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二
〇
一
九
年
日
文
研
特
別
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
：

「
天
皇
と
皇
位
継
承
―
過
去
と
現
在
の
視
座
」
に
つ
い
て

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン

毎
年
秋
に
、
日
文
研
で
は
﹁
一
般
公
開
﹂
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

す
る
。
我
々
の
活
動
を
広
く
一
般
に
紹
介
す
る
の
が
目
的
で
、
施
設
を

公
開
し
、
教
員
や
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る
講
演
・
座
談
会
を
催

し
、
所
蔵
資
料
を
展
示
し
、
施
設
案
内
な
ど
も
行
う
。
学
者
同
士
だ
け

で
な
く
、
一
般
の
方
々
と
も
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
で
あ
り
、

我
々
の
年
中
行
事
の
中
で
も
と
り
わ
け
楽
し
い
一
日
で
あ
る
。

二
〇
一
九
年
は
講
堂
の
改
修
工
事
な
ど
の
た
め
一
般
公
開
は
開
催
不
可

能
と
な
っ
た
が
、
一
般
の
方
々
に
是
非
と
も
秋
の
イ
ベ
ン
ト
を
提
供
し

た
い
と
い
う
声
が
日
文
研
所
内
か
ら
上
が
っ
た
。
以
上
が
こ
の
特
別
な

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
生
ま
れ
た
経
緯
で
あ
る
。
さ
て
問
題
は
、
テ
ー

マ
と
発
表
者
を
ど
う
す
る
か
、
開
催
場
所
を
ど
こ
に
し
て
、
開
催
時
期

を
一
体
い
つ
に
す
れ
ば
い
い
の
か
。
一
か
ら
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

実
行
委
員
長
を
仰
せ
つ
か
っ
た
筆
者
は
、
テ
ー
マ
と
し
て
﹁
天
皇
と

皇
位
継
承
﹂
を
提
案
し
た
。
自
分
の
近
代
天
皇
の
研
究
と
も
重
な
り
、

ま
た
所
内
に
は
古
代
・
中
世
・
近
世
の
天
皇
を
研
究
す
る
同
僚
も
い

る
。
何
よ
り
も
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
九
年
四

月
三
〇
日
、
歴
史
上
特
筆
す
べ
き
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
た
。
天
皇
の
退

位
に
先
立
ち
、
二
〇
一
六
年
八
月
に
全
国
の
テ
レ
ビ
放
送
局
が
天
皇
の

﹁
お
こ
と
ば
﹂
を
報
道
し
た
。
前
例
の
な
い
お
こ
と
ば
は
、
天
皇
が
退

位
の
意
向
を
に
じ
ま
せ
る
も
の
で
、
さ
ら
に
は
象
徴
天
皇
は
こ
う
あ
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
自
ら
の
天
皇
論
を
披
露
し
た
。
そ
れ
は
、
そ

の
後
様
々
な
天
皇
論
が
飛
び
交
う
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府

は
﹁
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
﹂
を
公
布
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
、
二
〇
〇
年
ぶ
り
の
﹁
生
前
退
位
﹂
が
実
現
し
た
。

二
〇
一
九
年
は
天
皇
以
上
に
ホ
ッ
ト
な
話
題
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

天
皇
問
題
に
学
際
的
か
つ
国
際
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
研
究

所
は
、
日
文
研
ぐ
ら
い
し
か
な
い
と
自
負
し
て
い
る
が
、
さ
て
、
発
表

者
を
誰
に
す
れ
ば
い
い
の
か
。
結
局
、
ま
ず
は
言
い
出
し
っ
ぺ
の
筆
者

が
手
を
挙
げ
た
。
そ
の
後
は
、
ご
快
諾
を
い
た
だ
い
た
順
番
は
も
う
覚

え
て
い
な
い
が
、
古
代
文
学
・
古
代
王
権
の
大
家
で
元
号
﹁
令
和
﹂
の

考
案
者
と
も
さ
れ
て
い
る
日
文
研
名
誉
教
授
の
中
西
進
先
生
、
古
代
か

ら
近
世
ま
で
の
天
皇
に
詳
し
い
倉
本
一
宏
教
授
、
近
世
史
全
般
に
造
詣

が
深
い
磯
田
道
史
准
教
授
の
参
加
が
決
ま
っ
た
。
同
時
に
、
天
皇
と
皇

位
継
承
を
語
る
に
は
外
か
ら
の
比
較
的
な
視
座
も
欠
か
せ
な
い
と
思
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い
、
欧
州
王
室
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
関
東
学
院
大
学
の
君
塚
直
隆

教
授
に
も
協
力
を
仰
ぎ
、
参
加
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

テ
ー
マ
と
発
表
者
は
こ
う
し
て
決
ま
っ
た
が
、
次
に
悩
む
こ
と
に

な
っ
た
の
は
開
催
の
場
所
で
あ
る
。
日
文
研
の
講
堂
は
五
六
〇
名
ま
で

収
容
可
能
な
極
め
て
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
誇
っ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら

工
事
の
た
め
使
え
な
い
。
似
た
よ
う
な
施
設
は
京
都
市
内
の
ど
こ
に
あ

る
の
か
。
二
〇
ほ
ど
の
施
設
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
見
込
み
の
あ
る
と

こ
ろ
に
は
足
を
運
ん
だ
結
果
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
が
我
々
の

ニ
ー
ズ
に
最
も
適
し
て
い
る
と
の
結
論
を
出
し
た
。
歴
彩
館
の
大
ホ
ー

ル
は
四
三
〇
名
が
収
容
可
能
な
最
新
の
施
設
で
あ
り
、
京
都
市
営
地
下

鉄
烏
丸
線
北
山
駅
か
ら
徒
歩
５
分
も
か
か
ら
な
い
、
非
常
に
ア
ク
セ
ス

の
い
い
場
所
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
文
研
の
研
究
活
動
を
知
る
機
会
の

少
な
か
っ
た
社
会
人
、
学
生
な
ど
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
に
は
最
適
だ
と

思
っ
た
。
歴
彩
館
の
ス
タ
ッ
フ
が
我
々
の
企
画
に
大
変
関
心
を
示
し
て

く
れ
た
こ
と
も
心
強
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
歴
彩
館
で
開
催
す

る
に
当
た
り
、
例
年
の
一
般
公
開
と
は
異
な
る
申
し
込
み
方
法
を
導
入

す
る
こ
と
に
し
た
。
ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
フ
ォ
ー
ム
で
申
し
込
ん
で

も
ら
い
、
学
生
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
定
員
四
三
〇
名
を
超
え
た
場
合

は
抽
選
を
す
る
、
し
か
も
座
席
が
選
べ
な
い
﹁
全
席
指
定
﹂
と
い
う
新

し
い
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
た
。
最
後
に
、
特
別
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
、
一
〇
月
二
二
日
の
﹁
即
位
礼
正
殿
の
儀
﹂

と
一
一
月
一
四
日
の
﹁
大
嘗
祭
﹂
の
間
な
ら
世
間
の
関
心
が
最
も
高
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
歴
彩
館
と
交
渉
の
末
、
一
一
月
九
日
︵
土
︶

午
後
と
決
め
た
の
で
あ
る
。

日
文
研
・
歴
彩
館
共
催
と
な
っ
た
﹁
日
文
研 

特
別
公
開
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
　
天
皇
と
皇
位
継
承
︱
過
去
と
現
在
の
視
座
﹂
は
二
部
構
成
で

行
っ
た
。
第
一
部
﹁
古
代
の
王
権
﹂
で
は
、
中
西
名
誉
教
授
に
よ
る
講

演
﹁﹃
万
葉
集
﹄
と
王
権
﹂
の
後
、
続
く
磯
田
准
教
授
と
の
対
談
で
飛

鳥
・
奈
良
時
代
の
王
権
・
朝
廷
の
姿
に
迫
っ
た
。
第
二
部 

﹁
過
去
と
現

在
の
皇
位
継
承
﹂
で
は
、
前
半
が
倉
本
教
授
に
よ
る
﹁
前
近
代
の
皇
位

継
承
﹂、
筆
者
の
﹁
近
代
天
皇
制
と
皇
位
継
承
儀
礼
﹂、
そ
し
て
君
塚
教

授
に
よ
る
﹁
欧
州
王
室
と
の
比
較
で
見
た
皇
位
継
承
﹂
と
題
す
る
各
講

演
を
行
い
、
後
半
は
発
表
者
全
員
を
巻
き
込
ん
だ
座
談
会
と
し
た
。
日

文
研
准
教
授
の
楠
綾
子
が
全
体
の
司
会
を
務
め
た
。

中
西
進
名
誉
教
授
は
そ
の
講
演
で
﹃
万
葉
集
﹄
歌
人
が
天
皇
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
記
述
し
、
大
伴
家
持
や
柿
本
人
麿
ら
が
天
皇
と
い
う
存

在
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
か
を
論
じ
た
。﹃
万
葉
集
﹄
で
は
、﹁
天

皇
﹂・﹁
皇
﹂
に
比
べ
﹁
王
﹂
と
い
う
表
記
が
多
く
、
そ
れ
は
天
皇
が
王

道
を
行
う
存
在
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
指
摘
し
た
。﹁
天

皇
﹂
と
い
う
表
記
は
、
大
伴
家
持
な
ど
編
纂
者
だ
け
が
使
っ
て
お
り
、
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そ
う
す
る
こ
と
で
彼
ら
は
﹁
天
武
朝
の
正
当
性
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
﹂
と
い
う
考
え
を
披
露
し
た
。
磯
田
准
教
授
と
の
対
談
で
、

テ
ー
マ
は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
王
権
そ
の
も
の
の
問
題
に
も
及
ん
だ
。

日
本
古
代
史
を
専
門
と
す
る
倉
本
教
授
は
、
皇
位
継
承
の
歴
史
的
変

遷
を
取
り
上
げ
て
発
表
し
た
。
太
上
天
皇
と
天
皇
と
い
う
二
重
構
造
が

で
き
た
奈
良
時
代
、
摂
関
政
治
で
天
皇
の
母
方
の
ミ
ウ
チ
︵
藤
原
家
︶

が
権
力
を
握
っ
た
平
安
時
代
、
そ
し
て
幕
府
が
皇
位
継
承
を
左
右
す
る

鎌
倉
・
室
町
時
代
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
位
継
承
の
特
徴
を
解
説
し
た
。

次
に
発
表
し
た
筆
者
は
、
近
現
代
の
皇
位
継
承
儀
礼
を
歴
史
文
化
人
類

学
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
、
天
皇
が
皇
位
継
承
の
場
で
権
力
関
係
を
構
築

し
て
い
く
力
学
に
光
を
当
て
た
。
筆
者
は
と
り
わ
け
天
皇
と
天
照
大
神

及
び
神
武
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
皇
霊
と
の
関
係
構
築
に
焦
点
を

当
て
、
皇
位
継
承
儀
礼
の
ル
ー
ツ
を
明
治
維
新
に
ま
で
辿
っ
て
み
た
。

欧
州
国
際
政
治
が
専
門
の
君
塚
教
授
は
、
地
球
環
境
問
題
、
多
文
化
共

生
、
女
性
・
子
ど
も
の
人
権
擁
護
な
ど
に
率
先
し
て
関
与
す
る
欧
州
王
室

を
紹
介
し
、﹁
令
和
の
皇
室
の
あ
り
方
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
﹂
可
能

性
ま
で
を
指
摘
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
で
は
君
主
の
高
齢

化
に
よ
る
生
前
退
位
が
す
で
に
慣
例
化
し
て
い
る
事
実
に
も
触
れ
た
。

こ
れ
ら
の
発
表
に
続
く
座
談
会
で
は
、
中
西
名
誉
教
授
が
﹁
日
本
に

と
っ
て
皇
室
と
は
何
か
﹂
と
い
う
命
題
を
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
活
発
な

特別公開シンポジウム座談会の様子
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議
論
へ
と
発
展
し
た
。﹁
今
後
の
天
皇
制
に
つ
い
て
国
民
一
人
ひ
と
り
が

考
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
の
が
一
種
の
結
論
で
あ
っ
た
。

今
回
の
日
文
研
・
歴
彩
館
共
催
の
特
別
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
か
な

り
盛
況
で
あ
っ
た
。
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
も
、
テ
ー
マ
は
十
分
に

魅
力
的
で
あ
り
、
登
壇
し
た
先
生
方
の
発
表
も
大
い
に
興
味
を
持
た
れ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
土
曜
日
の
開
催
も
よ
か
っ
た
。
筆
者
が
実
行

委
員
長
と
し
て
特
に
嬉
し
い
の
は
、﹁
今
回
初
め
て
日
文
研
の
行
事
に

参
加
し
た
﹂
と
い
う
方
々
が
多
数
い
た
こ
と
で
あ
る
。
学
生
も
多
か
っ

た
。
歴
彩
館
の
広
報
活
動
も
功
を
奏
し
た
だ
ろ
う
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
自

由
記
述
部
分
を
見
れ
ば
、
特
別
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
身
に
関
し
て

は
積
極
的
な
レ
ス
ポ
ン
ス
が
圧
倒
的
に
多
く
、
発
表
者
は
十
分
な
知
的

刺
激
を
参
加
者
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

反
省
す
べ
き
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
が
実
行
委
員
長
兼
発

表
者
と
し
て
感
じ
た
の
は
、
時
間
的
な
余
裕
の
な
さ
で
あ
る
。
第
二
部

で
は
発
表
時
間
が
発
表
者
一
人
に
つ
き
一
七
分
し
か
な
く
、
座
談
会
も

十
分
な
時
間
が
取
れ
ず
、
発
表
者
は
そ
れ
ぞ
れ
一
回
の
発
言
だ
け
で
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、﹁
時
間
が
足
り
な
い
﹂、﹁
消

化
不
良
気
味
﹂、﹁
一
日
の
イ
ベ
ン
ト
に
す
べ
き
だ
っ
た
﹂
な
ど
と
い
う

意
見
が
多
く
あ
っ
た
。
音
響
的
に
多
少
の
問
題
も
あ
り
、﹁
声
が
反
響

し
て
よ
く
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
﹂、﹁
上
手
く
聞
き
取
れ
な
い
﹂、﹁
音
響

が
悪
い
﹂
な
ど
不
満
の
声
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
今
回
の
日
文
研
・
歴

彩
館
共
催
の
特
別
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
有
意
義
で
、
収
穫
の
多
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
二
〇
二
一
年
か
ら
従
来
通
り

の
一
般
公
開
を
秋
に
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
ま
た
歴
彩
館

の
皆
さ
ん
と
手
を
組
ん
で
イ
ベ
ン
ト
を
催
し
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

 

︵
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