
皇
室
典
範
特
例
法
﹁
附
帯
決
議
﹂
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
公
述
所
見

所

功

〔解

説
︺

日
本
の
皇
室
は
︑﹃
皇
統
譜
令
﹄
(昭
和
二
十
二
年
︑
政
令
)
に
よ
れ
ば
︑﹁
皇
統
第
一

神
武
天
皇
﹂
か
ら
令
和
の
今
日
ま
で
一
二
六
代

続
い
て
い
る(1
)
︒
し
か
し
︑
そ
の
間
︑
前
近
代
ま
で
﹁
臣
民
﹂
の
上
に
立
つ
天
皇
・
皇
族
の
在
り
方
を
規
定
す
る
成
文
法
は
殆
ど
無
い(2
)
︒
皇
位

継
承
の
方
法
な
ど
重
要
な
こ
と
す
ら
︑
慣
例
と
時
宜
に
よ
っ
て
弾
力
的
に
運
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

一

明
治
﹃
皇
室
典
範
﹄
の
﹁
増
補
﹂
﹁
準
則
﹂
に
よ
る
改
正

そ
れ
が
近
代
に
入
る
と
︑
西
洋
の
王
室
に
倣
っ
て
皇
室
の
在
り
方
も
法
制
度
化
す
る
こ
と
に
な
り
︑
明
治
十
年
前
後
の
元
老
院
編
﹃
国
憲

按(3
)
﹄
な
ど
を
経
て
︑
同
二
十
二
年

(一
八
八
九
)﹃
皇
室
典
範
﹄
と
﹃
帝
国
憲
法
﹄
を
二
大
根
本
法
と
す
る
�
典
憲
体
制
�
が
勅
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
︒
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そ
の
明
治
﹃
皇
室
典
範
﹄
(以
下
︑
旧
典
範
)
は
︑
政
府
・
議
会
か
ら
独
立
し
た
皇
室
の
家
法
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
第
六
十
二
条
に
次
の

規
定
を
設
け
て
い
る

(句
読
点
・
濁
点
を
加
え
た
)︒

将
来
此
ノ
典
範
ノ
條
項
ヲ
改
正
シ
︑
又
ハ
增
補
ス
ベ
キ
ノ
必
要
ア
ル
ニ
当
テ
ハ
︑
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ニ
諮
詢
シ
テ
︑
之
ヲ
勅
定
ス

べ
シ
︒

こ
の
典
範
は
﹁
永
遠
ニ
伝
ヘ
皇
室
ノ
宝
典
ナ
リ
(4
)
﹂
と
確
信
し
な
が
ら
︑
将
来
の
変
化
を
見
据
え
て
︑
そ
の
本
文
を
﹁
改
正
﹂
す
る
こ
と
も

﹁
増
補
﹂
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

事
実
︑
明
治
前
半
に
一
代
限
り
で
次
々
設
立
さ
れ
た
伏
見
宮
家
系
新
宮
家
は
︑
こ
の
典
範
で
永
世
に
亘
る
皇
族
と
さ
れ
た
の
で
︑
次
第
に

皇
族
数
が
加
増
し
て
︑
品
位
の
保
持
も
経
費
の
負
担
も
懸
念
さ
れ
る
様
相
を
呈
し
た
︒
そ
こ
で
︑
同
四
十
年

(一
九
〇
九
)
か
ら
︑
親
王
に

次
ぐ
王
は
︑
勅
旨
か
当
人
の
情
願
に
依
り
﹁
家
名
ヲ
賜
リ
︑
華
族
ニ
列
セ
シ
ム
﹂
と
の
﹁
皇
室
典
範
増
補
﹂
が
施
行
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
永
世
宮
家
の
﹁
王
﹂
か
ら
﹁
華
族
﹂
へ
の
降
下
を
願
い
出
た
例
は
極
め
て
少
な
く
︑
皇
族
数
が
増
え
続
け
た
︒
そ
の
た
め
︑
大

正
九
年

(一
九
二
〇
)︑﹁
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則
﹂
が
﹁
内
規
﹂
と
し
て
裁
定
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
伏
見
宮
邦
家
親
王

(一
八
〇
二
～
七
二
)
の
四
親
等
以
内
を
除
く
全
て
の
王
は
︑
成
年

(二
十
歳
)
に
達
し
た
ら
華
族
に
列
す
る
こ
と
に
な
っ
た(5
)
︒
つ
ま
り
︑

邦
家
親
王
の
玄
孫
の
後
か
ら
は
長
子
孫
の
系
統
で
も
皇
族
で
は
な
く
な
る
こ
と
に
し
て
︑
漸
次
削
減
を
は
か
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
︒

二

戦
後
﹁
皇
室
典
範
﹂
の
過
度
な
規
制
と
放
置

こ
の
旧
典
範
は
︑
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年

(一
九
四
七
)
五
月
に
廃
止
さ
れ
た
︒
そ
れ
に
代
わ
っ
て
︑﹃
日
本
国
憲
法
﹄
の
も
と
で
︑
法

律
と
し
て
の
﹃
皇
室
典
範
﹄
(以
下
︑
新
典
範
)
が
施
行
さ
れ
た
︒
た
だ
︑
主
要
な
条
文
の
多
く
は
︑
旧
典
範
を
受
け
継
い
で
︑
左
の
如
く
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定
め
ら
れ
て
い
る
︒

第
一
章

皇
位
継
承

第
一
条
／
皇
位
は
︑
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
︑
こ
れ
を
継
承
す
る
︒

第
二
章

皇
族
／
第
九
条

天
皇
及
び
皇
族
は
︑
養
子
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

第
十
二
条

皇
族
女
子
は
︑
天
皇
及
び
皇
族
以
外
の
者
と
婚
姻
し
た
と
き
は
︑
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
㋑
皇
位
を
継
承
で
き
る
皇
族
は
︑﹁
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
﹂
に
限
定
さ
れ
︑
㋺
天
皇
も
男
女
皇
族
も
﹁
養
子
﹂

縁
組
を
禁
止
さ
れ
︑
㋩
皇
室
に
生
ま
れ
育
っ
た
﹁
皇
族
女
子
﹂
は
︑
一
般
男
子
と
婚
姻
す
れ
ば
皇
籍
を
離
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
︒
そ
の

上
︑
皇
族
は
正
室
所
生
の
﹁
嫡
出
﹂
に
限
定

(側
室
所
生
の
庶
子
を
否
定
)
さ
れ
て
い
る

(第
六
条
)︒
こ
れ
は
過
度
な
三
重
規
制
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
︒

し
か
も
︑
G
H
Q
が
皇
室
の
弱
体
化
を
意
図
し
て
皇
室
財
産
の
解
体
を
指
示
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
傍
流
の
十
一
宮
家

(男
性
二
十
六
名
︑

女
性
二
十
四
名
)
は
︑
同
二
十
二
年
十
月
︑
皇
籍
を
離
脱
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た(6
)
︒

そ
れ
に
よ
っ
て
︑
昭
和
天
皇
の
内
廷
と
同
母
弟
の
直
宮

じ
き
み
や

(秩
父
宮
・
高
松
宮
・
三
笠
宮
)
三
家
は
何
と
か
皇
室
に
残
り
え
た
が
︑
皇
族
の

総
数
は
激
減
し
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
皇
族
数
を
回
復
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
昭
和
二
十
七
年

(一
九
五
二
)
四
月
の
講
和
独
立
を
機
に
︑
当
時
ま
だ
皇
族
の
自
覚
を

持
つ
方
々
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
旧
十
一
宮
家
の
皇
籍
復
帰
を
は
か
れ
る
よ
う
な
法
的
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑

そ
の
よ
う
な
努
力
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
旧
典
範
が
容
認
し
て
い
た
側
室
は
︑
昭
和
天
皇
が
皇
太
子
時
代
の
成
婚
時
に
否
定
さ
れ
て
お
り
︑
戦
後
の
日
本
で
は
法
的
に
許
容

さ
れ
な
い
︒
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
旧
典
範
を
引
き
継
い
だ
新
典
範
の
㋑
㋺
㋩
を
固
守
す
る
こ
と
は
︑
こ
れ
か
ら
益
々
困
難
と
な
る
こ
と
が

予
想
で
き
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
を
緩
和
す
る

(原
則
は
残
し
て
も
例
外
を
認
め
る
)
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
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改
正
の
動
向
は
見
当
た
ら
な
い
︒

三

平
成
後
半
か
ら
の
新
典
範
改
正
へ
の
取
り
組
み

こ
う
し
て
新
典
範
は
︑
施
行
か
ら
長
ら
く
放
置
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
間
に
︑
昭
和
三
十
四
年

(一
九
五
九
)
四
月
︑
皇
太
子
明
仁
親
王
が

美
智
子
妃
と
結
婚
し
て
幸
い
二
男
一
女
を
儲
け
ら
れ
た
︒

そ
れ
か
ら
三
十
年
後

(一
九
八
九
)
の
正
月
︑
平
成
の
天
皇
と
な
ら
れ
︑
長
男
の
徳
仁
親
王
が
皇
太
子
に
立
た
れ
た
︒
そ
し
て
同
五
年

(一
九
九
三
)
六
月
に
雅
子
妃
と
結
婚
さ
れ
た
が
︑
そ
の
間
に
御
子
を
儲
け
ら
れ
た
の
は
八
年
後

(二
〇
〇
一
)
で
あ
り
︑
し
か
も
皇
女
の

た
め
︑
新
典
範
㋑
に
よ
り
皇
位
を
継
ぎ
え
な
い
こ
と
が
深
刻
な
問
題
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
よ
う
や
く
平
成
十
七
年

(二
〇
〇
五
)
初
め
ま
で
に
︑
小
泉
首
相
の
内
閣
官
房
に
設
け
ら
れ
た
﹁
皇
室
典
範
改
正
準
備
室
﹂
で

丹
念
に
収
集
し
た
関
係
資
料
(7
)
を
活
用
し
な
が
ら
︑
有
識
者
会
議
が
一
年
間
余
り
開
か
れ
た
︒
当
時
と
し
て
は
︑
皇
太
子
の
も
と
に
皇
子
の
誕

生
を
困
難
と
み
て
︑
次
代
か
ら
の
皇
嗣

(後
継
皇
族
)
は
男
女
を
問
わ
ず
第
一
子
を
優
先
す
る
︑
と
い
う
結
論
を
答
申
し
た
︒

そ
の
翌
春
︑
そ
れ
を
法
案
と
し
て
提
出
直
前
︑
秋
篠
宮
家
の
紀
子
妃
に
懐
妊
が
確
認
さ
れ
︑
九
月
に
長
男
の
悠
仁
親
王
が
誕
生
さ
れ
た
︒

そ
の
結
果
︑
新
典
範
の
改
正
は
棚
上
げ
さ
て
し
ま
い
︑
皇
位
は
二
代
先
ま
で
﹁
男
系
の
男
子
﹂
で
続
く
の
だ
か
ら
何
も
し
な
く
て
よ
い
と
錯

覚
さ
れ
が
ち
に
な
っ
た
︒

し
か
し
︑
一
方
で
新
典
範
の
㋩
に
よ
り
︑
同
十
七
年
十
一
月
︑
皇
女
清さ

や

子こ

内
親
王
が
黒
田
慶
樹
氏
と
婚
姻
し
て
皇
籍
を
離
れ
ら
れ
︑
今
後

も
皇
族
女
子

(内
親
王
・
女
王
)
が
結
婚
を
機
に
皇
室
を
出
ら
れ
た
ら
︑
皇
族
と
し
て
の
公
務
分
担
も
不
可
能
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
︒

そ
の
た
め
︑
同
二
十
四
年

(二
〇
一
二
)︑
野
田
内
閣
で
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
︒
こ
こ
で
︑
皇
族
女
子
が
結
婚
後
も
皇
室
の
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公
務
を
分
担
し
う
る
道
を
開
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
報
告
案
は
政
権
の
交
替
に
よ
り
立
ち
消
え
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

丁
度
そ
の
こ
ろ
か
ら
︑
八
十
歳
近
い
平
成
の
天
皇
は
︑
超
高
齢
化
し
て
﹁
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
﹂
を
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
こ
と

を
自
覚
さ
れ
︑
元
気
な
う
ち
に
皇
太
子
へ
の
譲
位

(退
位
)
を
決
意
し
て
︑
同
二
十
八
年

(二
〇
一
六
)
そ
の
意
向
を
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
一
般
国
民
に
伝
え
ら
れ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
大
多
数
の
人
々
が
理
解
と
共
感
を
示
し
た
︒

そ
こ
で
︑
安
倍
内
閣
は
�
終
身
在
位
�
を
前
提
と
し
て
い
る
新
典
範
の
例
外
措
置
が
と
れ
る
の
か
ど
う
か
︑
あ
ら
た
め
て
有
識
者
会
議
を

立
ち
あ
げ
︑﹁
高
齢
﹂
を
理
由
と
す
る
﹁
退
位
﹂
を
可
能
に
す
る
﹁
特
例
法
﹂
を
作
っ
た
︒
そ
れ
が
国
会
で
全
与
野
党
に
よ
る
協
議
を
経
て

合
意
さ
れ
︑
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る(8
)
︒

た
だ
︑
そ
の
際
︑﹁
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
諸
課
題
︑
女
性
宮
家
の
創
設
等
﹂
に
つ
い
て
は
︑
具
体
案
を
纏
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
や
む
な
く
﹁
先
延
ば
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
重
要
な
課
題
﹂
と
し
て
︑
政
府
が
検
討
し
た
上
で
︑
そ
の
結
果
を
国
会

に
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
﹁
附
帯
決
議
﹂
が
作
ら
れ
た
︒

そ
の
後
︑﹁
平
成
﹂
が
﹁
令
和
﹂
と
改
め
ら
れ
︑﹁
特
例
法
﹂
に
基
づ
く
﹁
退
位
の
礼
﹂
が
行
わ
れ
て
か
ら
で
あ
る
が
︑
や
っ
と
令
和
二
年

(二
〇
二
〇
)
内
閣
で
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
︒
そ
の
答
申
に
基
づ
く
政
府
案
が
翌
三
年
正
月
︑
国
会
に
報
告
さ
れ
た
︒
そ
れ
が

新
型
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
で
先
送
り
さ
れ
︑
よ
う
や
く
今
年

(二
〇
二
四
)︑
衆
参
正
副
議
長
の
も
と
で
全
与
野
党
が
協
議
し
︑
合
意
形
成
に
努

め
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
四
回
の
会
議
で
︑
私
は
法
制
文
化
史
の
研
究
者
と
し
て
管
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
︒
そ
の
最
後
の
﹁
有
識
者
ヒ
ア

リ
ン
グ
﹂
に
お
い
て
公
述
し
た
所
見
に
少
し
修
訂
を
加
え
た
の
が
︑
こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
記
録
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
あ
ら
か
じ
め

用
意
し
た
参
考
資
料
の
う
ち
︑
横
組
み
の
レ
ジ
ュ
メ
四
枚
は
﹁
所
見
﹂
の
後
に
縮
小
し
て
付
載
し
た
が
︑﹃
伝
統
と
革
新
﹄
三
五
号

(令
和

二
年
五
月
)
所
載
の
拙
稿
﹁
皇
室
永
続
の
問
題
点
と
改
定
案
﹂
な
ど
は
省
略
し
た
︒
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な
お
︑
当
面
の
政
府
案
は
﹁
皇
族
数
の
確
保
﹂
方
策
に
特
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
関
係
情
報
な
ど
を
垣
間
見
な
が
ら
書
き
綴
っ
た
所
見
は
︑

そ
の
都
度
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
き
た
︒
も
し
併
せ
て
御
一
覧
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る(9
)
︒

〈
補

注
﹀

(1
)﹃
皇
統
譜
﹄
は
︑
天
皇
・
皇
后
の
﹁
大
統
譜
﹂
と
そ
れ
以
外
の
皇
族

(親
王
・
同
妃
︑
内
親
王
︑
王
・
王
妃
)
の
﹁
皇
族
譜
﹂
か
ら
成
る
︑
大
正

十
五
年

(一
九
二
六
)
公
布
の
旧
﹁
皇
統
譜
令
﹂
(皇
室
令
)
を
受
け
継
い
だ
昭
和
二
十
二
年

(一
九
四
七
)
施
行
の
新
﹁
皇
統
譜
令
﹂
(政
令
)

に
基
づ
い
て
い
る
︒
そ
の
﹁
大
統
譜
﹂
冒
頭
は
︑﹁
世
系
第
一

天
照
皇
大
神
﹂
か
ら
始
ま
り
﹁
皇
統
第
一

世
系
第
九

神
武
天
皇
﹂
を
初
代
と

す
る

(原
本
は
宮
内
庁
所
蔵
)

(2
)
た
だ
︑
八
世
紀
初
め
以
来
の
大
宝

(養
老
)﹃
令
﹄
で
は
︑﹁
臣
民
﹂
と
関
係
す
る
位
階

(品
位
)・
後
宮

(女
官
)・
継
嗣

(皇
親
の
範
囲
)・
儀

制

(称
号
)
な
ど
は
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
﹁
継
嗣
令
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁
王
﹂
(天
皇
の
孫
以
下
)
で
も
﹁
皇
﹂
(天
皇
)
に
即
く
と
︑
そ
の
﹁
兄

弟
・
皇
子
﹂
(姉
妹
・
皇
女
も
含
む
)
を
皆
﹁
親
王
﹂
(内
親
王
)
と
為
す
と
し
︑
そ
の
本
注

(本
文
と
同
様
の
効
力
を
持
つ
注
記
)
に
﹁
女
帝
ノ

子
亦
同
ジ
﹂
と
あ
る

(父
系=

男
系
絶
対
の
﹃
唐
令
﹄
に
は
な
い
)︒

(3
)
元
老
院
編
﹃
国
憲
按
﹄
は
︑
明
治
九
年
の
一
次
案
も
同
十
三
年
の
四
次
案
も
﹁
女
王

(女
統
)
入
テ
嗣
グ
﹂
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
︒
ま
た
同
十

八
年
ま
で
に
宮
内
省
立
案
の
﹃
皇
室
制
規
﹄
で
さ
え
﹁
皇
統
中
︑
男
系
絶
ユ
ル
ト
キ
ハ
︑
皇
統
中
︑
女
系
ヲ
以
テ
継
承
ス
﹂
と
提
示
し
て
い
る
︒

そ
れ
が
間
も
な
く
井
上
毅
・
柳
原
前
光
の
作
成
し
た
﹁
皇
室
典
範
草
案
﹂
で
︑﹁
皇
位
ハ
︑
祖
宗
ノ
皇
統
ヲ
承
ケ
︑
男
系
ノ
男
子
︑
之
ヲ
継
承
ス
﹂

と
限
定
さ
れ
︑
同
二
十
二
年

(一
八
八
九
)
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た

(拙
稿
﹁
明
治
の
�
女
帝
�
論
議
﹂﹃
A
U
R
O
R
A
﹄
十
一
号
︑
平
成
十
年
↓

拙
著
﹃
近
現
代
の
﹁
女
性
天
皇
﹂
論
﹄
第
一
章
﹁
明
治
前
期
の
﹁
女
性
天
皇
﹂
論
﹂
展
転
社
︑
平
成
十
三
年
に
詳
述
)︒

(4
)
国
家
学
会
蔵
版
﹃
帝
国
憲
法
・
皇
室
典
範
義
解
﹄
(初
版
明
治
二
十
二
年
)
末
尾
に
︑﹁
皇
室
典
範
︑
天
皇
立
憲
ヲ
経
始
シ
タ
マ
ヘ
ル
制
作
ノ
一
ニ

シ
テ
︑
永
遠
ニ
伝
ヘ
︑
皇
室
ノ
宝
典
タ
リ
﹂
と
あ
る
︒

(5
)
拙
著
﹃
皇
室
典
範
と
女
性
宮
家
﹄
第
六
章
﹁﹁
皇
族
降
下
の
施
行
準
則
﹂
解
説
﹂
(勉
誠
出
版
︑
平
成
十
四
年
)
に
詳
述
し
た
︒

(6
)
念
の
た
め
︑
昭
和
二
十
二
年

(一
九
四
七
)
十
月
当
時
の
十
一
宮
家
は
︑
前
記
の
準
則
に
よ
れ
ば
︑
伏
見
宮
邦
家
親
王
の
玄
孫

(特
例
四
世
)
ま

で
皇
族
た
り
え
た
が
︑
次
の
五
世
か
ら
は
当
主
も
含
め
て
全
員
臣
籍

(華
族
)
降
下
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
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そ
の
旧
宮
家
は
︑
一
般
国
民
と
な
っ
て
か
ら
女
子
相
続
も
養
子
相
続
も
で
き
る
︒
し
か
し
︑
今
な
お
男
系
男
子

(長
子
)
相
続
を
固
守
し
て
い

る
︒
そ
の
た
め
︑
令
和
六
年

(二
〇
二
四
)
六
月
現
在
︑
長
男
当
主
で
男
子
孫
が
あ
る
の
は
︑
①
久
邇
邦
治
氏

(一
九
二
九
～
満
95
)︑
②
朝
香

誠
彦
氏

(一
九
四
三
～
満
80
)︑
③
東
久
邇
信
彦
氏

(一
九
四
五
～
二
〇
一
九
)︑
④
竹
田
恒
正
氏

(一
九
四
三
～
満
83
)
の
四
家
で
あ
る
︒
そ
れ

に
対
し
て
︑
男
子
が
な
く
女
子
が
あ
る
の
は
︑
⑤
伏
見
博
明
氏

(一
九
三
二
～
満
92
)︑
⑥
北
白
川
道
久
氏

(一
九
三
七
～
二
〇
一
八
)
の
両
家

で
あ
る
︒
た
だ
︑
⑦
賀
陽
家
は
邦
寿
氏

(一
九
三
二
～
八
六
)
の
三
弟
章
憲
氏

(一
九
二
九
～
九
四
)
の
長
男
正
憲
氏

(一
九
五
九
～
満
64
)
に

二
十
歳
代
の
長
男
と
次
男
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
以
外
の
四
家
は
既
に
当
主
も
代
理
も
な
く
絶
家
と
な
っ
て
い
る
︒

(7
)
こ
の
資
料
の
多
く
は
︑
平
成
十
七
年
の
﹁
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者
会
議
﹂
の
報
告
書
に
添
付
さ
れ
︑
官
邸
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
さ
れ

た

(現
在
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
移
動
)︒
報
告
書
の
本
文
は
拙
著
﹃
皇
位
継
承
の
あ
り
方

︱
︱
女
性
・
母
系
天
皇
は

可
能
か
︱
︱
﹄
(平
成
十
八
年
一
月
︑
P
H
P
新
書
)
に
付
載
し
た
︒

(8
)
拙
著
﹃
象
徴
天
皇
�
高
齢
譲
位
�
の
真
相
﹄
(平
成
二
十
九
年
一
月
︑
ベ
ス
ト
新
書
)
に
詳
述
し
た
︒

(9
)
h
ttp
:
//tok
oroisao.jp
/

そ
れ
を
五
月
末
で
一
括
整
理

(一
部
修
訂
)
し
﹁�
皇
族
数
の
確
保
�
方
策
に
関
す
る
急
務
所
見
十
五
条
﹂
と
題
し
て

掲
載
し
た
︒
そ
の
題
名
の
み
列
挙
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

㋐
皇
室
の
在
り
方
を
改
め
る
﹁
特
例
法
﹂
管
見

㋑
新
し
い
﹁
皇
族
女
子
宮
家
﹂
の
在
り
方

㋒
皇
女
の
敏
宮
は
桂
宮
家
の
当
主
︑
和
宮
は

将
軍
家
の
正
室

㋓
新
設
宮
家
も
現
存
宮
家
と
同
一
要
件
で

㋔
典
範
改
正
に
必
要
な
皇
室
の
意
向
確
認

㋕
｢皇
室
会
議
﹂
の
現
行
規
定
と
改

正
へ
の
提
言

㋖
著
名
な
皇
統
男
系
論
者
へ
の
疑
問

㋗
政
府
案
に
よ
る
近
未
来
の
皇
室
像
へ
の
不
安

㋘
｢ご
譲
位
﹂
実
現
の
画
期
的
な
意
義

の
再
確
認

㋙
｢万
世
一
系
﹂
の
天
皇
は
﹁
皇
統
に
属
す
る
皇
族
﹂
か
ら

㋚
不
可
解
な
﹁
皇
室
の
祀
り
主
は
男
系
男
子
﹂
論

㋛
宮
中
と
神

宮
・
勅
祭
社
の
祭
祀
担
当
者
た
ち

㋜
｢皇
族
数
の
確
保
﹂
政
府
案
の
必
要
性
と
法
形
式

㋝
国
会
﹁
与
野
党
協
議
﹂
初
会
合
の
或
る
報
道
寸
評

㋞
渡
邉
允
元
侍
従
長
の
伝
え
た
皇
室
の
ご
意
向

(10
)
参
考
ま
で
に
﹁
戦
後
の
皇
室
構
成
者
略
系
図
﹂
に
仮
定
の
﹁
皇
族
女
子
宮
家
当
主
﹂
と
﹁
現
宮
家
へ
の
養
子
案
﹂
を
書
き
入
れ
て
次
頁
に
示
し
た
︒

︿
令
和
元
年

(二
〇
二
四
)
六
月
九
日
稿
﹀

〈追
記
〉

拙
稿
の
掲
載
に
ご
配
慮
を
賜
っ
た
本
誌
の
編
集
委
員
会
︑
と
り
わ
け
髙
嶌
委
員
長
と
久
禮
委
員
に
︑
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

皇室典範特例法「附帯決議」有識者ヒアリング公述所見
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凡 例

一 [ ] は故人、〈 〉は崩薨年の満年齢。

二 ( ) 令和 6年 (2024) 6 月現在の満年齢。

三 ×は戦後断絶宮家。△は現在男子不在宮家。

四 ①②③は現行典範に依る皇位継承順位。

五 ―は実系關係、--は養子關係 (仮定)。

六 ？は未定推測 (②以外は法改正後の仮定)。

※ 断絶宮家への養子は困難 (養親不在)。

(作図 所 功／入力 岩田 享)

戦後 (令和現在まで) の皇室構成者略系図



〔所

見
︺

令
和
三
年

(二
〇
二
一
)
四
月
二
十
一
日

｢
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
﹂
に
関
す
る
有
識
者
会
議

第
三
回

所

功
氏

(
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
)

か
ら
の
意
見
陳
述
及
び
意
見
交
換

皇
室
制
度
の
問
題
に
つ
い
て
︑
私
は
平
成
十
七
年
︑
二
十
四
年
︑
二
十
八
年
の
有
識
者
会
議
に
招
か
れ
︑
各
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
意
見
を
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
た
だ
︑
今
回
も
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
あ
ら
か
じ
め
自
分
な
り
の
考
え
を
先
に
申
し
上
げ
た
後
︑

こ
ち
ら
か
ら
示
さ
れ
た
全
十
問
の
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
︑
と
い
う
形
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
く
︒

ま
ず
第
一
に
︑
安
定
的
な
皇
位
継
承
に
つ
い
て
は
︑
男
系
の
男
子
を
優
先
し
て
︑
男
系
の
女
子
ま
で
容
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︑
と
考

え
て
い
る
︒
つ
い
で
第
二
に
︑
皇
族
女
子
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
︑
男
子
不
在
の
内
廷
と
宮
家
に
お
い
て
女
子
の
相
続
も
可
能
と
し
︑
皇
族

と
し
て
の
公
務
を
分
担
し
続
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒

さ
ら
に
第
三
に
︑
婚
姻
後
の
元
皇
族
女
子
に
関
し
て
は
︑
天
皇
や
皇
族
の
公
務
を
助
け
る
た
め
︑
内
廷
の
職
員
と
し
て
分
担
し
続
け
ら
れ

る
こ
と
が
適
当
だ
と
考
え
て
い
る
︒
ほ
か
に
第
四
に
︑
元
宮
家
の
男
系
男
子
に
関
し
て
は
︑
も
し
本
当
に
適
任
者
が
あ
れ
ば
︑
男
子
の
な
い

宮
家
の
養
子
と
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
ら
良
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
︒

最
後
に
︑
お
尋
ね
以
外
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
改
善
策
を
実
現
す
る
に
は
︑
特
例
法
の
よ
う
な
形
で
︑
と
り
あ
え
ず
補
正
措
置

を
と
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
考
え
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
管
見
に
つ
い
て
︑
以
下
︑
お
尋
ね
の
あ
っ
た
十
問
に
即
し
て
申
し
上
げ
た
い
︒

皇室典範特例法「附帯決議」有識者ヒアリング公述所見
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ま
ず
第
1
問
は
︑
天
皇
の
役
割
や
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒
現
在
の
天
皇
に
つ
い
て
は
︑
ご
承
知

の
と
お
り
﹃
日
本
国
憲
法
﹄
が
︑
第
一
章
を
﹁
天
皇
﹂
と
し
︑
第
一
条
に
国
家
・
国
民
統
合
の
象
徴
と
い
う
至
高
の
位
置
付
け
と
重
大
な
役

割
を
定
め
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
象
徴
天
皇
は
︑
そ
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
︑
日
本
の
国
家
を
代
表
し
て
憲
法
に
記
さ
れ
る
﹁
国
事
行

為
﹂
を
行
う
と
と
も
に
︑
国
民
統
合
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
﹁
公
的
行
為
﹂
と
し
て
お
務
め
に
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
国
家
・
国
民
の
た
め
に

祈
ら
れ
る
﹁
祭
祀
行
為
﹂
な
ど
︑
多
様
な
活
動
を
誠
実
に
実
践
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
憲
法
の
第
2
条
に
﹁
皇
位
は
世
襲
の
も
の
﹂
と
定

め
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
役
割
と
活
動
が
代
々
の
天
皇
に
よ
り
受
け
継
が
れ
続
い
て
い
く
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
日
本
国
内
だ
け
で
な
く
海

外
の
人
々
か
ら
も
信
頼
と
尊
敬
を
受
け
ら
れ
る
︑
と
い
う
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
思
わ
れ
る
︒

次
に
第
2
問
は
︑
皇
族
の
役
割
や
活
動
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
あ
る
︒
皇
族
と
は
︑
現
在
の
﹃
皇
室
典
範
﹄
の
第
5
条
と
第
6
条
な
ど
に

定
義
が
あ
る
︒
そ
れ
に
は
︑
第
1
条
で
︑
男
系
の
男
子
た
る
親
王
と
王
は
皇
位
継
承
の
資
格
を
有
す
る
と
限
定
し
な
が
ら
︑
第
十
七
条
で
︑

そ
れ
以
外
の
成
年
皇
族
に
も
摂
政
就
任
の
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ど
の
皇
族
も
成
年
後
は
男
女
を
問
わ
ず
︑
天
皇
の
公

務
を
分
担
す
る
立
場
に
あ
り
︑
事
実
︑
そ
れ
を
様
々
な
形
で
果
た
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
現
行
の
﹃
皇
室
経
済
法
﹄
に
は
︑
天
皇
に
最
も
近
い
︑
い
わ
ゆ
る
本
家
に
当
た
る
内
廷
の
費
用
は
﹁
内
廷
費
﹂
を
充
て
る
と
し
︑

そ
れ
以
外
の
い
わ
ゆ
る
分
家
に
当
た
る
宮
家
の
費
用
は
﹁
皇
族
費
﹂
で
賄
う
と
と
も
に
︑
皇
室
を
離
れ
る
方
に
も
﹁
皇
族
と
し
て
の
品・

位・

保・

持・

の・

資・

に
充
て
る
﹂
一
時
金
を
出
す
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
内
廷
の
皇
族
も
宮
家
の
皇
族
も
︑
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
教
養
を
身
に
つ
け
ら
れ
︑
品
位
を
磨
い
て
公
務
に
励
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
と
み
ら
れ
る
︒

次
に
第
3
問
は
︑
皇
族
数
の
減
少
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︑
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒
皇
族
だ
け
で
な
く
一
般
の
国
民
を
見
て

も
︑
晩
婚
化
・
少
子
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
一
般
国
民
の
場
合
は
︑
女
子
で
あ
っ
て
も
養
子
に
入
っ
て
も
︑
家
職
や
家
産

を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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し
か
し
な
が
ら
︑
皇
族
の
場
合
は
︑
現
在
の
﹃
皇
室
典
範
﹄
に
よ
っ
て
︑
女
子
は
一
般
男
性
と
の
婚
姻
に
よ
り
皇
籍
を
離
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
︑
ま
た
︑
皇
族
間
で
養
子
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︑
と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
後
継
男
子
の
な
い
宮
家
は
早
晩

衰
滅
す
る
ほ
か
な
い
状
況
に
あ
る
︒

戦
後
の
﹃
皇
室
典
範
﹄
で
は
︑
一
夫
一
婦
制
を
自
明
の
前
提
と
す
る
ゆ
え
に
︑
側
室
も
庶
子
も
否
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
内
廷
で

も
宮
家
で
も
複
数
の
男
子
を
得
る
こ
と
が
︑
段
々
と
難
し
く
な
っ
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
第
4
問
は
︑﹁
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
﹂
で
あ
る
皇
族
の
み
が
皇
位
継
承
の
資
格
を
有
し
︑
皇
族
女
子
は
婚
姻
に
伴
い
﹁
皇
族

の
身
分
を
離
れ
る
﹂︑
と
し
て
い
る
現
行
制
度
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︑
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
現
行
制
度
は
︑
旧
典
範
の
原
則
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
旧
制
を
固
守
す
る
こ
と
に
は
甚
だ
無
理

が
あ
っ
て
︑
維
持
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒

念
の
た
め
︑
明
治
の
﹃
皇
室
典
範
﹄
と
﹃
帝
国
憲
法
﹄
が
で
き
る
ま
で
の
動
向
を
み
る
と
︑
皇
位
継
承
の
資
格
を
男
系
男
子
に
限
っ
て
お

ら
ず
︑
母
系
も
女
子
も
認
め
て
お
く
案
と
か
︑
ま
た
側
室
庶
子
を
認
め
る
の
は
不
適
切
だ
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

い
わ
ゆ
る
男
尊
女
卑
の
傾
向
が
強
い
当
時
の
日
本
で
は
︑
男
性
の
上
に
﹁
女
主
﹂
を
推
戴
し
難
い
と
か
︑
ま
た
男
子
を
確
保
す
る
に
は
側
室

も
否
定
し
難
い
︑
と
い
う
よ
う
な
主
張
が
通
り
︑
成
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
戦
後
は
︑﹃
日
本
国
憲
法
﹄
で
一
般
国
民
に
男
女
平
等
を
定
め
な
が
ら
︑
特
別
身
分
の
皇
族
に
関
し
て
は
﹃
皇
室
典
範
﹄

で
皇
位
継
承
の
資
格
を
男
系
男
子
に
限
定
す
る
よ
う
な
行
き
過
ぎ
た
規
制
を
設
け
て
お
り
︑
こ
れ
は
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
第
5
問
は
︑
内
親
王
あ
る
い
は
女
王
に
皇
位
継
承
の
資
格
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︒
そ
の
場
合
︑
皇
位
継

承
の
順
位
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︑
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒

歴
代
の
皇
位
は
︑﹁
皇
統
譜
﹂
の
﹁
大
統
譜
﹂
に
よ
る
と
︑
神
武
天
皇
以
来
ほ
と
ん
ど
男
系
男
子
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
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第
三
十
三
代
の
推
古
女
帝

(在
位
五
九
二
～
六
二
八
)
が
擁
立
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
大
宝
元
年

(七
〇
一
)
成
立
の
継
嗣
令
に
は
︑
男
帝

を
前
提
と
す
る
規
定
の
本
注
に
﹁
女
帝
の
子
亦
同
じ
﹂
と
定
め
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
男
性
天
皇
を
優
先
し
な
が
ら
︑
女
性
天
皇
も
公
認
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
実
際
に
即
位
さ
れ
た
八
方
十
代
の
女
帝
は
︑
寡
婦
か
未
婚
で
独
身
を
通
さ
れ
た
か
ら
︑
当
代
限
り
で
終
っ
て
い
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
万
一
の
事
態
に
備
え
る
た
め
に
︑
男
系
男
子
に
限
定
す
る
こ
と
を
改
め
て
︑
男
系
男
子
を
優
先
し
な
が
ら
︑
男
系
女
子
ま

で
公
認
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
︑
ま
た
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
継
承
順
位
に
つ
い
て
は
︑
現
行
典
範
の
第
2
条
を
準
用
し
て
︑
長

系
を
先
に
し
︑
同
等
内
で
は
男
子
を
先
に
し
女
子
を
後
に
す
る
こ
と
が
︑
当
分
穏
当
だ
と
思
わ
れ
る
︒

次
に
第
6
問
は
︑
皇
位
継
承
の
資
格
を
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︒
そ
の
場
合
︑
皇
位
継
承
の
順
位
に
つ

い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︑
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒

皇
位
継
承
の
資
格
は
︑
天
照
大
神
を
皇
祖
と
仰
ぎ
︑
神
武
天
皇
を
皇
宗
と
伝
え
る
子
孫
の
う
ち
︑
皇
族
と
い
う
特
別
な
身
分
に
あ
る
こ
と

が
本
質
的
な
要
件
で
あ
り
︑
生
物
的
な
男
女
別
は
派
生
的
な
要
素
と
み
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
歴
史
的
に
は
︑
古
代
中
国
の
儒
教
な
ど
が
絶
対
視
す
る
父
系
︑
つ
ま
り
男
系
尊
重
の
思
想
的
な
影
響
に
よ
り
︑
そ
の
継
承
は

皇
宗
以
来
い
わ
ゆ
る
男
系
に
よ
っ
て
一
貫
し
︑
そ
の
大
部
分
が
男
子
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
千
数
百
年
以
上
に
わ
た
る
慣
習

は
︑
当
分
重
視
す
る
必
要
が
あ
り
︑
皇
位
継
承
の
資
格
を
今
の
段
階
で
女
系
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
︑
不
安
や
混
乱
を
招
く
お
そ

れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

次
に
第
7
問
は
︑
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︒
そ
の
場
合
︑
配
偶
者

や
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︑
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒

こ
の
点
︑
現
行
の
憲
法
と
﹃
皇
室
典
範
﹄
の
下
で
は
︑
皇
室
費
の
受
給
対
象
と
な
る
皇
族
と
︑
婚
姻
に
よ
り
皇
族
を
離
籍
し
て
一
般
国
民

と
な
る
人
々
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
今
ま
で
ど
お
り
な
ら
ば
︑
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
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は
原
則
と
し
て
で
き
な
い
︒
と
は
い
え
︑
皇
族
数
の
減
少
に
よ
り
︑
皇
族
と
し
て
の
公
務
を
分
担
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
︑

皇
室
で
生
ま
れ
育
っ
て
培
わ
れ
た
品
性
を
保
つ
方
々
が
︑
公
務
を
支
援
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
策
は
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
︒

と
り
わ
け
︑
現
に
皇
族
女
子
と
し
て
重
要
な
内
廷
に
お
ら
れ
る
皇
女
の
敬
宮
愛
子
内
親
王
殿
下
は
︑
今
年
十
二
月
に
成
年
皇
族
と
な
ら
れ

る
か
ら
︑
公
務
を
分
担
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
敬
宮
さ
ま
は
︑
結
婚
さ
れ
て
も
皇
室
に
留
ま
ら
れ
︑
御
両
親
の
両
陛
下

を
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
れ
は
皇
位
を
継
承
さ
れ
る
た
め
で
な
く
︑
当
代
の
天
皇
を
最
も
身
近
で
助
け
ら
れ
る
た
め
で

あ
り
︑
や
が
て
叔
父
で
あ
る
秋
篠
宮
文
仁
親
王
殿
下
か
ら
︑
従
弟
で
あ
る
悠
仁
親
王
殿
下
へ
継
承
さ
れ
る
天
皇
の
も
と
で
も
公
務
を
皇
族
と

し
て
支
え
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
︒

そ
の
場
合
︑
皇
女
の
夫
君
と
な
ら
れ
る
方
と
︑
そ
の
お
子
さ
ん
も
︑
同
一

(同
居
)
家
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
皇
族
と
し
て
身
分
を
認
め

ら
れ
る
の
が
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
方
々
は
︑
皇
位
継
承
の
資
格
は
有
し
な
い
と
定
め
て
お
け
ば
︑
い
わ
ゆ
る
女
系
に
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
︒

ま
た
︑
男
子
の
な
い
現
存
の
宮
家
に
お
い
て
も
︑
内
廷
の
皇
女
に
準
じ
て
︑
女
子

(内
親
王
・
女
王
)
の
お
一
方
は
当
家
を
相
続
す
る
た

め
に
皇
族
と
し
て
残
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
第
8
問
は
︑
婚
姻
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
元
女
性
皇
族
が
皇
室
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︑

と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒

前
に
問
7
で
述
べ
た
と
お
り
︑
現
行
の
典
範
に
従
っ
て
︑
皇
族
女
子
の
う
ち
︑
既
に
結
婚
さ
れ
た
元
皇
族
︑
及
び
こ
れ
か
ら
早
々
に
結
婚

し
て
皇
籍
を
離
れ
ら
れ
る
方
々
に
も
︑
皇
室
の
活
動
を
支
援
し
て
も
ら
う
必
要
性
は
当
面
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
称
号
は
﹁
元
皇

族
﹂
と
か
﹁
元
内
親
王
﹂﹁
元
女
王
﹂
で
良
く
︑
そ
れ
ら
の
方
々
に
対
し
て
︑
天
皇
・
皇
后
か
ら
生
ま
れ
る
女
子
の
み
を
指
す
﹁
皇
女
﹂
と

い
う
公
的
用
語
を
︑
む
や
み
に
拡
大
乱
用
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

皇室典範特例法「附帯決議」有識者ヒアリング公述所見

13 (192)



ま
た
︑
そ
の
位
置
付
け
は
︑
元
皇
族
と
し
て
天
皇
の
も
と
で
皇
族
に
準
じ
て
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
︑
内
廷
の
職
員
と
す
る
こ
と

が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
第
9
問
は
︑
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
︑
下
記
の
①
又
は
②
に
よ
り
皇
族
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
︑
と

い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒
そ
の
①
は
︑
現
行
の
﹃
皇
室
典
範
﹄
に
よ
り
皇
族
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
養
子
縁
組
を
可
能
に
す
る
こ
と
︒
そ
の

②
は
︑
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
現
在
の
皇
族
と
は
別
に
新
た
に
皇
族
と
す
る
こ
と
︑
と
提
示
さ
れ
て
い
る
︒

念
の
た
め
︑
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
で
も
皇
族
の
身
分
に
な
い
人
々
は
︑
広
い
意
味
な
ら
ば
数
多
く
お
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
は

狭
い
意
味
で
の
︑
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年

(一
九
四
七
)
十
月
︑
一
斉
に
皇
籍
離
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
十
一
宮
家
の
人
々
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
が
︑
そ
の
現
存
男
子
孫
は
一
般
国
民
と
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
が
大
部
分
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
旧
宮
家
の
若
い
男
子
を
︑
身
分
も
環
境
も
異
な
る
皇
室
へ
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
︑
継
嗣
の
な
い
宮
家
の

養
子
と
す
る
こ
と
は
︑
国
民
の
平
等
を
定
め
る
現
行
憲
法
に
照
ら
し
て
︑
当
家
・
当
事
者
の
立
場
も
考
え
れ
ば
︑
極
め
て
難
し
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
︒
ま
し
て
︑
現
在
の
皇
族
と
は
別
に
新
た
な
皇
族
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
︑
皇
統
の
分
裂
を
連
想
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
り
︑
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
︒

あ
え
て
申
せ
ば
︑
①
の
養
子
縁
組
案
は
︑
も
し
狭
義
の
旧
宮
家
で
男
系
男
子
孫
の
中
に
現
皇
室
へ
迎
え
入
れ
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
適
任

者
が
現
わ
れ
る
な
ら
ば
︑
関
係
者
に
十
分
な
了
解
の
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
︑
内
々
に
検
討
さ
れ
た
ら
良
い
と
思
わ
れ
る
︒

た
だ
︑
万
一
そ
の
よ
う
に
し
て
皇
族
と
な
り
得
る
男
子
が
お
ら
れ
て
も
︑
い
わ
ゆ
る
一
夫
一
婦
制
に
よ
り
︑
必
ず
男
子
を
得
て
相
続
で
き

る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
︑
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
旧
十
一
宮
家
で
は
︑
一
般
国
民
と
な
っ
て
か

ら
も
男
子
相
続
を
固
守
す
る
う
ち
に
︑
既
に
当
主
の
継
嗣
不
在
に
よ
り
半
数
以
上
が
絶
家
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
事
実
も
直
視

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る

(解
説
補
注
6
参
照
)︒
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最
後
に
問
10
は
︑
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
や
︑
皇
族
数
の
減
少
に
係
る
対
応
方
策
と
し
て
︑
そ
の
ほ
か
に
ど
の
よ

う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
︑
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
る
︒

現
在
の
皇
室
は
︑
憲
法
の
定
め
る
象
徴
世
襲
の
天
皇
を
中
心
と
し
て
︑
男
女
の
皇
族
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
特
別
な
法
的
家
族
集
団
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
そ
の
主
要
な
法
律
は
︑
実
際
に
皇
室
を
担
わ
れ
る
天
皇
と
皇
族
た
ち
が
末
永
く
存
続
し
活
動
さ
れ
る
こ
と
の
可
能
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
法
的
規
制
が
厳
し
過
ぎ
て
実
情
に
合
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
を
適
切
に
緩
和
す
る
な
ど
︑
徐
々
に
改
善
す

る
努
力
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

そ
の
た
め
に
は
︑
今
回
の
よ
う
な
特
例
法
の
﹁
附
帯
決
議
﹂
に
応
え
て
設
け
ら
れ
た
︑
こ
の
よ
う
な
有
識
者
会
議
で
の
検
討
報
告
に
基
づ

い
て
︑
何
ら
か
の
改
善
策
が
政
府
と
国
会
で
協
議
し
制
定
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
途
中
か
︑
又
は
そ
れ
を
実
施
す
る
に
先
立
ち
︑
皇
室
の

方
々
に
理
解
し
て
頂
き
︑
さ
ら
に
了
解
を
得
る
た
め
︑﹁
皇
室
会
議
の
議
を
経
る
﹂
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
皇
族
と
三
権
代
表
で
構
成
さ
れ
る
﹁
皇
室
会
議
﹂
は
︑
今
後
と
も
皇
室
の
在
り
方
に
つ
い
て
常
に
検
討
を
加
え
︑
改

善
案
な
ど
を
提
唱
で
き
る
よ
う
な
権
威
・
権
限
の
あ
る
場
と
し
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
︒

最
後
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
︑
今
回
お
尋
ね
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
︑
戦
後
七
十
余
年
間
に
生
じ
た
皇
室
制
度
の
諸
問

題
に
対
す
る
改
革
は
︑
一
挙
に
解
決
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
当
面
は
与
野
党
お
よ
び
一
般
国
民
が
合
意
可
能

な
改
善
策
を
速
や
か
に
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
後
も
検
討
を
続
け
な
が
ら
︑
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
改
善
を
重
ね
る
努
力
が
必
要
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

そ
の
端
緒
と
し
て
︑
今
回
は
﹃
皇
室
典
範
﹄
の
原
則
を
残
し
た
ま
ま
︑
当
分
必
要
な
改
善
策
を
﹁
特
例
法
﹂
の
よ
う
な
形
で
可
能
に
す
る

こ
と
が
︑
今
の
と
こ
ろ
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
︒

皇室典範特例法「附帯決議」有識者ヒアリング公述所見

15 (190)



〔意
見
交
換
︺

有
識
者
会
議
メ
ン
バ
ー
と
所
氏
と
の
間
で
︑
次
の
よ
う
な
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
︒

Q

男
系
女
子
ま
で
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
︑
抜
本
的
な
皇
位
継
承
の
安
定
化
に
は
つ
な
が
ら
な
い
︑
や
は

り
女
系
ま
で
認
め
る
こ
と
が
安
定
し
た
皇
位
継
承
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
︑
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
︒

A

今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
意
見
が
何
人
か
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
大
事
な
こ
と
は
︑
法
的
制
度

と
皇
室
の
関
係
は
︑
皇
室
に
お
ら
れ
る
方
々
が
実
在
さ
れ
て
こ
そ
成
り
立
つ
︒
そ
う
い
う
意
味
で
︑
現
に
今
上
陛
下
の
次
に
弟
で
皇
嗣

の
秋
篠
宮
殿
下
が
お
ら
れ
︑
更
に
長
男
の
悠
仁
親
王
が
お
ら
れ
る
か
ら
︑
よ
ほ
ど
の
事
態
が
生
じ
な
い
限
り
︑
二
代
先
ま
で
は
男
系
の

男
子
で
続
い
て
い
け
る
︒
と
は
い
え
︑
今
か
ら
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
︑
悠
仁
親
王
が
結
婚
さ
れ
て
︑
お
子
様
を
な
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
で
あ
る
︒
も
し
今
の
規
定
ど
お
り
男
系
男
子
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
男
子
が
三
代
先
に
生
ま
れ
る
な
ら
ば
︑
そ

れ
で
良
い
わ
け
で
あ
る
︒

け
れ
ど
も
︑
悠
仁
親
王
の
結
婚
相
手
は
必
ず
男
子
の
生
め
る
よ
う
な
方
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
の
下
で
︑
果
た
し

て
そ
れ
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
︒
お
そ
ら
く
お
妃
探
し
は
数
年
以
内
に
始
ま
る
と
す
れ
ば
︑
や
は
り
当
面
は
男
系
男
子
で
行
け
る
に
せ

よ
︑
三
代
先
ま
で
考
慮
し
て
︑
も
し
女
子
だ
け
し
か
お
生
ま
れ
に
な
ら
な
け
れ
ば
︑
そ
の
方
に
も
お
継
ぎ
い
た
だ
け
る
よ
う
な
余
地
と

い
う
か
︑
可
能
性
を
開
い
て
お
か
な
い
と
先
が
見
通
せ
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
先
ど
う
な
る
か
は
︑
実
の
と
こ
ろ
誰
に
も
分
か
ら
な
い
︒
と
は
い
え
︑
男
系
男
子
が
お
ら
れ
た
ら
安
心
か
と
い
う

と
︑
た
と
え
ば
三
笠
宮
家
の
場
合
︑
立
派
な
男
子
が
お
三
方
お
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
お
父
上
よ
り
先
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ

た
︒
そ
う
い
う
こ
と
が
︑
こ
の
医
学
・
医
療
の
進
歩
し
た
現
代
で
も
起
き
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
必
ず
男
子
が
得
ら
れ
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る
こ
と
を
前
提
に
し
て
︑
男
子
だ
け
で
継
ぐ
と
い
う
過
度
の
規
制
を
続
け
る
限
り
︑
万
一
の
事
態
に
対
処
し
難
く
な
る
で
あ
ろ
う
︑
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
の
意
見
で
あ
る
︒

Q

結
び
と
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
︑
実
現
可
能
な
も
の
︑
当
面
必
要
な
も
の
を
改
正
し
て
お
く
と
は
︑
女
性
皇
族
が
宮
家
を
継
ぐ
︑
あ
る
い

は
内
廷
に
お
ら
れ
る
方
は
引
き
続
き
皇
室
に
残
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
残
し
て
お
く
べ
き
だ
︑
と
い
う
趣
旨
で
よ
い
か
︒

A

そ
う
で
あ
る
︒
今
の
と
こ
ろ
︑
皇
位
継
承
の
有
資
格
者
に
つ
い
て
︑
二
代
先
ま
で
見
通
し
が
立
つ
状
況
に
あ
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
︒

た
だ
︑
そ
れ
を
支
え
ら
れ
る
方
と
し
て
︑
一
番
大
事
な
こ
と
の
一
つ
は
︑
今
上
陛
下
の
内
廷
に
唯
一
皇
女
と
し
て
敬
宮
愛
子
内
親
王
が

お
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
今
の
ま
ま
で
は
結
婚
さ
れ
た
ら
皇
室
を
出
ら
れ
る
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
る
︒
皇
籍
を
離
れ
ら
れ
て
か
ら

で
も
︑
な
お
皇
室
の
公
務
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
く
余
地
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
皇
室
の
中
に
お
ら
れ
る
方
と

外
へ
出
ら
れ
た
人
で
は
︑
明
ら
か
に
身
分
が
異
な
る
︒

そ
う
い
う
意
味
で
︑
現
行
制
度
の
大
筋
を
維
持
し
な
が
ら
︑
や
は
り
少
な
く
と
も
皇
女
の
敬
宮
愛
子
内
親
王
は
︑
結
婚
さ
れ
て
も
皇

室
に
皇
族
と
し
て
留
ま
ら
れ
︑
御
両
親
を
身
近
に
支
え
続
け
ら
れ
︑
さ
ら
に
叔
父
上
の
秋
篠
宮
や
従
弟
の
悠
仁
親
王
も
支
え
て
い
か
れ

る
︑
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
︒

〈付
記
〉

こ
こ
で
述
べ
た
管
見
の
基
本
は
︑
平
成
の
天
皇
に
侍
従
長
と
し
て
十
年
半
も
奉
仕
さ
れ
た
渡
邉
允
氏

(一
九
三
六
～
二
〇
二
二
)

が
︑
著
書
﹃
天
皇
家
の
執
事
﹄
を
文
春
文
庫
と
し
て
再
版
す
る
際
︑
平
成
二
十
三
年

(二
〇
一
一
)
十
月
付
で
書
か
れ
た
後
書
き

﹁
皇
室
の
将
来
を
考
え
る
﹂
の
後
半

(三
五
二
～
四
頁
)
と
お
お
よ
そ
同
趣
旨
で
あ
る
︒
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