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〈
図
書
紹
介
〉

所
功
著

『
天
皇
の
歴
史
と
法
制
を
見
直
す
』

久　

禮　

旦　

雄

は
じ
め
に

本
学
の
名
誉
教
授
で
も
あ
る
所
功
氏
は
、
平
安
時
代
の

儀
式
を
中
心
と
し
た
法
制
文
化
史
の
研
究
者
で
あ
る
と
同

時
に
、
元
号
法
及
び
国
旗
・
国
歌
法
の
成
立
に
際
し
て
著

書
を
刊
行
し
、
ま
た
平
成
か
ら
令
和
に
か
け
て
複
数
回
行

わ
れ
た
皇
室
制
度
に
関
す
る
有
識
者
会
議
や
ヒ
ア
リ
ン
グ

に
お
い
て
、
た
び
た
び
意
見
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
関
し

て
の
著
書
も
複
数
著
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
活
動
は
現
実
の

問
題
か
ら
研
究
課
題
を
得
る
と
と
も
に
、
研
究
の
成
果
か

ら
現
実
の
問
題
を
動
か
し
、
ま
た
動
か
そ
う
と
さ
れ
て
き

た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
所
功
氏
が
書
き
下
ろ
し
の
大
作
『
天
皇
の
歴
史
と

法
制
を
見
直
す
』
を
刊
行
さ
れ
た
。
帯
に
は
「
‥
‥
二
千

年
近
く
続
い
て
来
た
歴
代
天
皇
と
宮
廷
文
化
の
実
像
を
解

き
明
か
し
、
近
現
代
の
皇
室
法
制
の
成
立
史
と
問
題
点
を

概
述
し
な
が
ら
、
当
面
必
要
な
改
善
案
も
提
示
す
る
。

‥
‥
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
氏
は
、
皇
室
制
度
に
関

す
る
研
究
の
成
果
と
現
実
の
課
題
及
び
解
決
策
を
世
に
問

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
、
本
書
の
内
容

ま
ず
、
以
下
に
そ
の
目
次
を
示
す
。

は
じ
め
に

―
天
皇
・
皇
室
へ
の
関
心

序　
「
天
皇
」「
皇
室
」
と
は
何
か

前
篇　

歴
代
天
皇
の
継
承
と
宮
廷
文
化

一　

記
紀
「
神
話
」
の
建
国
物
語

二　

ヤ
マ
ト
朝
廷
の
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」

三　

飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
「
女
帝
」

四　

平
安
か
ら
幕
末
ま
で
の
天
皇
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五　

明
治
以
降
の
天
皇
・
皇
后
と
皇
族

六　

近
現
代
の
主
要
な
宮
廷
文
化

後
篇　

近
現
代
の
法
制
度
に
見
る
天
皇

七　

明
治
の
『
皇
室
典
範
』
と
皇
室
令
制

八　

戦
後
の
憲
法
と
新
『
皇
室
典
範
』

九　

皇
室
関
連
法
の
整
備
と
典
範
改
正
論

十　
『
皇
室
典
範
特
例
法
』
と
「
付
帯
決
議
」

む
す
び

―
立
憲
君
主
制
の
長
所

あ
と
が
き

―
〝
天
長
地
久
〞
の
願
い

〈
付
録
〉  

歴
代
天
皇
の
略
系
図
／
歴
代
天
皇
の
略
年

譜
／
図
表
一
覧
／
人
名
索
引
／
皇
室
関
係
の

拙
著
一
覧

こ
の
ほ
か
に
具
体
的
な
皇
室
史
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て

の
十
四
の
コ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
、「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
本
書
の
タ
イ
ト
ル

に
あ
る
「
見
直
す
」
を
「
史
実
・
現
実
を
再
認
識
す
る
と

共
に
、そ
の
意
義
・
真
価
を
再
発
見
す
る
こ
と
も
意
味
し
」、

そ
の
た
め
に
「
な
る
べ
く
判
り
易
い
よ
う
に
語
り
口
調
で

書
き
ま
し
た
」
と
し
て
い
る
。
確
か
に
文
章
は
読
み
や
す

い
が
、
著
者
の
今
ま
で
の
研
究
・
著
述
を
踏
ま
え
て
充
実

し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
一
つ
一
つ

の
説
明
が
簡
潔
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
詳
し
く
知
り
た
い
場
合
は
巻
末
に
「
付
録
Ⅴ　

皇
室
関
係
の
拙
著
一
覧
」
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
参
照
し
、

個
別
の
問
題
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
て
い
か
れ
る
の
が
よ

い
と
思
う
。
そ
の
点
で
は
本
書
は
昭
和
・
平
成
・
令
和
を

通
じ
て
構
築
さ
れ
た
「
所
法
制
文
化
史
」「
所
皇
室
論
」

の
総
決
算
で
あ
り
、同
時
に
簡
便
な
手
引
書
と
も
言
え
る
。

序
章
に
お
い
て
、「
天
皇
」「
皇
室
」
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
、
簡
潔
に
説
明
を
行
う
。
そ
し
て
前
編
で
は
、
記
紀

神
話
か
ら
ヤ
マ
ト
朝
廷
の
成
立
過
程
を
読
み
解
き
、
お
お

む
ね
一
世
紀
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
神
武
天
皇
に
は
じ
ま

り
、
纏
向
遺
跡
の
存
在
か
ら
、
三
世
紀
ご
ろ
に
推
定
さ
れ

る
崇
神
天
皇
を
経
て
、
以
後
の
ヤ
マ
ト
朝
廷
の
発
展
過
程

を
論
じ
る
。
そ
し
て
六
世
紀
以
降
の
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に

入
り
多
く
の
女
帝
が
出
現
し
た
過
程
と
そ
の
意
義
に
つ
い



 113 所功著『天皇の歴史と法制を見直す』藤原書店

て
解
説
を
加
え
、
そ
の
後
、
平
安
時
代
に
入
り
、
親
政
・

摂
関
政
治
・
院
政
、
そ
し
て
幕
府
に
よ
る
武
家
政
治
な
ど
、

政
治
の
あ
り
方
が
た
び
た
び
変
化
し
、
ま
た
皇
室
自
体
も

た
び
た
び
の
苦
難
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
歴
史
を
振
り
返
っ

て
い
る
。
そ
の
中
で
、皇
室
は
政
治
的
実
権
を
失
う
う
が
、

一
方
で
文
化
や
精
神
の
面
で
指
導
的
な
立
場
を
維
持
し
、

ま
た
皇
族
の
臣
籍
降
下
（
源
氏
・
平
氏
）
や
世
襲
宮
家
な

ど
の
制
度
を
用
い
る
こ
と
で
そ
の
地
位
を
保
つ
こ
と
に
成

功
し
た
。
そ
れ
が
幕
末
の
復
権
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
経

緯
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
明
治
維
新
の
後
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平

成
・
令
和
の
皇
室
の
、
そ
の
時
代
ご
と
の
活
動
を
論
じ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
在
に
つ
な
が
る
近
現
代
皇
室
制

度
が
、
あ
る
段
階
で
完
全
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
時
代
ご
と
の
皇
室
と
そ
れ
を
支
え
た
人
々
の
努
力
に

よ
り
生
み
出
さ
れ
て
来
た
（
そ
し
て
今
後
も
改
善
の
可
能

性
が
あ
る
）
こ
と
を
歴
史
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

後
編
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
・
展
開
し
た
近
現

代
の
皇
室
制
度
に
つ
い
て
、
明
治
時
代
に
『
大
日
本
帝
国

憲
法
』
と
相
並
ん
で
成
立
し
た
『
皇
室
典
範
』
と
明
治
・

大
正
・
昭
和
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た
「
登
極
令
」
に
代
表

さ
れ
る
皇
室
令
、
そ
し
て
戦
後
の
『
日
本
国
憲
法
』
と
と

も
に
作
成
さ
れ
た
『
皇
室
典
範
』、
そ
し
て
昭
和
時
代
に

行
わ
れ
た
「
国
事
行
為
の
臨
時
代
行
法
」「
元
号
法
」
な

ど
の
皇
室
関
連
法
の
整
備
と
、
平
成
時
代
に
入
り
、
複
数

回
行
わ
れ
た
典
範
改
正
の
試
み
、
さ
ら
に
平
成
か
ら
令
和

に
か
け
て
の
皇
位
継
承
と
関
係
す
る「
皇
室
関
係
特
例
法
」

と
、
今
後
の
課
題
と
な
る
「
附
帯
決
議
」
に
つ
い
て
、
著

者
の
経
験
も
含
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
む
す
び
に
」
で
は
、
現
在
の
日
本
の
象
徴
天

皇
制
も
そ
の
一
類
型
と
考
え
ら
れ
る
立
憲
君
主
制
の
意
義

に
つ
い
て
、
継
続
性
・
公
平
性
・
道
徳
性
と
い
う
面
か
ら

長
所
が
あ
る
と
し
、
歴
代
の
天
皇
、
特
に
昭
和
天
皇
と
平

成
・
令
和
の
天
皇
に
つ
い
て
「
見
事
に
体
現
し
て
お
ら
れ

る
」
具
体
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。
一
方
で
、
市
村
真

一
氏
の
議
論
を
引
用
し
、
い
っ
た
ん
断
絶
す
れ
ば
取
り
返
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し
が
つ
か
ず
、
ま
た
君
主
に
求
め
ら
れ
る
資
質
が
あ
ま
り

に
も
厳
し
い
こ
と
が
短
所
（
制
度
的
な
問
題
）
で
あ
る
と

し
、
そ
の
た
め
に
は
天
皇
（
君
主
）
の
資
質
を
維
持
し
、

制
度
の
継
続
を
可
能
た
ら
し
め
る
た
め
に
国
民
の
啓
発
及

び
皇
室
と
国
民
の
融
和
が
必
要
と
し
、
本
書
の
そ
の
一
助

と
な
れ
ば
幸
い
と
し
て
全
体
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

二
、
本
書
の
提
起
し
た
も
の

し
か
し
、
本
書
は
単
な
る
皇
室
の
歴
史
・
文
化
の
解
説

書
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
第
十
章
の
最
後
に
著
者
は

今
ま
で
論
じ
て
き
た
内
容
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
よ
う
な

鋭
い
警
告
を
発
し
て
い
る
。

「
政
府
の
有
識
者
会
議
す
ら
、本
命
の「
皇
位
継
承
」

の
議
論
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。
‥
‥
し
か
し
、
皇
位
継
承
を
論
ず
る
際
に
、
こ

と
さ
ら
「
男
系
」「
女
系
」
を
持
ち
出
し
、「
男
系
」

の
ん
み
を
絶
対
視
す
る
の
は
、
本
質
的
に
適
切
で
は

な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
皇
室
に

は
古
来
〝
氏
も
姓
も
な
い
〞
こ
と
が
他
国
の
王
室
に

類
例
の
な
い
特
徴
で
あ
り
、「
男
系
」
も
「
女
系
」

も
含
む
「
皇
統
に
属
す
る
皇
族
」
で
あ
る
こ
と
こ
そ

最
も
重
視
す
べ
き
案
件
だ
か
ら
で
す
。

い
わ
ゆ
る
男
系
（
父
系
）
と
女
系
（
母
系
）
の
区

別
は
、中
国
伝
来
の
姓
氏
観
念
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

‥
‥
し
か
し
、
日
本
で
は
‥
‥
神
武
天
皇
以
来
、
そ

の
子
孫
が
皇
位
を
継
承
さ
れ
、王
朝
の
交
替
が
な
く
、

そ
の
一
系
の
王
朝
に
は
氏
姓
が
あ
り
ま
せ
ん
。
‥
‥

そ
こ
で
、あ
ら
た
め
て
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

前
述
の
と
お
り
、
皇
室
に
は
氏
姓
も
家
名
も
な
く
、

皇
位
の
継
承
者
を
男
系
に
限
る
（
女
系
を
除
く
）
と

い
う
よ
う
な
議
論
も
明
文
も
、
明
治
の
初
め
ま
で
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
‥
‥
長
い
間
、（
皇
位
を
継
承

す
る
の
は
）
男
性
皇
族
が
大
多
数
を
占
め
て
き
ま
し

た
の
で
、
結
果
的
に
系
譜
化
す
れ
ば
男
系
（
父
系
）

で
承
け
継
が
れ
て
き
た
と
み
ら
れ
る
形
に
な
り
ま
し

た
。
‥
‥
こ
れ
は
絶
対
的
な
原
理
で
な
く
相
対
的
な



 115 所功著『天皇の歴史と法制を見直す』藤原書店

原
則
だ
、
と
い
っ
て
よ
い
と
存
じ
ま
す
。
‥
‥
」

こ
れ
は
現
在
の
歴
史
・
法
制
の
研
究
に
お
い
て
も
（
神

武
天
皇
の
実
在
に
つ
い
て
な
ど
の
論
点
は
あ
る
が
）
広
く

共
有
さ
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。そ
れ
を
踏
ま
え
著
者
は
、

「
私
の
結
論
は
、
‥
‥
歴
史
と
現
実
を
直
視
す
る

こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
皇
位
継
承
は
、
男
系
の
男
子

に
限
定
せ
ず
、
男
系
女
子
に
も
母
系
男
女
に
も
公
認

し
て
よ
い
が
、
男
子
皇
族
が
お
ら
れ
た
ら
優
先
的
に

承
け
継
ぎ
う
る
よ
う
に
す
る
案
を
提
示
し
て
き
ま
し

た
。当

代
に
は
、
こ
れ
で
典
範
を
改
正
し
て
お
け
ば
、

皇
位
は
当
面
持
続
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
お
よ

そ
三
十
年
先
に
代
替
り
が
あ
る
こ
ろ
ま
で
に
、
状
況

の
変
化
を
踏
ま
え
て
再
修
正
を
加
え
な
が
ら
、
皇
位

の
永
続
を
は
か
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。」

実
に
過
不
足
の
な
い
、
今
日
の
皇
位
継
承
の
問
題
点
に

つ
い
て
の
現
実
的
な
「
処
方
箋
」
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の

処
方
箋
は
著
者
が
二
十
五
年
前
に
、
皇
室
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
し
て
知
ら
れ
る
高
橋
紘
氏
と
の
共
著
『
皇
位
継
承
』

（
文
春
新
書
、
そ
の
後
増
補
版
が
刊
行
）
に
お
い
て
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
、
以
後
、
複
数
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
な

が
ら
、
我
が
国
の
政
府
と
国
民
は
、
皇
位
継
承
の
危
機
を

克
服
す
る
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
至
っ
て
い
る
。
歴
史
を

ふ
り
か
え
れ
ば
、
今
日
の
日
本
に
お
い
て
皇
室
の
も
つ
意

義
は
大
き
く
、
法
制
を
直
視
す
れ
ば
、
現
行
皇
室
制
度
が

こ
の
ま
ま
で
は
行
き
詰
ま
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
と
国
民
は
、
皇
室
を
賛

美
し
、
そ
の
職
務
と
責
任
を
担
わ
せ
つ
つ
、
そ
の
制
度
の

問
題
を
放
置
し
た
ま
ま
、時
だ
け
が
残
酷
に
過
ぎ
て
い
く
。

皇
室
は
歴
史
を
積
み
重
ね
、
法
制
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、そ
れ
を
担
わ
れ
る
方
々
に
は
感
情
も
あ
り
、

ま
た
成
長
・
加
齢
が
あ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
も「
歴
史
と
法
制
を
見
直
す
」

べ
き
だ
、
と
い
う
本
書
は
警
告
と
叱
咤
の
書
で
も
あ
る
。

 

（
藤
原
書
店
、
令
和
五
年
）




