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令
和
六
年
一
月
十
一
日
、
皇
居
で
「
講こ

う
し
ょ
は
じ
め

書
始
の
儀
」
が
開
か
れ
、

天
皇
家
の
ご
長
女
愛
子
さ
ま
が
初
め
て
こ
の
儀
に
出
席
さ
れ
た
こ
と

が
報
じ
ら
れ
た
。
刑
事
訴
訟
法
、
物
理
化
学
と
並
ん
で
、
日
本
語
学

が
専
門
の
大
阪
大
名
誉
教
授
金
水
敏
氏
に
よ
る
「
こ
と
ば
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
『
役
割
語
』
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
講
義
が
行
わ
れ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

　

金
水
教
授
は
、
日
本
語
は
他
の
言
語
に
比
べ
て
役
割
語
が
発
達
し

て
い
る
と
説
く
。
役
割
語
と
は
、
「
存
じ
て
お
り
ま
す
わ
」
「
知
っ
て

い
る
ぜ
」
「
知
っ
て
お
る
の
じ
ゃ
」
と
い
っ
た
、
話
し
手
の
性
別
や

年
齢
、
品
位
が
伝
わ
る
語
で
あ
る
。

よ
ご
ざ
ん
す
、
祖
母
の
た
ま
し
ひ
、
よ
ご
ざ
ん
す
、
口
癖
ま
ね

て
、
た
ま
し
ひ
を
呼
ぶ 

大
松
達
知
『
ア
ス
タ
リ
ス
ク
』

　
「
よ
ご
ざ
ん
す
」
か
ら
、
少
し
お
年
を
召
し
た
上
品
な
女
性
が
想

像
さ
れ
る
。

　

そ
の
役
割
語
の
ひ
と
つ
に
「
〜
た
ま
え
」
が
あ
る
。
社
会
的
地
位

の
あ
る
人
が
何
か
命
令
し
て
い
る
場
面
が
思
い
浮
か
ぶ
。
し
か
し
、

金
水
教
授
が
著
書
『
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
日
本
語　

役
割
語
の
謎
』
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
白
秋
の
「
雨
ふ
り
」
に
出
て
く

る
坊
ち
ゃ
ん
は
、
子
ど
も
な
が
ら
友
達
に
「
君
君
こ
の
傘
さ
し
た
ま

へ
」
な
ど
と
言
う
。
地
上
に
落
ち
て
き
た
隕
石
の
化
身
の
よ
う
な
少

年
が
「
君
、
君
、
遊
び
に
来
た
ま
へ
」
と
誘
う
歌
も
あ
る
（
「
星
ケ

浦
」）。
こ
の
「
〜
た
ま
え
」
に
つ
い
て
教
授
は
「
武
家
こ
と
ば
」
を

受
け
継
い
だ
「
書
生
こ
と
ば
」
か
ら
、
さ
ら
に
「
少
年
語
」
に
展
開

し
て
い
っ
た
も
の
と
し
て
著
書
で
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
も
の
ご
と
に
は
必
ず
お
わ
り
が
来
る
。
食
事
の
お
わ
り
、

ド
ラ
マ
の
お
わ
り
、
一
日
の
お
わ
り
、
と
日
々
無
数
に
あ
り
、
も
ち

ろ
ん
人
生
の
節
目
節
目
の
よ
う
な
大
き
な
お
わ
り
も
あ
る
。

「
ご
勇
退
お
め
で
と
う
」
と
ぞ
言
は
れ
た
り
「
卒
業
お
め
で
と

う
」
と
言
ひ
し
返
し
に 

桑
原
正
紀
『
花
西
行
』

　

桑
原
さ
ん
が
教
職
を
退
く
日
の
歌
で
あ
る
。
お
わ
り
を
示
す
こ
と

ば
の
中
に
も
、
あ
る
物
事
の
お
わ
り
と
対
応
す
る
こ
と
ば
が
あ
る
。

い
わ
ば
、
「
お
わ
り
の
役
割
語
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
ち
ょ
う

ど
時
間
と
な
り
ま
し
た
」
は
講
談
。
「
お
後
が
よ
ろ
し
い
よ
う
で
」

な
ら
落
語
。
「
こ
れ
に
て
一
件
落
着
」
と
い
え
ば
遠
山
の
金
さ
ん
だ
。

「
お
開
き
に
な
る
」
は
何
か
お
祝
い
事
の
締
め
。
「
卒
業
」
も
一
般
的

な
意
味
の
他
に
、
ア
イ
ド
ル
が
グ
ル
ー
プ
を
抜
け
、
芸
能
活
動
に
一

区
切
り
を
つ
け
る
と
い
う
特
定
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

さ
あ
、
そ
ろ
そ
ろ
私
も
こ
の
あ
た
り
で
文
豪
を
少
し
気
取
っ
て
、

「
日
本
語
こ
ぼ
れ
話
」
の
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

日
本
語
こ
ぼ
れ
話
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