
て
い
る
よ
う
で
、
も
し
か
し
た

ら
山
縣
が
同
席
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
「
松
方
の
軽
挙
に
困
難
す
る
」
と
か
「
松
方
の
挙
動
は
兎
に
角
」

と
書
い
て
ま
す
の
で
、原
は
少
し
辟
易
し
て
い
る
節
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
が
原
に
「
摂
政
の
設
置
」
に
つ
い
て
考
え
始
め
さ
せ
る
節
目
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

翌
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
二
月
、
宮
内
大
臣
に
牧ま
き
の野

伸の
ぶ

顕あ
き

が
就

任
。
か
つ
て
の
内
務
卿
・
大お
お
く
ぼ

久
保
利と
し
み
ち通

の
次
男
、
外
交
官
、
行
政
大

臣
の
経
験
な
ど
、
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
人
事
で
す
。
以
降
、
原

と
牧
野
の
間
で
、摂
政
設
置
の
打
ち
合
わ
せ
が
進
ん
で
い
く
─
─
─
。

　

と
こ
ろ
で
、
昭
和
は
一
九
二
六
年
末
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

も
し
今
も
昭
和
が
続
い
て
い
た
ら
今
年
は
昭
和
一
〇
〇
年
で
す
。
で

は
、
百
年
前
の
昭
和
天
皇
が
、
御
名
を
記
さ
れ
た
最
初
の
詔
書
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
覗
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

②
に
は
な
ん
と
書
い
て
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

朕
、
皇
祖
皇
宗
の
威
霊
を
頼
り
大
統
を
承
け
万
機
を
総す

ぶ
。
玆こ
こ

に

定
則
に
遵
し
た
が

ひ
元
号
を
建
て
大
正
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
以
後
を

改
め
て
昭
和
元
年
と
為な

す
。

　

御ぎ
ょ
め
い名　
　
　
　

御ぎ
ょ
じ璽

　

と
あ
り
ま
す
。（
カ
タ
カ
ナ
を
平
仮
名
に
、濁
点
、句
読
点
を
補
う
。

こ
れ
も
以
下
同
じ
よ
う
に
し
ま
す
。）

　

御
璽
は
少
し
み
づ
ら
い
で
す
が
、
後
で
も
出
て
き
ま
す
。
右
上
・

右
下
・
左
上
・
左
下
の
順
で
「
天て
ん
の
う皇
御ぎ
ょ
じ璽
」
と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

②大正一五年一二月二五日詔書の御署名原本
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公
文
書
に
貼
り
つ
い
た
「
一
片
の
冰
心
」

　

こ
の
日
か
ら
「
昭
和
」
が
始
ま
る
の
で
す
が
、実
は
こ
の
詔
書
は
、

昭
和
最
初
の
詔
書
で
は
な
く
、
大
正
最
後
の
詔
書
に
な
り
ま
す
。
昭

和
大
礼
記
録
に
よ
れ
ば
内
閣
、
宮
内
庁
で
検
討
さ
れ
た
候
補
元
号
も

明
ら
か
で
す
が
、特
に
昭
和
元
号
に
関
し
て
は
、野
口
武
則
氏
が
『
宮

内
官
僚　

森
鴎
外
』（
角
川
新
書
2
0
2
5
）
の
中
で
、
宮
内
公
文

書
館
保
有
の
歴
史
公
文
書
を
使
用
し
て
、
鴎
外
の
知
ら
れ
て
い
な
い

側
面
を
描
き
出
し
て
お
り
、
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
面
で
面
白
か
っ
た
で

す
。

　

公
文
書
を
利
用
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
よ
ろ
し
い
。
公
文

書
は
、
遺
さ
れ
て
い
な
い
、
隠
さ
れ
て
い
る
、
捨
て
ら
れ
る
な
ど
批

判
さ
れ
ま
す
が
、
個
人
の
書
信
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
信
じ
ら
れ
な
い

ほ
ど
整
理
さ
れ
て
遺
さ
れ
て
お
り
、
一
定
の
手
順
を
踏
め
ば
誰
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
、

そ
の
場
で
ス
マ
ホ
一
つ
あ
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
社
の
会
議

中
で
も
、
ひ
ま
だ
っ
た
ら
情
報
探
し
て
い
る
ふ
り
し
て
見
て
い
ら
れ

る
。

　

民
間
企
業
や
個
人
の
記
録
し
た
文
書
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

こ
ん
な
に
便
利
に
使
え
る
文
書
群
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、「
国

民
の
共
有
財
産
」
で
す
か
ら
、
使
っ
て
悪
い
、
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

著
作
権
の
及
ば
な
い
も
の
も
多
い
で
す
し
。

　

公
文
書
は
そ
の
中
で
決
め
た
事
項
や
報
告
さ
れ
た
内
容
に
だ
け
意

味
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
決
裁
の
流
れ
（
誰
が
ハ
ン
コ
を
押

し
て
い
る
か
）、文
字
や
押
印
の
歪
み
、ち
ょ
っ
と
し
た
手
直
し
な
ど
、

そ
こ
に
は
そ
の
時
点
で
生
き
て
い
た
人
た
ち
の
息
遣
い
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
生
涯
を
そ
の
一
枚
に
捧
げ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
、
毎
日
の
仕
事
の
中
で
文
書
を
作
り
決
裁
し
て
い

る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
間
違
い
も
あ
れ
ば
意
に
染
ま
ぬ
同

意
も
あ
る
は
ず
。
彼
ら
は
人
生
の
中
で
、
ひ
と
と
き
、
判
断
力
と
責

任
感
を
少
し
籠
め
て
こ
こ
に
名
前
を
遺
し
て
い
る
の
で
す
が
、
公
文

書
が
類
ま
れ
な
ぐ
ら
い
保
存
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
、
彼
ら
が
こ
の

世
か
ら
旅
立
っ
た
後
も
、
そ
の
生
き
て
い
た
「
し
る
し
」
そ
の
も
の

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

筆
者
は
、
歴
史
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
受
け
て
き
た
教
育
と
か
経

歴
と
い
っ
た
意
味
で
よ
り
も
、
物
事
へ
の
取
り
組
み
、
思
考
法
と
し

て
、
新
事
実
を
見
い
だ
し
た
り
、
あ
る
い
は
事
件
を
社
会
の
流
れ
の

中
に
位
置
づ
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
気
概
に
欠
け
て
い
る
、
と
で
も

言
え
ま
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
公
文
書
を
価
値
づ
け
し
、
保
存
と
活
用

に
道
筋
を
つ
け
る
文
書
管
理
の
プ
ロ
（
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
）
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
あ
ち
こ
ち
に
転
が
っ
て
い
る
も
の
か
ら
、
そ
れ
が
作
ら
れ

た
、
あ
る
い
は
働
い
て
い
た
時
空
を
思
い
描
い
て
み
る
こ
と
が
好
き

だ
、
と
い
う
お
じ
さ
ん
で
す
。
強
い
て
い
え
ば
、
公
文
書
の
作
成
に

関
わ
っ
た
役
人
あ
が
り
で
す
か
ら
、
政
治
や
文
化
の
大
き
な
動
き
や

英
雄
豪
傑
の
姿
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
文
書
案
を
作
成
し
、
決
裁
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し
、
執
行
し
て
、
一
件
を
処
理
し
て
い
っ
た
起
案
者
や
決
裁
者
た
ち

の
そ
の
日
そ
の
日
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
唐
の
詩
人
・
王お
う

昌し
ょ
う

齢れ
い

は
、
都
か
ら
遠
い
地
方
勤
務

に
あ
っ
て
、
中
央
に
帰
る
友
人
を
送
別
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。

洛
陽
ノ
親
友
、
如も

シ
相
問
ハ
バ
、

一い
っ
ぺ
ん片

ノ
冰
ひ
ょ
う

心し
ん

、
玉
ぎ
ょ
く

壺こ

ニ
在
リ
。

　

洛
陽
の
友
人
た
ち
が
、
も
し
も
「
彼
は
ど
う
し
て
い
た
？
」
と
問

う
た
な
ら
、
こ
う
答
え
て
く
れ
。

　

ひ
と
か
け
ら
の
冰こ
お
りが

玉
製
の
壺
の
中
に
あ
る
よ
う
に
、
澄
み
切
っ

て
静
か
な
心
で
彼か
し
こ処
に
い
た
、
と
。

　

冷
や
や
か
な
、
け
れ
ど
美
し
い
「
冰こ
お
りの

（
よ
う
な
）
心こ
こ
ろ」

で
い
た

よ
う
だ
と
言
っ
と
け
、
と
い
う
の
で
す
が
、
詩
的
表
現
を
離
れ
れ
ば
、

日
々
の
生
活
の
中
に
あ
る
者
、
人
に
抗
い
、
人
と
争
い
、
傲
り
、
悩

み
、
憂
い
、
諦
め
て
い
る
者
に
澄
み
切
っ
た
「
冰
心
」
な
ど
、
ほ
ん

と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
王
昌
齢
は
そ
こ
そ
こ
欲
も
あ
る
人
間
で
す

か
ら
、
本
人
を
知
る
友
人
た
ち
は
苦
笑
し
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
し
て
公
文
書
に
関
わ
る
、
権
力
と
い
う
器
の
中
で
活
動
し
て
い

る
者
に
お
い
て
を
や
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
一
片
の
」
冰
心
な
ら
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

彼
ら
が
、
公
文
書
と
接
触
し
た
瞬
間
に
遺
し
た
、
一
瞬
の
、
薄
い
冰

の
よ
う
に
剝
ぎ
取
ら
れ
た
意
思
を
、
文
書
か
ら
も
う
一
度
剥
ぎ
取
っ

て
観
察
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で

す
。
そ
の
一
瞬
だ
け
の
澄
み
切
っ
た
心
を
。

　

ち
ょ
う
ど
い
い
の
で
、
国
立
公
文
書
館
蔵
『
唐と
う
し
せ
ん
わ

詩
選
和
訓く
ん

』
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
題
は
「
芙ふ
よ
う
ろ
う

蓉
楼
に
て
辛し
ん
ぜ
ん漸

を
送
る
」。
芙
蓉
楼
が

送
別
会
の
場
所
で
、辛
漸
く
ん
が
こ
れ
か
ら
洛
陽
に
行
く
友
人
で
す
。

左
ペ
ー
ジ
最
後
の
三
行
が
「
洛
陽
の
親
友
、
如
し
相
問
は
ば
・
・
・
」

の
部
分
で
す
。

③寛政庚戌（一七九〇）新鐫（初版）、文政癸未（一八二三）
再刻、東京書肆・嵩山房蔵とある。「唐詩選」の日本語解説本
なお、「嵩山房」は、嵩山は五岳の中で一番高い、おまえの取
り扱う書籍も一番高い、という趣旨で荻生徂徠が付けてくれ
た屋号だそうです
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な
お
、
わ
た
し
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
文
書
は
見
た
こ
と
が
な
い

の
で
、
当
然
こ
こ
に
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
。

青
年
摂
政
の
詔
書

　

さ
て
、
や
っ
と
本
題
に
戻
り
ま
す
。
冒
頭
に
、
大
正
天
皇
の
御
病

状
に
関
す
る
重
臣
た
ち
の
心
配
と
、
原
と
牧
野
が
中
心
に
な
っ
て
摂

政
設
置
に
取
り
組
ん
で
い
く
時
期
の
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
摂

政
に
御
就
任
い
た
だ
く
の
は
、
憲
法
の
規
定
上
、
皇
太
子
・
裕
仁
親

王
、
後
の
昭
和
天
皇
し
か
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
昭
和
天
皇
は
、
大
正
十

五
年
に
は
じ
め
て
天
皇
と
し
て
御
署
名
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で

に
既
に
摂
政
と
し
て
約
五
年
間
、
公
文
書
（
天
皇
陛
下
の
御
署
名
の

あ
る
文
書
を
特
に
「
御ご
し
ょ
め
い

署
名
原げ
ん
ぽ
ん本
」
と
い
い
ま
す
）
に
御
署
名
さ
れ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
御
署
名
自
体
は
初
め
て
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

④
は
、
宮
内
公
文
書
館
で
公
開
さ
れ
て
い
る
近
代
日
本
百
五
十
年

間
に
た
だ
一
度
だ
け
作
ら
れ
た
「
摂
政
設
置
」
の
詔
で
す
。
大
正
天

皇
の
御
名
で
、

　

朕
久
し
き
に
亙わ
た

る
の
疾
患
に
由
り
大
政
を
親
み
ず
か

ら
す
る
こ
と
能
は

ざ
る
を
以
て
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
の
議
を
経
て
皇
太
子
裕
仁
親

王
摂
政
に
任
ず
。
玆
に
之
を
宣
布
す
。

　

か
た
わ
ら
に
摂
政
が
お
名
前
を
記
し
て
お
ら
れ
、
天
皇
御
璽
が

は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
ま
す
。
摂
政
宮
と
な
ら
れ
た
裕
仁
親
王
は
こ

の
と
き
二
十
歳
。
御
署
名
も
初
々
し
く
、
全
体
に
息
を
呑
む
よ
う
に

美
し
い
文
書
で
す
。

　
『
昭
和
天
皇
実
録
』（
以
下
『
実
録
』）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詔
書
へ

④宮内公文書館デジタルアーカイブより「摂政設置の詔」御署名原本
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の
御
署
名
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
一
一
月
二
十
五
日
、
一

四
時
三
〇
分
に
な
さ
れ
た
と
の
こ
と
。

　

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
勅
令
六
号
の
「
公こ
う
し
き
れ
い

式
令
」
に

　

第
一
条　

皇
室
の
大
事
を
宣せ
ん
こ
う誥
し
及
お
よ
び

大
権
の
施
行
に
関
す
る
勅

旨
を
宣
誥
す
る
は
・
・
・
詔
書
を
以
て
す
。

　

と
あ
り
ま
す
。「
公
式
令
」
の
原
案
を
作
成
し
た
明
治
三
七
年
一

〇
月
の
帝
室
制
度
調
査
局
の
「
疏そ
し
ゃ
く釈

」
に
よ
れ
ば
、摂
政
の
設
置
は
、

践
祚
、
即
位
、
立
后
、
立
太
子
、
立
太
孫
、
と
と
も
に
「
皇
室
の
大

事
」
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
当
然
に
、
摂
政
の
設
置
は
、

詔
書
を
以
て
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

 

⑤
の
右
ペ
ー
ジ
八
～
十
行
目
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

　

抑
そ
も
そ
も

皇
室
の
大
事
と
は
、
践
祚
・
即
位
・
立
后
・
立
太
子
・
立

体
損
・
摂
政
の
置
罷
変
更
の
如
き
・
・
・

　

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
「
公
式
令
」
を
見
ま
す
と
、

　

第
一
条
第
二
項　

詔
書
に
は
親
書
の
後
御
璽
を
鈐
け
ん（
お
）し
、
其
の
皇

室
の
大
事
に
関
す
る
も
の
に
は
宮
内
大
臣
年
月
日
を
記
入
し
内
閣

総
理
大
臣
と
倶
に
こ
れ
に
副
署
す
。

　

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
摂
政
設
置
詔
書
（
④
）
は
そ
の

と
お
り
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。お
名
前
が
二
つ
あ
る
以
外
は
、

御
璽
が
押
さ
れ
、
日
付
け
が
あ
り
、
宮
内
大
臣　

牧
野
伸
顕
、
内
閣

総
理
大
臣　

髙た
か

橋は
し

是こ
れ

清き
よ

の
副
署
が
あ
り
ま
す
。
オ
ー
ケ
ー
で
す
ね
。

　

お
名
前
が
二
つ
も
あ
る
の
は
、
摂
政
が
置
か
れ
た
際
の
詔
書
の
書

⑤明治三七年帝室制度調査局（この時点の総裁は伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

）の「公式令疏釈」
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き
方
を
規
定
し
た
明
治
四
二
年
皇
室
令
二
号
「
摂
政
令
」
に
拠
っ
て

い
ま
す
。

　

第
三
条　

摂
政
を
置
く
間
、御
名
を
要
す
る
公
文
は
摂
政
（
が
）

御
名
を
書
し
且
其
の
名
を
署
す
る
の
外
、
天
皇
大た
い
せ
い政
を
自
ら
す
る

と
形
式
を
異
に
す
る
こ
と
な
し

　

要
す
る
に
、
摂
政
が
置
か
れ
て
い
る
間
は
、
御
名
（
天
皇
の
お
名

前
）
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
文
書
に
は
、
天
皇
ご
自
身
で
は

な
く
摂
政
が
、
御
名
（
天
皇
の
お
名
前
）
を
書
き
、
か
つ
、
其
の
名

（
摂
政
の
お
名
前
）
を
書
く
。
そ
れ
以
外
は
普
段
の
御
署
名
と
同
じ

で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
オ
ー
ケ
ー
。

　

な
お
、
御
名
と
「
其
の
名
」
の
間
の
上
下
関
係
や
行
換
え
に
つ
い

て
は
「
摂
政
令
」
は
何
も
書
い
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
詔
書
は
新

た
な
例
を
開
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
摂
政
は
ご
自
分
の
名
前
は
左

側
に
一
段
下
げ
て
書
き
ま
し
た
。
実
際
に
は
詔
書
原
本
で
は
、
摂
政

宮
が
お
困
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
文
字
を
書
き
だ
す
場
所
が
付
箋

で
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
事
務
官
が
発
案
し
た
こ
と
で
し
ょ

う
。こ

う
書
く
し
か
な
い
か
ら
こ
う
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う

　

こ
れ
は
百
五
十
年
間
一
例
だ
け
で
あ
る
、先
例
が
無
い
も
の
で
す
。

読
者
（
官
報
に
告
示
さ
れ
ま
す
か
ら
、
万
人
、
差
し
当
た
っ
て
は
本

稿
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
み
な
さ
ん
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
）

は
、
一
つ
疑
問
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
さ
き
ほ
ど
の
詔
書
、

大
正
天
皇
の
御
名
の
左
に
摂
政
の
署
名
が
副
え
ら
れ
て
い
て
、
摂
政

の
設
置
を
宣
言
し
て
い
る
。

　

詔
書
を
読
ん
だ
と
き
、

　
「
摂
政
が
ご
自
分
で
ご
自
分
を
摂
政
に
任
じ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
陛
下
は
御
承
知
な
の
か
」

　

と
心
配
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

　

 

⑥
の
伺
い
文
は
、

⑥�④の詔書といっしょに保存されている「伺い」�
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左
案
詔
書
公
布
の
儀
、
奏
請
相あ
い

成な
り
て可
然
し
か
る

哉べ
き
や。

　

と
読
む
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
決
裁
を
見
る
と
、
事
務
方
と

し
て
一
番
右
側
の
捺
印
は
、「
南
部
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
南な
ん
ぶ
み
つ

部
光
臣お
み

参
事
官
、
そ
の
下
に
少
し
見
づ
ら
い
の
で
す
が
、「
渡わ
た
な
べ部
」
信し
ん

参
事

官
の
印
が
あ
り
ま
す
。
起
案
者
が
他
に
記
さ
れ
て
な
い
の
で
、
渡
部

参
事
官
が
起
案
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
左
に
は
、
牧
野
宮
内
大
臣
と
高
橋
総
理
の
花
押
、
牧
野
大
臣

の
下
に
押
印
し
て
い
る
の
は
関せ
き
や屋
貞て
い

三ざ
ぶ
ろ
う郎
宮
内
次
官
で
す
。
こ
の
伺

い
決
裁
書
も
美
し
い
文
書
で
す
ね
。
余
談
で
す
が
、
関
屋
次
官
と
渡

部
参
事
官
は
い
ず
れ
も
栃
木
県
出
身
で
親
戚
関
係
に
あ
る
と
の
こ

と
。

　

ほ
か
の
ひ
と
も
興
味
湧
き
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
南
部
参
事
官
の

関
係
文
書
を
見
て
み
ま
し
た
。
⑦
は
、
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）、

内
務
省
土
木
局
長
休
職
中
の
南
部
さ
ん
が
群
馬
県
知
事
に
任
命
さ
れ

た
と
き
の
閣
議
書
で
す
。
西さ
い
お
ん
じ

園
寺
公き
ん

望も
ち

首
相
の「
望
」字
を
あ
し
ら
っ

た
花
押
が
見
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
ほ
ん
と
に
余
談
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
が
、
こ
の
文
書
は
、
前
任

の
有あ
り
た
よ
し
す
け

田
義
資
知
事
の
辞
職
願
を

付
し
て
保
存
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
辞
職
願
に
は
、
有
田
知
事
の

健
康
状
態
に
つ
い
て
の
医
師
の

診
断
書
ま
で
添
付
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

⑧
赤
石
春
栄
（「
あ
か
い
し
・

は
る
え
」
さ
ん
と
読
む
の
で

し
ょ
う
か
）
医
師
の
名
前
は
国

立
公
文
書
館
か
ら
横
断
検
索
の

で
き
る
群
馬
県
立
文
書
館
目
録

を
検
索
す
る
と
、
住
谷
修
家
文

書
に
往
診
に
係
る
も
の
等
書
状

が
数
通
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

⑦明治四〇年一一月六日群馬県知事任免閣議書

⑧�⑦添付資料
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す
。
地
域
医
療
に
貢
献
さ
れ
た
方
か
な
と
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
く
な
っ

て
き
ま
す
が
、
今
日
は
こ
こ
ま
で
。
本
題
に
戻
り
ま
す
。

　

⑥
の
詔
書
公
布
の
決
裁
、
⑨
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
「
伺
う
か
が
いも

の
」
と

付
箋
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
と
お
り
、
皇
太
子
殿
下
に
「
伺
い
」
が
な

さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
も
し
も
殿
下
か
ら
「
自
分
で
自
分
を
任
命

し
て
い
る
け
ど
、
こ
れ
で
い
い
の
？
」
と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
答
え
る

の
か
。
百
数
年
前
の
担
当
者
と
一
緒
に
少
時
悩
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

「
摂
政
を
置
く
」
の
は
誰
な
の
か

　

読
者
の
み
な
さ
ん
、「
そ
ん
な
こ
と
気
に
す
る
の
は
き
み
だ
け
だ
、

控
え
て
お
れ
」
と
言
い
た
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
だ
け
で

は
な
い
ん
で
す
。

　

ま
ず
、『
原
日
記
』
を
見
て
み
ま
す
。
大
正
十
年
十
月
二
十
五
日
、

翌
月
下
旬
に
摂
政
設
置
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
を
し
め
し
合
わ
せ
て

い
る
牧
野
宮
内
大
臣
と
会
談
、
伏ふ
し
み
の
み
や

見
宮
（
貞さ
だ

愛な
る

親
王
）
と
の
打
ち
合

わ
せ
状
況
に
つ
い
て
互
い
に
報
告
し
あ
っ
た
あ
と
、

　

・
会
議
の
順
序
は
「
皇
室
典
範
」
に
も
不
明
だ
が
、
先
に
皇
族
会

議
を
行
う
こ
と
に
し
、
そ
の
際
、
医
師
の
診
断
書
、
宮
内
大
臣
と
首

相
の
意
見
書
を
添
え
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

　

・
皇
族
会
議
、
枢
密
顧
問
会
議
、
い
ず
れ
も
招
集
者
を
誰
に
す
る

か
。

　

と
い
っ
た
こ
と
を
意
見
交
換
し
て
い
る
の
で
す
が
、
さ
ら
に
、

　
（
牧
野
が
）
詔
勅
に
は
御
名
御
璽
の
次
に
摂
政
の
御
親
署
と
な

す
べ
し
と
て
其
草
案
を
内
示
せ
し
が
、
余
の
考
え
に
て
は
、
摂
政

を
置
か
る
る
詔
勅
に
は
普
通
詔
書
の
通
と
お
り

御
名
御
璽
丈だ

け
に
て
摂
政

の
御
名
は
之こ
れ

な
き
事
適
当
な
ら
ず
や
、・
・
・
摂
政
を
置
か
る
る

詔
勅
に
突
然
御
親
署
の
御
名
な
く
し
て
摂
政
の
御
代
署
と
云
ふ
事

何
分
に
も
穏
お
だ
や
かな

ら
ざ
る
様
に
思
ふ
と
注
意
せ
し
・
・
・
。

　

こ
れ
に
対
し
牧
野
は
「
摂
政
令
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
・
・
・
」

と
言
い
出
す
の
で
す
が
、
手
元
に
摂
政
令
が
無
い
の
で
、
今
日
の
と

⑨�⑥の上部
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こ
ろ
は
調
整
し
き
れ
ず
、
次
回
に
議
論
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

原
首
相
も
筆
者
と
同
じ
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
明
治
の
俊
秀
、
外

交
官
、
政
治
家
と
し
て
類
ま
れ
な
活
躍
を
し
た
彼
に
し
て
、
牧
野
大

臣
か
ら
す
れ
ば
わ
た
し
と
同
じ
レ
ベ
ル
な
の
だ
。こ
れ
は
う
れ
し
い
。

　

ま
た
、
宮
内
大
臣
・
牧
野
伸
顕
の
日
記
（
以
下
、『
牧
野
日
記
』）

を
見
る
と
、
大
正
十
年
十
一
月
二
十
一
日
、
数
日
後
（
二
十
五
日
）

予
定
の
皇
族
会
議
の
開
催
・
進
行
に
つ
い
て
「
皇
族
方
の
ご
会
同
」

が
あ
っ
た
。
席
上
、
朝あ
さ
か
の
み
や
は
と
ひ
こ

香
宮
鳩
彦
王お
う

が
、

　

摂
政
を
置
く
こ
と
に
は
異
存
な
き
も
、
時
機
に
付つ
き

て
は
疑
問
あ

り
。
内
閣
更こ
う
て
つ迭

に
付
御
親
裁
あ
り
た
る
時
よ
り
僅き
ん
き
ん々

の
日
数
を
経

た
る
今
日
、
天
皇
の
御
不
能
力
を
直
た
だ
ち
に
発
表
す
る
時
は
、
国
民
之

を
黙
過
す
べ
き
や
如い
か
ん何
。
又
、
聖
上
に
於
か
せ
ら
れ
皇
族
会
議
に

付
御
不
同
意
の
時
は
如
何
に
な
り
行
く
や
。

　

と
御
下
問
さ
れ
ま
し
た
。
回
答
し
た
の
は『
牧
野
日
記
』に
は「
大

臣
」と
あ
る
の
で
す
が
、松
方
正
義
内
大
臣
に
つ
い
て
は「
松
公
」「
内

府
」
と
書
く
の
が
通
常
で
す
。
自
分
（
宮
内
大
臣
）
の
こ
と
を
「
大

臣
」
と
い
う
の
も
不
自
然
で
す
が
、
あ
る
い
は
部
下
が
書
い
た
メ
モ

を
も
ら
っ
て
、
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
写
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
質
問
に
対
す
る
「
大
臣
」
回
答
は
、
時
機
に
つ
い
て
は
、
い

つ
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、
二
十
五
日
が
一

番
い
い
の
だ
と
説
明
し
ま
し
た
。「
聖
上
御
不
同
意
」
の
場
合
は
、

　

法
律
上
御
許
容
を
要
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
も
、
大
臣
は
飽
く

ま
で
御
了
解
を
得
る
ま
で
申
し
上
ぐ
べ
し

　

と
言
上
し
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
件
は
、
十
月
二
十
五
日
に
朝
香

宮
に
個
別
に
説
明
し
た
時
に
も
同
様
の
問
い
が
あ
り
、こ
の
際
に
は
、

も
っ
と
は
っ
き
り
、「
本
件
は
全
く
皇
族
方
の
御
発
動
に
て
決
す
る

も
の
に
し
て
御お
か
み上
の
御お
ぼ
し
め
し

思
召
に
依
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
故
に
法
律
上

よ
り
申
す
時
は
御
上
に
申
上
げ
ざ
る
も
差さ
し
つ
か支
え
な
き
次
第
」
と
答
え

て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
か
ん
が
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
朝
香
宮
の
ご
質

問
は
、

　

─
─
─
こ
の
間
は
天
皇
に
断
ら
な
く
て
も
い
い
と
言
っ
て
い
た

が
、
そ
の
時
以
降
に
大
正
天
皇
は
新
総
理
の
任
命
と
い
う
行
為
を
単

独
で
な
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
か
ら
い
か
ほ
ど
も
経
っ
て
い
な
い
の
に
、

な
ぜ
摂
政
を
任
命
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状
態
ま
で
進
行
す
る
の

か
。
も
し
天
皇
が
数
日
前
と
同
様
に
正
当
な
判
断
を
下
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
皇
族
会
議
の
決
議
を
否
定
さ
れ
た
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

　

き
み
、
ど
う
考
え
て
る
の
？

　

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

天
皇
の
不
同
意
は
あ
り
え
な
い

　
「
大
臣
」
の
回
答
の
前
半
は
二
十
五
日
で
い
い
か
ら
二
十
五
日
に

し
た
の
だ
、と
い
う
あ
る
種
開
き
直
り
で
す
ね
。
後
半
に
つ
い
て
は
、

天
皇
の
不
同
意
は
法
的
に
あ
り
え
な
い
、
と
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

　

こ
ん
な
質
問
、
準
備
も
無
し
に
宮
様
方
か
ら
さ
れ
た
ら
、
冷
や
汗
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ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
さ
す
が
に
堂
々
と
押
し
切
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

こ
の
強
気
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
摂
政
の
設
置
に
つ

い
て
は
、
現
在
の
「
皇
室
典
範
」（
昭
和
二
二
年
法
律
第
三
号
）
で

す
と
、

　

第
十
六
条
第
二
項
（
第
一
項
は
天
皇
が
未
成
年
の
場
合
の
摂
政

設
置
規
定
）

　

天
皇
が
、
精
神
若
し
く
は
身
体
の
重
患
又
は
重
大
な
事
故
に
よ

り
、
国
事
に
関
す
る
行
為
を
み
ず
か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、
摂
政
を
置
く
。

　

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
議
に
「
よ
り
」
天
皇
の
意
思
で
は
な
く
皇

室
会
議
が
決
め
る
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
、
当
時
の
「
皇
室

典
範
」（
明
治
二
二
年
裁
定
）
は
、

　

第
十
九
条
第
二
項

　

天
皇
久
し
き
に
亘わ
た

る
の
故
障
に
由
り
大
政
を
親
み
ず
か
ら
に
す
る
こ
と

能
は
ざ
る
と
き
は
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
の
議
を
経
て
摂
政
を
置

く
。

　

と
な
っ
て
お
り
、
主
語
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
、「
天
皇
」

し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
の
際
、
皇
族
会
議
と
枢
密
顧
問
の
議
を
「
経

る
」
こ
と
が
「
要
件
」
に
な
っ
て
い
る
、
と
読
む
の
が
適
当
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
「
大
政
を
親
ら
に
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
」
状
態
で
、
摂
政
の
任
命

が
で
き
る
の
か
、ま
た
「
議
を
経
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

　

な
お
、「
摂
政
令
」
に
は
、

　

第
一
条　

摂
政
就
任
す
る
時
は
附ふ
し
き式

の
定
む
る
所
に
依
り

賢か
し
こ
ど
こ
ろ

所
に
祭
典
を
行
ひ
且か
つ

就
任
の
旨
を
皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
す

　

と
あ
っ
て
、
こ
の
奉
告
の
要
件
も
「
就
任
す
る
時
」
と
い
う
言
い

方
な
の
で
、「
議
を
経
る
」「
設
置
」
と
の
先
後
関
係
が
気
に
な
る
と

こ
ろ
で
す
。

『
典
範
義
解
』
の
解
釈

　

牧
野
が
天
皇
の
不
同
意
を
法
的
に
否
定
し
て
い
る
の
は
、『
典
範

義
解
』（「
義
解
」
の
字
の
読
み
方
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
。
律

令
時
代
の
解
説
書
『
令
り
ょ
う
の

義ぎ

げ解
』
に
倣
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
当

初
は
「
ぎ
げ
」
と
読
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
今
、
日
本
史

辞
書
な
ど
を
見
る
と
明
治
の
は
「
ぎ
か
い
」
と
さ
て
い
ま
す
。
昭
和

十
五
年
の
「
岩
波
文
庫
」
は
「
ぎ
げ
」
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
ね
。
う
ー

ん
。
と
り
あ
え
ず
好
き
に
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
「
ぎ

げ
」
の
方
が
か
っ
こ
よ
さ
そ
う
な
の
で
、こ
ち
ら
に
し
ま
す
）
に
拠
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
明
治
二
十
二
年
九
月
に
公
刊
さ
れ
た

『
憲け
ん
ぽ
う法

義ぎ

げ解
』
は
伊い
と
う
ひ
ろ
ぶ
み

藤
博
文
著
の
大
日
本
帝
国
憲
法
に
関
す
る
「
準

公
式
的
な
注
釈
書
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
坂
本
一
登『「
憲

法
義
解
」
解
説
』（
岩
波
文
庫
2
0
2
2
改
版
第
二
刷
））
も
の
で
す

が
、
こ
れ
に
附
属
し
て
整
理
さ
れ
た
『
典て
ん
ぱ
ん範

義ぎ

げ解
』
に
は
こ
ん
な
解

説
が
あ
り
ま
す
。

　
（
第
十
九
条
第
二
項
で
）
皇
族
会
議
お
よ
び
枢
密
顧
問
の
議
を
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経
る
は
何
ぞ
や
。・
・
・
天
皇
或
は
諮し
じ
ゅ
ん詢
の
命
を
親
み
ず
か
ら
す
る
こ
と

能
は
ざ
る
の
情
況
に
在
る
も
、
皇
族
会
議
・
枢
密
顧
問
は
皇
室
の

大
事
に
於
て
推す
い
い諉

傍
観
す
べ
き
に
非
ず
。進
み
て
そ
の
誠
を
致
し
、

以
て
宮
禁
の
大
計
を
定
む
べ
き
な
り
。
そ
の
或
い
は
皇
族
会
議
に

由
り
て
発
議
し
枢
密
顧
問
の
審
議
に
付
す
る
と
、
或
は
枢
密
顧
問

の
発
議
に
由
り
皇
族
会
議
の
協
同
を
求
む
る
と
、
倶
に
時
宜
に
従

ふ
な
り
。

　

天
皇
が
自
ら
の
意
思
を
示
し
た
上
で
「
諮
詢
」
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
況
に
な
っ
た
ら
、皇
族
会
議
か
枢
密
顧
問
が「
推
諉
傍
観
」（
い

ろ
い
ろ
考
え
る
ば
か
り
で
傍
観
す
る
）
せ
ず
に
、
進
ん
で
決
め
る
、

と
い
う
の
が
「
議
を
経
て
」
の
趣
旨
だ
、と
言
っ
て
い
ま
す
。
一
見
、

天
皇
の
意
思
に
従
わ
ず
に
摂
政
を
置
い
て
天
皇
を
無
力
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
た
い
へ
ん
危
険
な
解
釈
に
見
え
ま
す
が
、
摂
政
の

順
位
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
と
、
天
皇
が
健
康
を
取
り
戻
し
た
後

は
す
ぐ
に
摂
政
を
廃
す
る
こ
と
か
ら
、
伊
藤
ら
は
こ
の
解
釈
に
至
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
皇
族
会
議
と
枢
密
顧
問
の
議
を

経
て
い
れ
ば
、
天
皇
に
同
意
の
意
思
が
な
く
と
も
摂
政
は
設
置
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
『
典
範
義
解
』
の
著
者
ら
は
、
こ
の
規
定
が
ま
さ
か
わ
ず
か
十
数

年
後
に
実
際
に
使
わ
れ
よ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
が
、そ
の
よ
う
な
言
葉
は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
う
「
例
外
事
態
」
の
よ
う
な
状
態
、
を
想
定

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

か
く
し
て
、
皇
族
会
議
と
枢
密
会
議
が
終
わ
っ
た
時
点
で
、
摂
政

が
置
か
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
実
録
」
は
そ
の
時
間
を
一
一
月

二
五
日
午
後
一
時
三
〇
分
と
し
て
い
ま
す
。
再
び「
摂
政
令
」に
戻
っ

て
、

　

第
二
条　

摂
政
を
置
き
た
る
と
き
又
は
摂
政
の
更
迭
あ
り
た
る

と
き
は
詔
書
を
以
て
之
を
公
布
す

　

に
よ
り
、
直
ち
に
、
詔
書
に
署
名
。
そ
の
時
間
は
先
に
引
い
た
よ

う
に
午
後
二
時
三
〇
分
。
詔
書
は
午
後
二
時
三
五
分
を
も
っ
て
発
表

さ
れ
た
と
の
こ
と
。
設
置
の
詔
書
そ
の
も
の
が
作
成
さ
れ
る
と
き
は

既
に
「
置
き
た
る
と
き
」
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
書
式
は
、

御
名
と
と
も
に
摂
政
名
を
記
す
も
の
と
な
り
、
ま
る
で
摂
政
が
自
ら

を
摂
政
に
任
じ
た
か
の
ご
と
き
文
面
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ

し
か
書
き
よ
う
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

　

こ
れ
で
な
ん
と
か
原
の
疑
問
や
起
案
者
の
悩
み
は
解
決
で
き
た
の

で
は
。

　

な
お
、
こ
れ
よ
り
以
前
、
七
月
二
二
日
の
松
方
内
大
臣
と
の
懇
話

中
で
、
牧
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
皇
族
会
議
を
先
に
立
て
た
と
い

う
こ
と
で
す
。（『
牧
野
日
記
』）

　

皇
族
会
議
と
枢す
う
ふ府
（
枢
密
顧
問
会
議
・
枢
密
院
）
と
何い
ず

れ
を
先

に
す
る
か
に
付
て
は
小
生
は
前
者
を
先
に
す
る
を
適
当
と
思
考

す
。
問
題
の
性
質
、
宮
廷
に
専も
っ

ぱ
ら
関
係
す
、
御
親
族
間
に
起
る

を
自
然
の
成
行
き
と
視
る
べ
く
、又
斯か
か

る
問
題
を
議
す
る
に
は
・・・

皇
族
会
議
は
政
治
的
意
味
を
離
れ
、
全
く
事
情
上
の
問
題
と
し
て
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議
す
る
こ
と
に
付
き
て
は
、
国
民
も
何
等
疑
惑
を
挟
ま
ず
、・
・
・

前
者
の
発
動
を
先
（
に
）
す
べ
き
事
。

　

⑩
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）、
枢
密
院
議
長
に
提
出
さ
れ
た
も

の
で
す
。
こ
の
時
の
枢
密
院
議
長
は
山
縣
有
朋
。

摂
政
設
置
の
経
緯
、
高
橋
是
清
が
副
署
す
る

　

摂
政
設
置
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
冒
頭
の
松
方
内
大
臣

か
ら
原
へ
の
突
然
の
提
案
と
牧
野
の
宮
内
大
臣
就
任
の
後
、
大
正
一

〇
年
（
一
九
二
一
）
九
月
、
皇
太
子
が
洋
行
か
ら
帰
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
、
原
と
牧
野
の
作
業
は
大
詰
め
に
向
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

一
〇
月
四
日
、
大
正
天
皇
の
病
状
が
公
表
さ
れ
、
不
治
の
状
態
で

あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
ま
す
。

　

一
〇
月
一
一
日
、
松
方
内
大
臣
が
皇
后
陛
下
の
了
解
を
得
、
山
県

枢
密
院
議
長
に
も
連
絡
。

　

こ
の
前
後
か
ら
一
一
月
初
め
に
か
け
、
牧
野
は
皇
族
会
議
議
員
の

各
宮
様
の
も
と
に
連
日
出
か
け
て
了
承
を
と
り
つ
け
て
い
ま
す
。
前

述
の
原
と
の
情
報
交
換
や
朝
香
宮
の
ご
質
問
も
そ
の
過
程
で
の
こ
と

で
し
た
。

　

摂
政
設
置
は
一
一
月
二
五
日
と
い
う
予
定
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ

の
さ
な
か
、
一
一
月
四
日
に
冒
頭
で
見
た
原
首
相
の
暗
殺
事
件
が
起

こ
り
ま
す
。
事
件
は
午
後
七
時
二
〇
分
。

　

こ
の
日
、牧
野
は
松
方
の
も
と
を
訪
問
し
て
お
り
、宮
内
省
に
戻
っ

た
と
き
に
原
首
相
か
ら
「
会
見
の
電
話
」
が
入
っ
て
い
た
そ
う
で
、

お
そ
ら
く
折
り
返
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、「
他
約
あ
り
て
已
に
退
出
」

と
の
答
え
だ
っ
た
。（『
牧
野
日
記
』）

　

そ
の
あ
と
、
午
後
八
時
過
ぎ
、
高た
か
は
し
み
つ

橋
光
威た
け

内
閣
書
記
官
長
か
ら
、

原
の
悲
報
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
実
に
驚
愕
、
心
事
悉つ
く

す
べ
き
に
あ
ら
ず
。

　

ほ
ん
と
に
び
っ
く
り
し
た
、
そ
の
時
の
気
持
ち
は
す
べ
て
を
言
い

⑩明治四二年一月枢密院で決議された「摂政
令」。議長に提出されたものです。この時の議
長は山縣有朋
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表
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
は
正
直
な
気
持
ち
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
な
お
、「
悉
く
」
は
「
こ
と
ご
と
く
」
と
読
む
の
が
自
然
で
す
が
、

こ
こ
は
「
尽
す
」
の
代
わ
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

原
の
死
は
、
実
は
現
職
総
理
の
在
職
の
ま
ま
の
死
亡
と
い
う
明
治

憲
法
下
始
め
て
の
経
験
だ
っ
た
の
で
す
が
（
彼
以
降
は
、
加か
と
う藤

友と
も
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
、
加か
と
う藤

高た
か
あ
き明

、
犬い
ぬ
か
い養

毅た
け
しが

い
ま
す
が
）、
牧
野
は
松
方
や
高

橋
書
記
官
長
と
連
絡
を
と
っ
て
、
臨
時
代
理
を
任
命
（
閣
僚
中
の
最

高
席
次
者
内う
ち
だ田

康こ
う

哉さ
い

外
務
大
臣
）、
さ
ら
に
後
継
首
相
に
つ
い
て
は
、

元
老
・
西
園
寺
の
再
登
板
も
議
論
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
西
園
寺
ら

の
推
薦
に
よ
り
、
一
一
月
一
三
日
に
高
橋
是
清
に
「
台た
い

命め
い

」
が
降
下

し
ま
す
。
総
理
任
命
の
奏
請
は
前
総
理
が
行
う
の
が
通
例
で
す
が
、

こ
こ
で
は
臨
時
代
理
の
内
田
が
行
っ
て
い
ま
す
。
右
肩
に
「
可
」
の

印
が
あ
り
、
天
皇
が
こ
れ
で
よ
い
、
と
判
断
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

⑪
の
文
書
に
か
ん
が
み
る
に
、

こ
の
奏
請
を
受
け
、こ
れ
を
「
可
」

と
し
て
任
命
の
詔
書
を
「
親
授
」

し
た
の
は
、
大
正
天
皇
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
朝
香
宮
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
「
事

実
」
で
す
。
な
お
、大
正
天
皇
は
、

こ
の
後
二
二
日
ま
で
、
御
名
を
自

署
お
ら
れ
ま
す
。

　

⑫
一
一
月
二
二
日
、
大
正
天
皇

の
最
後
の
御
署
名
。
そ
れ
に
し
て

も
当
時
は
帝
国
大
学
の
講
座
が
勅

令
事
項
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
二
五
日
に
、
皇
族
会

議
と
枢
密
顧
問
会
議
が
開
か
れ

て
、
摂
政
が
置
か
れ
ま
し
た
。
大

⑪大正十一年十一月十三日、高橋是清を首相に奏請

⑫�大正一一年一一月二二日、東京帝国大学各学部にお　
ける講座に関する勅令中改正御署名原本
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正
天
皇
の
お
手
元
か
ら
、
上
の
「
可
」
の
印
も
手
放
さ
れ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、『
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
摂
政
設
置
の
翌
一
一
月
二
六
日
（
土

曜
日
）
に
、
摂
政
令
第
一
条
に
定
め
ら
れ
た
賢
か
し
こ
ど
こ
ろ

所
の
儀
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
、
同
条
の
「
就
任
す
る
時
は
」
は
就
任
し
た
あ
と
で
も
い

い
、
と
い
う
解
釈
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
第
一
条
な
ん
で
す
け
ど
・・・
。

　
「
賢
所
の
儀
」
は
⑬
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
は
摂
政
宮
就
任
を
落
ち
着
い
て
迎
え
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
大
正
天
皇
の
ご
病
状
の
効
果
的
な
公
表
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
帰
ら
れ
た
摂
政
宮
へ
の
人
気
が
背
景
に
あ
り
ま
す
が
、
一
連
の
公

文
書
は
、
原
と
、
そ
の
突
然
の
退
場
に
も
関
わ
ら
ず
詔
書
と
皇
室
会

議
を
仕
切
っ
た
牧
野
が
連
携
し
た
「
統
治
の
芸
術
」
を
垣
間
見
せ
て

く
れ
ま
す
。
原
へ
の
説
明
は
未
完
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
が
。

一
片
の
冰
心
、
い
ず
こ
に
在
り
や
？

　

以
降
、
大
正
天
皇
崩
御
に
よ
り
、
天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
る
ま
で
、

摂
政
宮
は
摂
政
令
に
基
づ
い
て
文
書
を
発
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
摂
政
宮
は
、
摂
政
設
置
の
詔
の
あ
と
、
一
一
月
に
は
謁
見
や
他

の
公
務
等
を
こ
な
さ
れ
、
一
二
月
に
な
る
と
、
法
令
の
公
布
や
国
会

開
会
の
詔
書
に
署
名
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
ら
を
見
て
い
く
う
ち
に
、
不
思
議
な
文
書
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。

　

白
黒
の
写
真
で
も
明
ら
か
に
、
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
文
書
で
す
。
ど
う
や
ら
、「
御
名　

御
璽
」
と
記
さ
れ
て

い
た
と
こ
ろ
に
貼
り
紙
を
し
て
、「
御
名　

御
璽
」
の
左
行
に
「
摂

政
名
」
と
記
さ
れ
た
も
の
に
書
き
換
え
て
い
ま
す
。
下
は
、
一
二
月

二
一
日
付
け
勅
令
案
「
二
省
以
上
交
渉
の
事
項
に
関
す
る
件
中
改
正

の
件
」
で
す
。

⑬明治四二年、⑩に付された「附式」摂政設置時に行われる「賢
所の儀」が細かく記述されています
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⑭
の
左
ペ
ー
ジ
四
行
目
五
行
目
、
明
ら
か
に
変
で
す
。
途
中
で
罫

線
が
切
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
か
ら
貼
り
付
け
が
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
閣
議
終
了
後
に
修
正
を
加
え
て
い
る
と
す
る
と
、
こ

れ
は
文
字
通
り
「
改
竄
」
で
は
な
い
か
と
疑
わ
し
い
の
で
す
が
、
こ

れ
が
そ
の
ま
ま
⑮
⑯
の
勅
令
と
な
っ
て
御
名
御
璽
・
摂
政
名
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

⑮
⑯
は
、
明
治
四
一
年
勅
令
第
二
六
六
号
に
第
四
条
を
追
加
す
る

内
容
の
改
正
で
す
。「
空
中
運
輸
事
業
」
と
い
う
呼
び
方
が
新
鮮
で

た
ま
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
事
業
の
許
否
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
は

陸
軍
大
臣
と
逓
信
大
臣
の
協
議
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
も

の
。
御
名
・
摂
政
名
、
副
署
は
「
内
閣
総
理
大
臣
子
爵　

内
閣
総
理

大
臣
子
爵　

高
橋
是
清
、
逓
信
大
臣　

野の

だ田
卯う

太た
ろ
う郎

、
陸
軍
大
臣　

山や
ま
な
し梨

半は
ん
ぞ
う造

」。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
勅
令
の
閣
議
決
定
書
自
体
⑰
を
み
る
と
、
日
付

け
は
一
一
月
一
日
。
こ
の
内
閣
総
理
大
臣
の
花
押
は
明
ら
か
に
原
の

花
押
で
す
。

⑯�⑮の二枚目です。

⑮大正一〇年勅令四八〇号、御署名原本

⑭「大正十年十二月二十一日」
という日付けも後でかきこまれている
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付
箋
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

⑱
の
付
箋
に
は
、

　

逓
信
省
官
制
中
改
正
の
件
と
同
日
公
布
を
要
す　

法
制
局

　

と
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
。
一
一
月
一
日
閣
議
決
定
の
後
、
他
の

勅
令
改
正
と
セ
ッ
ト
に
す
る
た
め
に
一
二
月
二
一
日
ま
で
公
布
を

待
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
間
に
、
原
が
亡
く
な
り
、
摂
政
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

摂
政
設
置
前
に
内
閣
に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
い
た
文
書
に
つ
い
て
、

摂
政
設
置
後
に
も
う
一
度
決
定
し
な
お
す
こ
と
が
不
合
理
だ
と
考
え

ら
れ
た
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
案
文
に
「
事
後
修
正
」
が
加
え
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。「
改
竄
」で
は
な
い
よ
う
だ
。
他
に
も
い
く
つ
か
、

同
様
に
、
原
の
花
押
の
つ
い
た
閣
議
決
定
に
よ
り
、
摂
政
宮
の
お
名

前
を
付
し
た
件
が
散
見
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
誰
か
が
統
一
的
に
処
理

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。（
大
正
一
〇
年
一
二
月
四
日
付
け
勅
令

⑰大正一〇年一一月一日、閣議書。
⑭の一枚目（「かがみ」）

⑱�⑰の上部
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四
五
二
号
、
同
一
六
日
付

け
「
神
宮
司
庁
官
制
中
改

正
の
件
」
な
ど
。）

　

さ
す
が
に
不
世
出
の
政

治
的
天
才
、
原
敬
の
「
冰

心
」。
東
京
駅
頭
な
ら
ず

こ
こ
に
迷
い
込
ん
で
、
摂

政
宮
に
署
名
を
さ
せ
た
か

と
、
な
ん
だ
か
深
く
感
じ

入
っ
て
し
ま
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

　

読
者
諸
賢
に
お
い
て
は

如
何
。

　

な
お
、
最
後
に
な
っ
て

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

文
中
、
解
釈
、
感
想
等
に

関
わ
る
こ
と
は
す
べ
て
筆

者
の
個
人
的
見
解
で
あ
る

こ
と
を
お
断
り
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

　
（
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