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天
皇
は
な
ぜ
今
ま
で
続
い
て
き
た
の
か
。

　

こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
簡
単
で
も
あ
り
難
解
で
も
あ
る
。
簡
単
に
答
え
る
な
ら
ば
、
断
絶
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が

な
か
っ
た
か
ら
、
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
「
な
ぜ
誰
も
天
皇
を
断
絶
さ
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
」
と

い
う
問
い
に
至
る
と
、
急
に
難
し
い
問
題
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
答
え
は
一
つ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

天
皇
と
い
う
制
度
と
向
き
合
っ
た
権
力
者
は
多
く
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
誰
一
人
と
し
て
天
皇
を
積
極
的
に
断
絶

さ
せ
、
そ
の
地
位
を
奪
い
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
一
つ
で
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
断

絶
さ
せ
よ
う
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
も
そ
も
断
絶
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
思
自
体
が
な
か
っ
た
の
か
。

断
絶
さ
せ
る
こ
と
を
諦
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
。
断
絶
さ
せ
る
意
思
が
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
な
ぜ
断
絶
さ
せ
る
意
思
す
ら
持
た
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
答
え
は
天
皇
と
向
き
合
っ
た
権
力
者
一
人
一
人
違
う

だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
天
皇
」
と
い
う
地
位
の
内
実
は
、
ず
っ
と
不
変
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
内
実
は
大
き
く
変
容
し
て
い

る
。
む
し
ろ
柔
軟
に
変
容
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
続
い
て
き
た
、
と
言
え
な
く
も
な
い
。
現
在
の
象
徴
と
し
て
の
天
皇
と

い
う
形
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
、
日
本
国
憲
法
と
共
に
誕
生
し
、
大
日
本
帝
国
に
お
け
る
元
首
・
大
元
帥
と
し
て
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の
天
皇
は
大
日
本
帝
国
憲
法
と
共
に
誕
生
し
た
。「
天
皇
制
」
と
い
う
言
葉
は
、
狭
義
で
は
こ
の
時
期
の
天
皇
を
頂
点

と
し
た
君
主
制
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

で
は
、
天
皇
の
影
が
最
も
薄
く
な
り
、
い
つ
断
絶
し
て
も
不
思
議
で
な
か
っ
た
時
期
は
い
つ
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、

室
町
・
戦
国
時
代
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
が
少
な
い
だ
ろ
う
。
禁
中
並
公
家
諸
法
度
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
経

済
的
に
安
定
し
、
朝
廷
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
役
割
を
明
確
に
与
え
ら
れ
て
い
た
江
戸
時
代
と
異
な
り
、
室
町
時
代

に
は
経
済
的
に
も
苦
し
み
、
ま
た
そ
の
役
割
は
不
明
確
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
戦
国
時
代
に
入
っ
て
経
済
が
い
よ
い

よ
覚
束
な
く
な
っ
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
と
い
う
地
位
は
惰
性
的
に
続
い
て
い
た
、
と
す
ら
言
え
る
。
こ

の
よ
う
な
中
で
、
天
皇
と
い
う
地
位
は
な
ぜ
続
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
謎
を
解
く
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
百
二
代
天
皇
で
あ
っ
た
後
花
園
天
皇
を
取
り
上
げ
る
。
後
花
園

天
皇
を
含
め
た
室
町
時
代
の
天
皇
、
中
で
も
北
朝
と
そ
の
末
裔
の
評
価
は
甚
だ
低
い
。
光
厳
天
皇
か
ら
後
円
融
天
皇
ま

で
の
北
朝
四
代
の
天
皇
は
皇
統
譜
か
ら
抹
消
さ
れ
、
現
在
で
も
歴
代
に
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
評
価
と
し
て

は
武
士
の
操
り
人
形
、
幕
府
の
必
要
性
に
よ
っ
て
の
み
つ
く
ら
れ
た
皇
統
と
い
う
評
価
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
で
も
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

室
町
時
代
に
は
天
皇
は
い
つ
断
絶
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
天
皇
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
攻
撃
に

よ
っ
て
室
町
時
代
の
天
皇
が
弱
体
化
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
、
天
皇
家
は
内
部
か
ら
崩
壊
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
特
に
室
町
時
代
前
半
の
天
皇
家
の
頽
廃
ぶ
り
は
天
皇
史
上
最
大
の
危
機
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
特
に
天
皇

本
人
が
天
皇
制
を
続
け
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
保
て
な
く
な
っ
た
た
め
、
天
皇
家
は
最
大
の
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
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っ
た
の
で
あ
る
。
後
継
者
が
い
な
く
な
っ
た
の
に
、
自
分
の
思
い
を
優
先
し
て
皇
位
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
怠
れ
ば
、

当
然
皇
位
は
続
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
内
部
か
ら
崩
壊
し
て
い
く
危
機
に
天
皇
家
は
あ
っ
た
。

　

こ
の
絶
望
的
と
も
言
え
る
状
況
が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
天
皇
と
い
う
地
位
が
保
た
れ
、
今
日
ま
で

続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
天
皇
家
の
頽
廃
と
そ
こ
か
ら
の
奇
跡
の
再
生
の
軌
跡
を
、
本
書
で
は
見
て
い
き
た
い
。
も

ち
ろ
ん
本
書
の
記
述
で
は
「
天
皇
が
な
ぜ
続
い
て
き
た
の
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
回
答
と
し
て
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る

が
、
と
り
あ
え
ず
歩
み
を
進
め
た
い
。
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序
章
❖
天
皇
存
続
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
後
花
園
天
皇

１	

天
皇
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
逸
話

　

ま
ず
は
、
本
書
の
一
番
の
主
人
公
で
あ
る
後ご

花は
な

園ぞ
の

天
皇
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
見
て
み
よ
う
。

　

寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
正
月
と
二
月
で
十
万
人
近
い
餓
死
者
が
賀
茂
川
の
河
原
を
埋
め
尽
く
し
た
、
と
い
わ
れ
る

飢
饉
が
起
き
た
。
そ
の
飢
饉
は
数
年
前
か
ら
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
年
に
破
滅
的
な
被
害
が
出
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
長
禄
・
寛
正
の
飢
饉
で
あ
る
。
そ
の
時
、
室
町
幕
府
八
代
将
軍
の
足
利
義
政
は
民
衆
の
被
害
な
ど
ど
こ
吹
く
風
で
御

所
の
造
営
を
止
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
御
所
が
完
成
し
た
ば
か
り
と
い
う
の
に
、
さ
ら
に
新
た
な
御
所
の
造

営
を
始
め
た
。
飢
饉
に
加
え
て
そ
の
御
所
の
造
営
の
た
め
の
税
負
担
で
、
人
々
の
生
活
は
ま
さ
に
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し

て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
百
二
代
天
皇
で
あ
っ
た
後
花
園
天
皇
が
義
政
に
漢
詩
を
贈
呈
し
た
。
そ
の
漢
詩
は
次
の
よ
う
な
も
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の
で
あ
る
。

残
民
争
ひ
て
首
陽
の
薇び

を
採
る
（
生
き
残
っ
た
人
々
が
餓
死
者
の
い
る
場
所
の
薇
ぜ
ん
ま
いを
採
り
）

処
々
序じ
ょ

を
閉
じ
竹
扉
を
鎖と
ざ

す
（
至
る
と
こ
ろ
で
序
か
き
ねが
閉
じ
ら
れ
、
家
の
門
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
）

詩
興
吟
は
酸
な
り
春
二じ

月げ
つ

（
詩
興
に
任
せ
て
詩
を
詠
も
う
に
も
痛
ま
し
い
春
の
盛
り
）

満
城
の
紅
緑
誰た

が
為
に
か
肥
ゆ
る
（
京
都
の
花
や
緑
は
誰
の
た
め
に
生
い
茂
っ
て
い
る
の
か
）

　

飢
え
た
人
々
を
よ
そ
に
遊
興
に
ふ
け
る
義
政
の
姿
勢
を
厳
し
く
叱
責
し
た
後
花
園
天
皇
の
漢
詩
を
見
た
こ
と
で
、
さ

す
が
の
義
政
も
恥
じ
入
っ
て
御
所
の
造
営
を
止
め
た
。
人
々
は
後
花
園
天
皇
と
義
政
の
両
者
を
褒
め
称
え
た
、
と
い
う
。

　

い
い
話
で
あ
る
。
自
分
の
欲
望
に
忠
実
で
、
民
衆
の
生
活
に
無
頓
着
で
邪
悪
な
指
導
者
も
、
天
皇
の
知
性
と
教
養
に

よ
っ
て
感
化
さ
れ
、
立
派
な
政
治
家
と
な
る
。
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
だ
。
誰
し
も
が
そ
う
思
う
だ
ろ
う
。

　

実
際
に
こ
の
話
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
少
し
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
、
後
花
園
天

皇
歿
後
ほ
ど
な
く
書
か
れ
た
『
新
撰
長
禄
寛
正
記
』
と
い
う
書
物
に
載
せ
ら
れ
た
逸
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
が

本
当
か
わ
か
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
実
際
の
義
政
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
。
ま
ず
義
政
は
恥
じ
て
造
営
を
止
め
る
、
と

い
う
殊
勝
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
（
！
）。
彼
は
そ
の
翌
年
に
も
造
営
を
平
然
と
続
け
て
い
る
。
後
花
園
が
仮
に
本
当

に
漢
詩
で
諌
め
た
と
す
れ
ば
、
義
政
は
後
花
園
の
諫
言
な
ど
歯
牙
に
も
か
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
あ
と
で
も
う
少
し
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詳
し
く
述
べ
る
が
、
義
政
の
造
営
は
飢
饉
対
策
の
公
共
事
業
だ
っ
た
と
い
う
見
方
す
ら
存
在
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

後
花
園
の
諫
言
は
全
く
的
外
れ
で
、
義
政
が
後
花
園
を
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
、
と
軽
蔑
す
る
こ
と
す
ら
想
定
で
き
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
義
政
は
何
も
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
迅
速
な
飢
饉
対
策
を
打
ち
出
し
、
実
行
し
て

い
る
。
さ
ら
に
勧か

ん

進じ
ん

聖ひ
じ
りの
願が
ん

阿あ

弥み

に
よ
る
救
済
事
業
が
動
き
出
す
と
、
そ
の
財
政
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
回
る
、
と
い

う
機
動
的
な
支
援
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
世
上
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
無
責
任
か
つ
無
能
な
為
政
者
で
は
決
し
て

な
か
っ
た
。

　
『
新
撰
長
禄
寛
正
記
』
の
義
政
像
が
実
像
と
か
け
離
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
義
政
が
後
花
園
を
引
き
立
て
る

た
め
の
人
物
造
形
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
漢
詩
と
い
う
高
尚
な
方
法
で
為
政
者
を
叱
責
す
る
天
皇
と
は
ど
う
い
う

存
在
な
の
か
。

　

天
皇
自
身
が
為
政
者
で
は
な
い
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
眼
前
の
飢
饉
に
対
し
て
政
治
的
責
任
を
問
わ
れ
な
い

存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
為
政
者
を
叱
責
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
実
権

を
失
っ
て
も
、
い
や
、
失
っ
た
か
ら
こ
そ
浮
上
し
た
天
皇
の
権
威
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
実
権
を
失
っ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
権
威
の
浮
上
に
繋
が
る
は
ず
も
な
い
。
次
に
見
る
の
は
、
後
花
園
天

皇
の
逸
話
よ
り
百
年
ほ
ど
前
の
逸
話
で
あ
る
。

　

康
永
元
年
（
一
三
四
二
）、
光こ
う

厳ご
ん

上
皇
の
御ご

幸こ
う

の
列
と
行
き
合
っ
た
美
濃
国
守
護
の
土と

岐き

頼よ
り

遠と
お

は
下
馬
を
求
め
ら
れ
、

逆
上
し
て
上
皇
の
行
列
に
矢
を
射
か
け
た
の
み
な
ら
ず
、
上
皇
の
車
を
破
壊
し
た
。
頼
遠
は
そ
れ
が
原
因
で
処
刑
さ
れ

た
が
、
そ
れ
を
聞
い
た
室
町
幕
府
の
執
事
高こ

う
の

師も
ろ

直な
お

は
「
都
に
院
と
か
王
と
か
が
い
て
い
ち
い
ち
下
馬
す
る
の
も
面
倒


