
皇
室
へ
の
ソ
ボ
ク
な
ギ
モ
ン

　

古
い
に
し
えよ

り
日
本
人
は
、
四
季
折
々
の
豊

か
な
自
然
の
な
か
で
稲
作
を
基
盤
に
し

た
暮
ら
し
を
営
み
、
独
自
の
文
化
を
築

い
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
永
い
歴
史
に
想
い
を
馳
せ
る

時
、
神
話
の
時
代
か
ら
連
綿
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
皇
室
の
存
在
と
、
天
皇
が

御お
ん
み
ず
か
ら

親
ら
祭
祀
を
行
わ
れ
る
と
い
う
、

わ
が
国
の
伝
統
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
天
皇
の
敬
神
の
伝
統
は
、
日
本

の
歴
史
・
文
化
を
支
え
て
き
た
支
柱
と

言
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
皇
室
に
つ
い
て

い
く
つ
か
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

◎
天
皇
家
と
神
道
の
関
係
は
？

　

神
道
は
、
日
本
古
来
の
民
族
的
な
宗

教
で
す
。
欧
米
の
一
神
教
の
よ
う
な
開

祖
、
教
義
、
教
典
は
な
く
、
山
や
小
川

や
木
、
竃

か
ま
ど

な
ど
万
物
に
目
に
見
え
な
い

代
の
原
始
日
本
人
が
持
っ
て
い
た
ア
ニ

ミ
ズ
ム
的
信
仰
を
大
和
朝
廷
が
大
切
に

守
り
な
が
ら
育
て
、
現
在
に
伝
え
ら
れ

て
き
た
の
が
神
道
で
す
。
そ
し
て
、
天

皇
は
、
全
日
本
人
に
代
わ
っ
て
天
照
大

御
神
を
祭
り
、
五
穀
豊
穣
、
国
民
の
幸

せ
、
世
界
の
平
和
な
ど
を
ひ
た
す
ら
お

祈
り
に
な
る
存
在
で
し
た
。

　
　

◎
万ば

ん
せ
い
い
っ
け
い

世
一
系
と
は
？

　

天
皇
や
皇
室
の
永
遠
性
を
表
す

言
葉
。
初
代

・
神
武
天
皇
か
ら
第

百
二
十
五
代

・
今
上
天
皇
ま
で
一
貫
し

て
男
系
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

◎
天て

ん
そ
ん
こ
う
り
ん

孫
降
臨
と
は
？

　

日
本
の
皇
室
の
始
ま
り
は
、
神
話

の
中
の
「
天
孫
降
臨
」
に
遡
り
ま
す
。

皇こ
う
そ
し
ん

祖
神
（
皇
室
の
ご
先
祖
）
天
照
大
御

神
が
、
孫
の
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
「
こ

の
豊と

よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ

葦
原
瑞
穂
の
国
を
治
め
な
さ
い
」

と
神
勅
を
与
え
ま
し
た
。
天
照
大
御
神

が
治
め
て
い
た
の
は
「
高た

か
ま
が
は
ら

天
原
」
と
い

う
天
上
の
世
界
。
豊
葦
原
瑞
穂
の
国
は

日
本
の
こ
と
を
褒
め
た
呼
び
名
で
「
豊

か
な
葦
原
に
瑞
々
し
い
稲
穂
が
実
る

国
」
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
天
照
大
御
神
の
孫
が
地
上
を
治
め

る
た
め
に
天
上
か
ら
降
臨
し
ま
す
。
こ

れ
が

「
天
孫
降
臨
」
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
ひ

孫
が
初
代

・
神
武
天
皇
に
な
り
、
現
在

ま
で
一
系
統
で
続
い
て
き
ま
し
た
。

　

神
話
に
は
北
欧
神
話
や
ケ
ル
ト
神
話

も
あ
り
ま
す
が
、
神
話
を
自
分
の
物
語

と
し
受
け
継
い
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
日

本
は
、
神
話
の
世
界
が
現
実
の
も
の
と

し
て
生
活
の
な
か
に
生
き
て
い
る
唯
一

の
国
な
の
で
す
。

　

◎
宮き

ゅ
う
ち
ゅ
う
さ
い
し

中
祭
祀
と
は
？

　

宮
中
で
天
皇
が
主
宰
さ
れ
て
行
わ
れ

る
祭
祀
。
起
源
は
、「
日
本
書
紀
」
に

記
さ
れ
て
い
る
「
神
勅
」
に
求
め
ら
れ

ま
す
。
天
照
大
御
神
が
天
孫
降
臨
に

あ
た
っ
て
天
孫
に
授
け
た
鏡
を
「
こ
の

宝ほ
う
き
ょ
う

鏡
を
私
（
天
照
大
御
神
）
だ
と
思
っ

て
宮
中
に
祀
る
よ
う
に
」
と
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
宮
中
祭
祀
の
第
一
の
祭
典
で

あ
る
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭
も
高
天
原
の
斎ゆ

に
わ庭

の
稲
穂

を
授
け
て
「
食
物
と
し
て
地
上
で
栽
培

す
る
よ
う
に
」
と
い
う
神
勅
に
基
づ
い

て
い
ま
す
。

　

天
皇
は
、
お
祭
り
の
際
に
は
必
ず
身

を
清
め
て
、
清
浄
な
装
束
を
つ
け
て
ご

奉
仕
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
祭
、
小
祭
や

臨
時
祭
、
ま
た
毎
月
一
日
、
十
一
日
、

二
十
一
日
に
行
わ
れ
る
旬し

ゅ
ん
さ
い

祭
を
含
め
る

と
、
年
間
六
十
回
余
に
な
り
ま
す
。
皇

后
陛
下
が
妃
殿
下
の
頃
、
皇
太
子
殿
下

が
、
一
年
で
最
も
重
要
な
新
嘗
祭
か
ら

戻
っ
て
来
ら
れ
た
時
の
御
歌
に

　

新
し
ん
じ
ょ
う嘗

の　

み
祭

ま
つ
り

果
て
て　

還か
え

り
ま
す

　
　

君
の
み
衣

こ
ろ
も　

夜や

き気
冷ひ

え
び
え
し

と
あ
り
、「
国
や
す
か
れ
、
民
や
す
か

神
が
宿
る
と
考
え
、

先
祖
を
大
切
に
敬
う

信
仰
で
す
。
縄
文
時

旧
皇
族
竹
田
家
、
明
治
天
皇
の
玄
孫

竹
田
恒
泰
氏
に
よ
る
皇
族
に
関
す
る
著
書

れ
」
と
こ
う
し
た
天
皇
に
よ
る
祈
り
が

二
千
六
百
余
年
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

◎
「
君
が
代
」
の
由
来
は
？

　

原
歌
（
も
と
う
た
）
は
古
代
に
ま
で

遡
り
ま
す
が
、
初
見
は
古
今
和
歌
集
。

「
わ
が
君
は　

千
代
に
ま
し
ま
せ　

さ

ざ
れ
石
の　

い
は
ほ
と
な
り
て　

苔
の

む
す
ま
で
」
よ
み
人
し
ら
ず
で
長
寿
を

祈
る
歌
で
す
。「
わ
が
君
」
は
「
天
皇
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
自
分
に
と
っ

て
敬
愛
す
べ
き
相
手
の
こ
と
。
古
代
か

ら
愛
誦
さ
れ
、
千
年
以
上
庶
民
に
う
た

い
継
が
れ
、
明
治
に
な
っ
て
イ
ギ
リ
ス

人
の
軍
楽
長
の
「
国
歌
を
作
る
べ
き
」

と
い
う
助
言
に
よ
っ
て
薩
摩
藩
の
大
山

巌
が
「
歌
詞
は
古
歌
か
ら
選
ぶ
べ
き
」

と
愛
誦
し
て
い
た
「
君
が
代
」
を
選
ん

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

◎
日
本
国
の
象
徴
と
は
？

　

憲
法
第
一
条
に
「
日
本
国
の
象
徴
で

あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
あ
り

ま
す
。
象
徴
と
い
う
の
は
明
治
に
新
渡

戸
稲
造
が
「
武
士
道
」
の
中
で
、
天
皇

は
象
徴
（sim

b
o
l

）
と
説
明
し
た
の
を
、

戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
援
用
し
た
も
の
で
す
。

　

桜
を
見
る
と
春
を
感
じ
、
富
士
山
を

見
る
と
日
本
を
感
じ
る
と
い
う
の
が
象

徴
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
国
の
象
徴
と

は
、
天
皇
を
見
た
時
に
、
伝
統
、
文
化
、

歴
史
、
国
土
、
国
民
、
民
族
そ
う
し
た

も
の
を
全
部
包
括
し
た

「
日
本
」
を
感

じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。


