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催
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明
治
六
年
一
月
二
十
九
日
、
明
治
天
皇
は
、
神
武
天
皇
即
位
の
佳
節
の
祭
儀
祝
典
を
執
り
行
っ
た
。
そ
の
後
、
賜

宴
の
儀
が
挙
行
さ
れ
、
「
紀
元
節
賜し

■ほ(

酉
ヘ
ン
に
甫)

の
勅
語
」
を
お
下
し
に
な
り
臣
下
の
人
々
と
神
武
建
国
を
お

祝
い
さ
れ
た
。
明
治
六
年
十
月
十
四
日
に
は
、
「
太
政
官
布
告
第
三
百
四
十
四
號
」
に
よ
り
、
祝
日
と
し
て
、
「
紀

元
節
」(

二
月
十
一
日)

、
が
定
め
ら
れ
た
。
「
紀
元
節
」
は
、
主
に
宮
中
で
の
祭
儀
祝
典
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い

た
が
、
そ
の
後
、
全
国
の
神
社
で
も
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
然
的
に
、
日
本
国
民
が
天
皇
陛
下
と

と
も
に
祝
う
建
国
祭
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
し
か
し
、
米
占
領
下
の
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
日
、
「
國
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
中
断
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。 

そ
の
後
、
現
在
の
「
日
本
会
議
」
の
前
身
で
あ
る
「
日
本
を
守
る
会
」
等
の
熱
心
な
国
民
運
動
に
よ
り
、
昭
和
四

十
一
年
六
月
二
十
五
日
、
「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
「
建
国
記
念
の
日
」
と
し
て
復
活

し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。 

今
年
も
、
そ
の
「
建
国
記
念
の
日
」
を
迎
え
、
国
民
有
志
は
全
国
で
皇
居
に
お
わ
し
ま
す
天
皇
陛
下
と
と
も
に
盛
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大
に
お
祝
い
を
す
る
。
日
本
国
の
誕
生
日
を
君
民
と
も
に
お
祝
い
を
し
た
い
と
い
う
日
本
人
と
し
て
の
自
然
の
心
の

顕
れ
で
あ
る
。
心
あ
る
国
民
は
、
「
建
国
記
念
の
日
」
で
あ
る
以
上
、
当
然
な
が
ら
政
府
が
主
催
す
る
式
典
行
事
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
念
願
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
政
府
は
、
こ
の
国
家
の
祝
日
に
た
い
し
て
冷

た
い
態
度
を
と
っ
て
き
た
。 

昨
年
四
月
二
十
八
日
、
政
府
主
催
の
「
主
権
回
復
の
日
」
を
祝
う
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
自
民
党

が
先
の
衆
院
選
の
総
合
政
策
集
「
Ｊ
フ
ァ
イ
ル
」
で
「
二
月
一
十
一
日
の
『
建
国
記
念
の
日
』
、
二
月
二
十
二
日
を

『
竹
島
の
日
』
と
し
て
、
四
月
二
十
八
日
を
『
主
権
回
復
の
日
』
と
し
て
政
府
主
催
の
式
典
と
し
て
開
催
す
る
こ
と

を
検
討
す
る
」
と
し
た
こ
と
の
ひ
と
つ
を
実
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

安
倍
首
相
は
、
こ
の
式
典
の
開
催
趣
旨
に
つ
い
て
、
「
我
が
国
に
よ
る
国
際
社
会
の
平
和
と
繁
栄
へ
の
責
任
あ
る

貢
献
の
意
義
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
と
教
訓
を
生
か
し
、
我
が
国
の
未
来
を
切
り
開
く
決
意
を

確
固
と
し
た
も
の
と
す
る
た
め
」
と
国
会
で
答
弁
し
、
同
式
典
の
挨
拶
で
は
、
「
日
本
を
、
私
た
ち
の
大
切
な
国
を
、

も
っ
と
良
い
美
し
い
国
に
し
て
い
く
責
任
を
負
っ
て
い
ま
す
。
よ
り
良
い
世
界
を
つ
く
る
た
め
進
ん
で
貢
献
す
る
、

誇
り
あ
る
国
に
し
て
い
く
責
任
が
私
た
ち
に
は
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
今
年

こ
そ
、
「
建
国
記
念
の
日
」
を
政
府
主
催
で
祝
う
式
典
が
開
催
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
大
い
な
る
期
待
を
寄
せ
て
い
る

多
く
の
国
民
が
い
る
は
ず
だ
。 

注
意
を
要
す
る
の
は
、
安
倍
首
相
が
「
主
権
回
復
の
日
」
で
述
べ
た
、
「
我
々
日
本
人
の
国
内
外
で
の
責
任
と
そ

の
決
意
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

現
在
の
日
本
国
民
の
中
に
は
、
戦
後
日
本
は
新
し
い
国
家
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
考
え
て
い
る
人
達
が
い
る
。



－44－ 

米
占
領
時
代
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
内
の
改
憲
作
業
チ
ー
ム
が
、
僅
か
一
週
間
で
作
成
さ
れ
た
現
憲
法
に
よ
っ
て
、
あ
た

か
も
英
国
史
の
権
利
の
章
典
や
米
国
の
独
立
宣
言
の
よ
う
に
、
新
た
な
国
体
思
想
で
新
た
な
国
家
建
設
が
な
さ
れ
た

と
見
て
い
る
人
た
ち
だ
。 

こ
の
憲
法
を
作
成
し
た
改
憲
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
っ
た
ル
ー
ズ
・
エ
ラ
ー
マ
ン
の
書
き
残
し
た
日
誌
に
は
「
日
本

の
歴
史
を
書
き
換
え
る
と
い
う
名
状
し
が
た
い
情
熱
に
取
り
つ
か
れ
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
憲
法
を
起
草
し

た
米
ス
タ
ッ
フ
は
、
日
本
の
歴
史
と
伝
統
を
否
定
し
、
新
し
い
日
本
を
作
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
開
戦
当
時
、
駐
米
大
使
で
日
本
の
宣
戦
布
告
を
米
国
に
通
知
せ
ず
、
日
本
に
歴
史
的
汚
名
を
き
せ
米
国
民

の
日
本
人
に
対
す
る
憎
悪
と
敵
対
心
を
煽
り
、
戦
後
は
、
占
領
米
軍
の
指
示
に
従
い
海
上
自
衛
隊
の
前
身
で
あ
る
海

上
警
備
隊
を
整
備
し
朝
鮮
戦
争
に
動
員
さ
せ
、
そ
の
後
、
参
議
院
議
員
と
し
て
自
由
民
主
党
の
防
衛
政
策
を
担
当
、

外
交
調
査
会
会
長
を
務
め
、
党
参
議
院
議
員
会
長
に
も
就
任
し
た
野
村
吉
三
郎
海
軍
大
将
な
ど
は
、
日
本
占
領
中
の

米
海
軍
提
督
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。 

新
憲
法
は
次
の
議
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
文

字
通
り
、
日
本
の
無
血
革
命
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
は
と
て
も
気
高
い
お
考
え
と
目
標
を
も
っ
て
素

晴
ら
し
い
仕
事
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
率
直
に
申
し
上
げ
て
、
彼
の

よ
う
な
素
晴
ら
し
い
最
高
司
令
官
を
迎
え
ら
れ
て
我
々
は
幸
運
で
す
。

自
力
で
日
本
の
安
定
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
前
に
、
貴
国
の
国
内

事
情
に
よ
っ
て
占
領
軍
が
早
期
に
引
き
揚
げ
て
し
ま
う
の
で
は
と
私

は
心
配
し
て
い
ま
す
。
（
抄
） 

昭和20年2月13日、民政局に
より提示されたマッカーサー
草案（国立国会図書館蔵） 
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戦
後
日
本
の
要
職
に
つ
い
た
人
た
ち
の
中
に
は
、
野
村
氏
の
よ
う
に
、
米
国
の
新
意
法
に
よ
る
続
治
を
日
本
の
無

血
革
命
（
戦
争
犠
性
者
や
占
領
下
の
犠
牲
者
を
無
視
し
た
言
葉
）
と
し
て
悦
ん
だ
人
達
が
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

左
翼
陣
営
に
限
ら
ず
、
保
守
と
称
し
て
い
る
人
た
ち
の
中
に
も
相
当
数
、
戦
後
の
日
本
は
、
米
国
の
手
で
生
ま
れ
変

わ
っ
た
と
歓
迎
し
て
い
る
人
が
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
「
我
々
日
本
人
の
国
内
外
で
の
責
任
と

そ
の
決
意
」
と
い
う
安
倍
首
相
の
言
葉
を
、
戦
後
の
日
米
関
係
の
枠
組
み
の
中
で
の
「
責
任
と
決
意
」
す
な
わ
ち
、

「
米
国
の
戦
略
の
中
で
の
日
本
の
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
決
意
」
と
認
識
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。 

さ
て
、
話
を
元
に
戻
す
が
、
自
民
党
が
公
約
と
し
て
掲
げ
る
三
つ
の
式
典
「
建
国
記
念
の
日
」
「
主
権
回
復
の

日
」
「
竹
島
の
日
」
は
い
ず
れ
も
重
要
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
同
等
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
主
権
や
領
士

と
い
う
概
念
は
、
西
欧
史
で
生
ま
れ
た
も
の
で
、
一
六
四
八
年
、
宗
教
戦
争
で
あ
る
三
十
年
戦
争
の
講
和
条
約
と
し

て
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
が
締
結
さ
れ
た
結
果
、
主
権
国
家
体
制
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、

英
国
な
ど
が
こ
の
概
念
を
国
際
法
と
称
し
て
「
先
占
」
権
を
正
当
化
し
、
世
界
の
植
民
地
化
に
利
用
し
た
。
そ
の
結

果
、
世
界
の
国
々
の
伝
統
的
生
活
空
間
が
、
人
工
的
に
引
か
れ
た
排
他
的
国
境
線
で
区
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

日
本
が
誇
る
道
義
主
義
「
八
紘
為
宇
」 

明
治
の
初
期
、
日
本
で
は
、
外
交
を
め
ぐ
っ
て
国
家
運
営
の
基
本
的
思
想
の
対
決
が
あ
っ
た
。
欧
米
と
同
じ
よ
う

に
合
理
主
義
的
立
場
か
ら
国
勢
の
進
展
を
主
張
す
る
大
久
保
ら
と
、
東
洋
的
道
義
主
義
を
貫
こ
う
と
す
る
西
郷
ら
の

対
立
で
あ
る
。
結
果
は
、
大
久
保
ら
西
洋
合
理
主
義
を
主
張
す
る
側
が
勝
利
し
政
権
を
独
占
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ

は
必
然
的
に
大
東
亜
戦
争
へ
と
行
き
着
く
こ
と
と
な
る
。 
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他
方
、
西
郷
の
東
洋
道
義
思
想
を
継
承
す
る
頭
山
満
等
は
、
ア
ジ
ア
の
同
胞
に
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
を
呼
び
か
け

民
族
自
決(

被
殖
民
状
態
か
ら
の
独
立)

を
支
援
す
る
在
野
で
の
活
動
を
展
開
し
た
。
主
権
や
領
土
を
振
り
か
ざ
す
外

交
姿
勢
で
は
な
く
、
自
立
し
た
民
族
が
相
互
に
敬
意
を
持
っ
て
共
栄
共
存
す
る
外
交
姿
勢
を
主
張
し
実
行
し
た
の
で

あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
西
郷
、
頭
山
ら
の
思
想
的
継
承
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
現
状
の
主
権
と
領
土
問
題
は
、
重

要
政
策
課
題
で
は
あ
る
が
、
い
か
に
解
決
す
る
か
に
つ
い
て
は
大
い
に
議
論
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と

い
え
る
。 

一
方
、
『
建
国
記
念
の
日
』
に
関
し
て
い
え
ば
、
国
民
が
日
本
の
起
源(

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー)

を
確
認
す
る
日

で
あ
る
。
神
武
建
国
の
理
念
、
天
の
下
を
一
つ
の
家
と
為
す
「
八
紘
為
宇
」
に
立
ち
返
り
、
国
家
の
現
状
を
顧
み
る

極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
日
な
の
だ
。
現
代
で
は
「
お
も
て
な
し
」
や
「
心
遣
い
」
と
か
「
絆
」
と
か
い
わ
れ

て
い
る
も
の
も
、
「
八
紘
為
宇
」
の
一
端
で
、
日
本
が
世
界
に
誇
る
生
き
た
東
洋
的
道
義
主
義
で
あ
る
。 

こ
の
観
点
か
ら
は
、
安
倍
首
相
が
唱
え
る
「
積
極
的
平
和
主
義
」
も
ま
た
、
神
武
天
皇
が
即
位
の
詔
で
下
し
た

「
皇
孫
の
正
を
養
ひ
た
ま
え
ふ
心
を
弘
め
む
」
の
実
践
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
日
本
国
民
は
、

大
御
心(

お
お
み
ご
こ
ろ)

と
一
体
と
な
っ
て
、
建
国
の
理
想
で
あ
る
「
八
紘
為
宇
」
を
日
々
実
践
し
、
国
内
の
み
な

ら
ず
、
す
す
ん
で
世
界
の
人
々
と
も
力
を
合
わ
せ
「
八
紘
為
宇
」
の
理
想
を
広
く
世
界
に
及
ぼ
し
、
人
々
が
家
族
の

よ
う
に
暮
ら
す
、
よ
り
よ
い
世
界
を
創
る
こ
と
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

戦
後
の
日
本
は
米
国
の
手
で
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
歓
迎
し
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
「
建
国
記
念
の
日
」
を
政
府

主
催
で
執
り
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
を
変
え
な
く
て
は
、
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本
当
に
、
日
本
国
の
起
源
が
米
占
領
下
の
憲
法
公
布
日
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
憲
法
改
正
も
、
神
武
建
国
の
理

念
を
源
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
現
憲
法
体
制
の
強
化
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。 

私
た
ち
伝
統
を
重
ん
じ
る
日
本
国
民
は
、
記
紀
に
記
さ
れ
た
日
本
神
話
を
起
源
と
し
て
、
我
々
の
祖
先
が
、
世
々

の
歴
史
を
通
じ
尊
い
も
の
と
し
て
伝
え
て
き
た
美
徳
を
、
正
し
く
理
解
し
、
そ
れ
を
国
の
内
外
に
お
い
て
実
践
し
、

ま
た
、
末
永
く
子
孫
へ
と
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

こ
の
伝
統
の
美
徳
は
、
い
つ
の
世
も
、
天
津
日
継
高
座(

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
の
た
か
み
く
ら)

に
お
わ
し
ま
す
皇
孫
た

る
天
皇
陛
下
が
国
民
に
お
示
し
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
、
日
本
の
歴
史
を
築
い
て
き
た
我
々
祖
先
の
遺
風
の
中
に
伝

統
文
化
慣
習
と
し
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

「
建
国
記
念
の
日
」
を
祝
う
に
当
た
り
、
私
た
ち
日
本
国
民
は
、
神
武
建
国
以
来
の
美
徳
の
継
承
者
た
る
こ
と
を
自

覚
し
、
天
皇
陛
下
と
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
「
八
紘
為
宇
」
を
実
践
し
、
心
を
一
つ
に
し
て
国
家
と
世
界
の
発
展

に
力
を
尽
く
し
た
い
と
願
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
記
事
作
成
日
】 

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日 

     

 
あらや たかし 

 
昭和34年秋田県生まれ。東京理 

科大学卒後、陸上自衛隊入隊。 

空挺団、防衛政策局等に勤務。 

平成７年独軍指揮学校、14年米 

陸軍特殊戦学校に留学。帰国後 

16年、特殊作戦群初代群長に就 

任。20年退官。21年、明治神宮 

至誠館館長に就任、現在に至

る。 


