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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
。

 

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
︶

共
同
研
究
「
植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
知
と
権
力
」
あ
と

が
き
の
あ
と
が
き

松
　
田
　
利
　
彦

先
頃
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
の
共
同
研
究
﹁
植
民
地
帝

国
日
本
に
お
け
る
知
と
権
力
﹂︵
二
〇
一
三
～
一
六
年
度
︶
を
終
え
た
。

こ
の
共
同
研
究
に
つ
い
て
は
、
共
同
研
究
委
員
会
に
共
同
研
究
終
了
報

告
書
を
提
出
し
、
成
果
報
告
書
﹃
植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
知
と
権

力
﹄
を
編
み
、
か
つ
、
成
果
報
告
書
を
刊
行
し
て
く
だ
さ
っ
た
思
文
閣

出
版
の
出
し
て
い
る
﹃
鴨
東
通
信
﹄︵
二
〇
一
九
年
四
月
号
︶
に
は
小
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文
を
載
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
重
ね
て
の
今
回
の
執
筆
で
あ
る
。

﹁
あ
と
が
き
の
あ
と
が
き
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
屋
上
屋
を
架
し
た

文
で
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
の
上
で
の
も
の
で
あ
る
。

準
備
会
・
取
り
ま
と
め
・
国
際
研
究
集
会
を
含
め
る
と
五
年
間
に
わ

た
っ
た
こ
の
共
同
研
究
で
は
、
日
本
の
台
湾
・
朝
鮮
・﹁
満
洲
国
﹂
な

ど
に
対
す
る
支
配
に
お
い
て
、
学
問
的
知
識
・
政
策
構
想
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
・
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
ど
多
様
な
形
を
と
っ
て
現
れ
た
﹁
知
﹂
に
着
目

し
つ
つ
、
そ
れ
が
帝
国
の
支
配
に
果
た
し
た
役
割
や
、
植
民
地
支
配
下

に
お
け
る
被
支
配
者
の
﹁
知
﹂
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
き
た
。
具
体
的

に
は
、
知
識
人
の
学
術
活
動
と
政
策
、
政
策
担
当
者
の
思
想
・
対
抗
知

と
い
っ
た
こ
と
が
多
く
の
班
員
に
共
通
す
る
問
題
関
心
と
な
っ
た
。

植
民
地
権
力
と
被
支
配
民
族
に
ま
た
が
る
こ
の
よ
う
な
広
い
意
味
で

の
﹁
知
﹂
が
植
民
地
統
治
を
規
定
し
た
、
と
い
う
枠
組
み
か
ら
本
共
同

研
究
は
出
発
し
た
。
そ
こ
に
は
、
従
来
の
日
本
帝
国
の
学
知
研
究
が
、

や
や
も
す
れ
ば
、
日
本
人
の
構
築
し
た
知
の
み
を
考
察
対
象
に
限
定
す

る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
へ
の
批
判
を
こ
め
て
い
る
。
本
共
同
研
究
は
、

単
に
日
本
本
国
の
知
の
影
響
が
植
民
地
に
い
か
に
波
及
し
た
か
と
い
う

問
題
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
日
本
本
国
の
知
が
ど
の
よ
う
な
植
民
地

現
地
の
知
と
向
き
合
い
競
合
・
包
摂
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
と
い
う
問
題
に
も
注
意
を
向
け
た
。
さ
ら
に
、
日
本
の
ア
ジ
ア
各
地

域
に
対
す
る
植
民
地
統
治
の
時
期
を
孤
立
的
に
論
ず
る
の
で
な
く
、
そ

の
前
後
、
特
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
文
脈
の
中
で
捉
え
る
こ
と
も
重

視
し
た
。
解
放
・
光
復
前
後
の
知
の
継
承
／
断
絶
は
本
研
究
の
大
き
な

テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
た
。

さ
て
、
延
べ
一
〇
〇
本
を
超
え
る
報
告
を
得
た
共
同
研
究
を
終
え
、

い
さ
さ
か
の
疲
労
感
を
覚
え
て
い
る
︵
徒
労
感
で
は
な
い
、
念
の
た

め
︶。
こ
の
共
同
研
究
は
、
所
長
裁
量
経
費
に
よ
る
﹁
国
際
共
同
研
究
﹂

の
パ
イ
ロ
ッ
ト
ケ
ー
ス
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
た
め
非
常
な
緊
張
感
が

あ
っ
た
。
韓
国
・
台
湾
か
ら
毎
回
多
く
の
研
究
者
を
呼
び
、
た
い
て
い

朝
か
ら
晩
ま
で
二
日
間
に
わ
た
り
議
論
し
続
け
、
し
ま
い
に
は
日
本
語

と
韓
国
語
と
マ
ン
ダ
リ
ン
が
飛
び
交
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。
ま

た
、
二
、三
、四
年
目
に
そ
れ
ぞ
れ
韓
国
︵
翰
林
大
学
校
︶・
台
湾
︵
中

央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
︶・
日
本
︵
日
文
研
、
国
際
研
究
集
会
︶
で

連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
。
す
で
に
五
〇
代
に
入
り
体
力

も
落
ち
は
じ
め
て
い
た
私
に
は
、
な
か
な
か
の
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
で
は

あ
っ
た
。

こ
の
共
同
研
究
は
、
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
日
文
研
の
財
政
逼
迫
が
あ
ら

わ
に
な
る
直
前
の
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
ま
だ
多
少
な
り
と
も
豊
か

だ
っ
た
財
政
を
背
景
に
、
こ
の
よ
う
な
研
究
者
と
し
て
の
好
き
勝
手
が

許
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
逆
に
、
こ
の
共
同
研
究
会
と
同
じ
規
模
の
研
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究
会
を
催
す
こ
と
は
、
財

政
の
現
状
で
は
ま
ず
無
理

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
意
味
で
は
、
パ
イ
ロ
ッ

ト
ケ
ー
ス
と
し
て
の
役
割

は
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
ろ

う
。
私
の
せ
い
で
は
な
い

と
思
う
が
。

さ
て
、
日
文
研
の
同
僚

諸
賢
は
、
私
の
共
同
研
究

の
回
顧
に
ど
の
よ
う
な
内

容
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
に
頑

張
り
ま
し
た
と
い
う
自
慢

だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ

ん
な
こ
と
を
や
ら
か
し
ま

し
た
と
い
う
失
敗
談
も
し

く
は
反
省
の
弁
な
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
︵
私
の

写真１　（中央研究院台湾史研究所におけるワークショップ、2015年 10月）

写真２　（翰林大学校におけるシンポジウム、2016年６月）
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も
っ
と
も
得
意
と
す
る
︶
愚
痴
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
案
外
何
も
期
待

し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
応
す
べ
て
書
き
留
め

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

自
慢
の
方
か
ら
書
か
せ
て
い
た
だ
く
。
本
誌
﹃
日
文
研
﹄
で
の
執
筆

依
頼
を
頂
戴
し
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
共
同
研
究
に
対
す
る
外
部

評
価
が
メ
ー
ル
で
届
い
た
。
Ｓ
だ
っ
た
。
率
直
に
言
え
ば
、
喜
び
よ
り

は
過
分
な
評
価
に
恐
懼
す
る
気
持
ち
が
先
に
立
っ
た
︵
Ｓ
を
取
り
消
し

て
欲
し
い
と
申
し
立
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
念
の
た
め
︶。
特
に

評
価
し
て
い
た
だ
い
た
の
が
、
成
果
報
告
書
︵
松
田
編
﹃
植
民
地
帝
国

日
本
に
お
け
る
知
と
権
力
﹄︶
の
冒
頭
に
、
序
文
・
解
説
︵
収
録
論
文

の
梗
概
︶・
研
究
動
向
を
付
し
全
体
を
俯
瞰
で
き
る
構
成
と
し
た
と
こ

ろ
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
個
人
的
に
は
、
こ
の
冒
頭
、
と
り

わ
け
研
究
動
向
論
文
こ
そ
が
共
同
研
究
を
振
り
返
っ
た
と
き
最
も
心
残

り
な
部
分
だ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
は
反
省
談
に
な
る
。
た
し
か
に
、
研
究
動
向
論
文

︱
最

終
的
に
は
﹁
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
﹁
知
と
権
力
﹂
を
め
ぐ
る
研
究

の
現
況
と
課
題
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た

︱
は
、
執
筆
に
多
い

に
苦
労
し
た
。﹁
知
﹂﹁
権
力
﹂
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
植
民
地
朝
鮮
に

関
わ
る
先
行
研
究
群
を
整
理
し
よ
う
と
し
て
も
、
対
象
が
広
す
ぎ
て
ど

の
よ
う
に
ま
と
め
た
ら
よ
い
か
さ
っ
ぱ
り
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
共
同
研
究
主
宰
者
で
あ
れ
ば
誰
し
も
経
験
が
あ
る
と
思
う

が
、
狭
す
ぎ
る
テ
ー
マ
を
掲
げ
る
と
人
が
集
ま
ら
な
い
し
、
広
す
ぎ
る

テ
ー
マ
で
は
じ
め
る
と
風
呂
敷
を
た
た
む
の
に
苦
労
す
る
。

成
果
報
告
書
は
植
民
地
期
の
朝
鮮
・
台
湾
と
そ
の
解
放
後
に
ま
た
が

る
が
、
研
究
動
向
論
文
の
朝
鮮
版
は
私
が
書
き
、
台
湾
版
は
畏
友
・
陳

姃
湲
さ
ん
︵
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
︶
に
執
筆
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
し
た
。
陳
さ
ん
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
の
論
文
を
求
め
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
、
見
本
を
見
せ
て
欲
し
い
と
た
び
た
び
催
促
を

受
け
た
。
結
局
、﹁﹁
知
と
権
力
﹂
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
植
民
地
期
朝

鮮
史
の
概
説
﹂
と
い
う
論
文
を
書
く
つ
も
り
で
ま
ず
大
枠
を
書
き
、
そ

こ
に
関
連
文
献
を
は
め
こ
ん
で
い
く
と
い
う
方
法
に
た
ど
り
つ
く
ま
で

一
年
以
上
を
要
し
た
。
こ
れ
か
ら
こ
の
分
野
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
初

学
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
な
り
に
役
立
つ
ガ
イ
ド
に
は
な
っ
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
本
来
、
こ
の
作
業
は
、
共
同
研
究
を
開
始
す
る
と
き
に
は

す
ま
せ
て
お
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
共
同
研
究
会
の
初

回
に
、
班
員
を
前
に
、
主
宰
者
は
自
分
の
掲
げ
た
テ
ー
マ
が
何
を
目
指

し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
学
問
的
系
譜
の
継
承
あ
る
い
は
批
判
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
道
筋
を
語
る
こ
と
が

理
想
だ
と
考
え
て
い
る
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
三
本
の
共
同
研
究
を
主
宰

し
て
き
た
が
、
研
究
会
の
初
頭
に
き
ち
ん
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
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た
の
は
最
初
の
共
同
研
究
︵﹁
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配
と
植
民
地
官

僚
﹂
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
六
年
度
︶
だ
け
だ
っ
た
と
自
己
採
点
し
て
い

る
。
そ
の
後
の
共
同
研
究
は
、
む
し
ろ
共
同
研
究
を
し
な
が
ら
そ
の
分

野
に
つ
い
て
学
ん
で
い
く
と
い
う
自
転
車
操
業
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
に
思
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
自
分
の
視
野
を
広
げ
る
意
味
が
あ
っ
た

が
、
他
方
で
過
去
の
自
分
の
業
績
を
超
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
自
分
の

老
い
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

話
は
少
し
飛
躍
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
愚
痴
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
部

分
を
読
ま
れ
た
方
の
な
か
に
は
、
こ
の
共
同
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
た
五

年
間
は
、
さ
ぞ
か
し
研
究
に
耽
溺
し
え
た
期
間
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
受
け

と
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
、
少
な
く
と

も
主
観
的
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
共
同
研
究
が
始
ま
っ
て
ま
も
な

く
私
は
大
学
院
︵
総
研
大
国
際
日
本
研
究
専
攻
︶
の
専
攻
長
に
二
年
間

任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
二
年
間
、
機
能
強
化
担
当
調
整
主
幹
と
な

り
、
都
合
四
年
間
、
日
文
研
執
行
部
の
末
席
を
占
め
た
。
特
に
調
整
主

幹
時
代
の
﹁
国
際
日
本
研
究
﹂
コ
ン
ソ
ー
シ
ム
の
立
ち
上
げ
は
、
片
手

間
で
で
き
る
よ
う
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
。
一
年
間
に
一
篇
の
論
文
も

書
け
な
か
っ
た
こ
と
は
い
つ
ぞ
や
の
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
で
お
話
し
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
の
言
葉
で
本
音
を
書
く
こ
と
は
お
そ
ら
く
立

場
上
い
ろ
い
ろ
と
ま
ず
い
の
で
、
最
近
の
研
究
で
目
に
し
た
資
料
の
一

節
に
代
弁
し
て
い
た
だ
こ
う
。

筆
者
の
田
中
正
四
は
京
城
帝
国
大
学
︵
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
唯

一
の
官
立
大
学
︶
医
学
部
衛
生
学
予
防
医
学
教
室
の
助
教
授
で
、
日
本

敗
戦
前
後
に
お
け
る
植
民
地
朝
鮮
の
様
子
を
克
明
に
日
記
に
残
し
て
い

る
。
以
下
、
一
九
四
五
年
七
月
一
一
日
の
日
記
よ
り
の
引
用
︵
田
中
正

四
﹃
痩
骨
先
生
紙
屑
帳
﹄
一
九
六
一
年
︶。

学
校
の
教
員
と
い
う
も
の
は
［
中
略
］
非
常
に
忙
が
し
い
。
そ

れ
に
も
拘
わ
ら
ず
勤
労
奉
仕
を
買
っ
て
出
て
、
な
れ
な
い
仕
事
を

や
っ
て
奔
命
に
疲
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
を
埋
め
る
た
め
に
、
ま

だ
一
人
前
に
な
っ
て
い
な
い
師
範
学
校
の
生
徒
を
動
員
す
る
。
そ

し
て
お
互
い
に
何
か
忙
が
し
い
よ
う
な
、
人
一
倍
働
い
た
よ
う
な

錯
覚
を
起
こ
し
て
僅
か
に
自
分
を
慰
め
て
い
る
。［
中
略
］

日
本
人
植
民
者
で
あ
り
高
等
教
育
機
関
の
教
員
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
客
観
的
に
は
特
権
的
身
分
だ
っ
た
田
中
に
我
が
身
を
重
ね
て
し
ま
う

自
分
に
つ
い
苦
笑
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
妙
に
人
ご
と
と
は
思
わ
れ

な
い
感
覚
に
満
ち
た
文
章
で
も
あ
る
。
あ
る
意
味
、
現
代
の
大
学
改
革

の
時
代
は
戦
争
の
時
代
な
の
だ
ろ
う
か
。

 

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
︶


