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二
〇
一
九
年
五
月
一
日
、「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
と
称
さ
れ
た
儀
式
で
、
新
た
に
そ
の
地
位
に
就
い
た
天
皇
は
、

「
常
に
国
民
を
思
い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
憲
法
に
の
っ
と
り
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し

て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
誓
い
、
国
民
の
幸
せ
と
国
の
一
層
の
発
展
、
そ
し
て
世
界
の
平
和
を
切
に
希
望
し
ま

す
。」
と
述
べ
た
。
こ
の
言
葉
を
、
一
九
八
九
年
一
月
九
日
の
同
じ
儀
式
で
、
先
代
の
天
皇
の
逝
去
を
受
け
て
そ
の

地
位
に
就
い
た
当
時
の
天
皇
が
述
べ
た
言
葉
、「
い
か
な
る
と
き
も
国
民
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
念
願
さ
れ
た
御
心

を
心
と
し
つ
つ
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
日
本
国
憲
法
を
守
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
誓
い
、
国
運
の

一
層
の
進
展
と
世
界
の
平
和
、
人
類
福
祉
の
増
進
を
切
に
希
望
し
て
や
み
ま
せ
ん
。」
と
比
較
す
る
。

　

識
者
の
注
目
を
集
め
た
の
は
、
一
九
八
九
年
の
儀
式
に
お
い
て
「
日
本
国
憲
法
を
守
り
」
で
あ
っ
た
憲
法
遵
守
に

関
す
る
表
現
が
、
二
〇
一
九
年
の
儀
式
に
お
い
て
は
「
憲
法
に
の
っ
と
り
」
に
変
わ
っ
た
点
で
あ
っ
た
。

　
「
日
本
国
憲
法
を
守
る
」
と
「
憲
法
に
の
っ
と
る
」
と
で
、
基
本
的
意
味
に
違
い
は
な
い
。
目
的
語
を
よ
り
特
定
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的
に
表
記
し
（「
日
本
国
憲
法
」）、
対
象
へ
のcom

m
itm

ent

を
よ
り
強
く
含
む
と
目
さ
れ
る
動
詞
（「
守
る
」）
を
用

い
た
一
九
八
九
年
の
儀
式
で
の
表
現
に
、
憲
法
遵
守
を
主
体
的
に
引
き
受
け
る
天
皇
の
意
思
を
よ
り
強
く
感
じ
た
と

い
う
人
が
い
る
一
方
、
そ
う
し
た
違
い
は
読
み
と
れ
な
い
と
感
じ
る
人
も
い
る
。

　

こ
こ
で
最
低
限
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
天
皇
は
憲
法
上
国
政
に
関
す
る
発
言
を
極
力
慎
む

べ
き
立
場
に
あ
り
、
国
事
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
儀
式
の
本
質
的
要
素
を
な
す
天
皇
の
発
言
の
内
容
は
、
文
面
の
原

案
に
天
皇
自
身
の
意
向
が
ど
れ
だ
け
反
映
し
て
い
よ
う
と
も
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
を
も
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
発
言
は
、
法
的
に
は
、
天
皇
に
よ
る
意
思
の
発
露
と
し
て
で
は
な
く
、
天
皇
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
内

閣
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
（governm

ent speech

）
と
し
て
受
け
と
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
い
え
ば
、「
日
本
国
憲
法
を
守
る
」
と
「
憲
法
に
の
っ
と
る
」
と
の
違
い
以
上
に
私

の
関
心
を
引
く
の
は
、
一
九
八
九
年
の
儀
式
で
は
語
ら
れ
な
が
ら
二
〇
一
九
年
の
儀
式
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
あ
る

言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
皆
さ
ん
と
と
も
に
日
本
国
憲
法
を
守
り
」
の
、「
皆
さ
ん
と
と
も
に
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
い
う
「
皆
さ
ん
」
と
は
、
誰
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
答
え
方
は
、
国
民
を
指
す
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
天
皇
が
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
民
は
同
義
務
の
名
宛
人
で

は
な
い
。
天
皇
が
国
民
と
と
も
に
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
を
負
う
と
い
う
の
は
背
理
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
答
え
方
は
、「
皆
さ
ん
」
が
、
前
記
の
儀
式
に
参
列
し
た
公
権
力
担
当
者
を
指
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
前
記
儀
式
の
参
列
者
は
、
内
閣
総
理
大
臣
・
国
務
大
臣
な
ど
の
行
政
権
担
当
者
、
衆
参
各
議
院
の
議
長
・
衆
参

各
議
院
副
議
長
・
事
務
総
長
な
ど
の
立
法
権
担
当
者
、
最
高
裁
判
所
長
官
・
判
事
、
高
等
裁
判
所
長
官
・
最
高
裁
判
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所
事
務
総
長
と
い
っ
た
司
法
権
担
当
者
、
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
の
代
表
及
び
都
道
府
県
議
会
の
代
表
、
市
長
の
代

表
及
び
市
議
会
の
代
表
、
町
村
長
の
代
表
及
び
町
村
議
会
の
代
表
等
の
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
い
ず
れ
も
憲

法
尊
重
擁
護
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
公
権
力
担
当
者
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
儀
式
で
述
べ
ら
れ
た
「
皆
さ
ん
」
の
語

が
、
こ
れ
ら
の
公
権
力
担
当
者
を
指
す
と
解
せ
ば
、「
皆
さ
ん
と
と
も
に
」
は
筋
が
通
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
一
九
八
九
年
の
儀
式
に
お
い
て
天
皇
が
憲
法
を
遵
守
す
る
旨
を
発
言
す
る
脈
絡
で
用
い
ら
れ
た

「
皆
さ
ん
と
と
も
に
」
と
い
う
文
言
が
、
二
〇
一
九
年
の
同
じ
儀
式
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
は
何
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

何
も
意
味
し
な
い
と
い
う
理
解
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
前
記
儀
式
は
、
天
皇
が
そ
の
就
任
に
当
た
っ

て
、
内
閣
が
確
定
し
た
天
皇
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
述
べ
る
場
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
が
憲
法
を
遵
守

す
る
旨
を
自
ら
の
発
言
を
通
じ
て
表
明
す
る
こ
と
が
儀
式
の
構
造
の
中
核
で
あ
り
、
天
皇
で
は
な
い
誰
か
が
憲
法
を

遵
守
す
る
か
し
な
い
か
は
当
該
儀
式
の
構
造
と
は
差
し
当
た
り
関
係
が
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
皆
さ
ん
と
と

も
に
」
と
い
う
文
言
を
天
皇
に
述
べ
さ
せ
な
い
こ
と
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
発
言
の
簡
素
化
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
特
段
の
意
味
を
読
み
込
む
余
地
は
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
た
か
だ
か
七
文
字
（「
皆
さ
ん
と
と
も
に
」）
の
削
減
で
、
ど
れ
だ
け
の
簡
素
化
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
国
事
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
儀
式
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
天
皇
の
発
言
の
内
容
に
関
し
て
は
先

例
に
従
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
通
例
の
対
応
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
政
府
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
三

一
日
、「
天
皇
陛
下
の
御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
伴
う
式
典
の
挙
行
に
係
る
基
本
方
針
」
を
策
定
し
て
、



iv

序

「
平
成
の
御
代
替
わ
り
に
伴
い
行
わ
れ
た
式
典
は
、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
た
上
で
挙
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
各
式
典
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
な
考
え
方
や
内
容
は
踏
襲
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
」
と
定
め
て
い
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
が
、
一
九
八
九
年
の
儀
式
で
は
用
い
た
「
皆
さ
ん
と
と
も
に
」
の
文
言
を
二
〇
一

九
年
の
儀
式
で
は
用
い
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
実
は
、
何
事
か
を
暗
示
せ
ず
に
は
い
な
い
。
儀
式
の
構

造
と
は
関
係
が
な
い
か
に
見
え
る
こ
の
た
っ
た
七
文
字
が
、
二
〇
一
九
年
五
月
一
日
に
こ
の
国
の
行
政
権
を
担
当
し

て
い
た
内
閣
に
と
っ
て
、
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
発
弾
で
あ
っ
た
可
能
性
が
、
そ
こ
に
は
暗
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
日
本
国
憲
法
を
守
る
」
と
「
憲
法
に
の
っ
と
る
」
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
天
皇
が
憲
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
つ
い

て
の
言
明
で
あ
る
の
に
対
し
、「
皆
さ
ん
と
と
も
に
」
は
、
天
皇
以
外
の
公
権
力
担
当
者
が
憲
法
を
遵
守
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
言
明
で
あ
る
。

　

天
皇
が
憲
法
を
遵
守
す
る
旨
の
発
言
に
識
者
が
注
意
を
向
け
て
い
る
裏
で
、
二
〇
一
九
年
の
儀
式
を
取
り
仕
切
っ

た
内
閣
は
、
最
も
重
要
な
先
例
と
し
て
「
踏
襲
さ
れ
る
べ
き
」
先
代
の
天
皇
の
発
言
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
自
身
を

含
め
、
行
政
権
・
立
法
権
・
司
法
権
を
担
う
最
高
責
任
者
た
ち
が
憲
法
を
遵
守
す
る
旨
の
発
言
を
綺
麗
に
抜
き
去
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
削
除
が
、
こ
の
内
閣
の
何
ら
か
の
政
治
的
志
向
性
の
存
否
も
し
く
は
法
的
廉
直
性
の
欠
如
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
か
否
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
確
言
で
き
な
い
。
読
者
に
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
基
礎
作
業
を
積
み
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重
ね
る
行
程
を
、
本
書
を
通
読
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
私
と
と
も
に
辿
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

も
と
よ
り
、
こ
れ
は
、
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
。
公
権
力
担
当
者
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
広
義
の
テ
ク
ス
ト
の
細

部
か
ら
、
公
権
力
担
当
者
が
憲
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
採
取
し
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

を
一
旦
文
脈
か
ら
引
き
剥
が
し
、
し
か
る
べ
き
分
析
手
続
を
経
由
し
た
上
で
再
び
文
脈
と
接
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
公
権
力
担
当
者
一
般
や
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
公
権
力
担
当
者
に
と
っ
て
の
憲
法
遵
守
の
型
を
再
構
成
し
、
以
て

国
政
が
憲
法
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
公
権
力
担
当
者
の
法
解
釈
行
動
の
次
元
で
確
保
す
る
た
め
の
理
論
モ
デ

ル
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
設
定
し
た
課
題
で
あ
っ
た
。

　

課
題
は
巨
大
で
あ
り
、
本
書
を
構
成
す
る
諸
論
稿
が
こ
の
課
題
に
は
た
し
て
十
分
向
き
合
い
え
た
と
い
え
る
か
は

覚
束
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
が
行
い
え
た
の
は
、
課
題
全
体
に
対
す
る
関
係
で
は
極
め
て
限
定
さ

れ
た
視
角
か
ら
の
考
察
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
視
角
と
は
、
公
権
力
担
当
者
が
憲
法
を
遵
守
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
か
を
─
─
憲
法
へ
の
拘
束
の
受
動
性
（
従
属
性
）
と
能
動
性
（
従
属
性
の
主
体
的
引
き
受
け
）
と
の
固
有
の

結
び
つ
き
の
構
造
に
お
い
て
─
─
究
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
憲
法
を
解
釈
す
る
と
い
う
営
為
が
こ
の
構
造
を
ど
の
よ

う
な
仕
方
で
内
面
的
に
支
え
て
い
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
書
が
成
る
に
当
た
っ
て
は
、
勁
草
書
房
の
編
集
者
・
鈴
木
ク
ニ
エ
さ
ん
に
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
。
私

が
本
書
の
構
想
を
得
て
か
ら
、
こ
の
序
を
書
く
ま
で
に
は
、
優
に
十
年
の
歳
月
を
閲
し
て
い
る
。
そ
の
は
じ
め
の
頃
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か
ら
本
書
の
刊
行
を
約
束
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
あ
と
一
本
、
い
や
、
も
う
一
本
と
、
収
録
す
べ
き
論
稿
を
私
が

追
加
し
て
い
く
う
ち
、
こ
れ
だ
け
の
時
間
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
間
鈴
木
さ
ん
は
私
を
叱
咤
し
続
け
て
く
だ

さ
っ
た
。
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
。

二
〇
一
九
年
一
二
月

蟻
川
恒
正
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