
第
四
回 

昭
和
戦
前
と
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』 

  

今
回
の
テ
ー
マ
は
昭
和
戦
前
と
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』（
平
成
三
年
三
月
、
文
藝
春
秋
社
、
以
下
『
独
白

録
』）
で
す
。
昭
和
天
皇
の
「
独
白
」
で
す
か
ら
、
詔
勅
と
は
異
な
り
ま
す
。
し
か
し
『
独
白
録
』
が
大
変

に
史
料
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

昭
和
戦
前
か
ら
被
占
領
期
は
、
実
に
複
雑
な
時
代
だ
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
敗
戦
と
な
り
、
我

が
国
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
占
領
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
り
様
々
な
も
の
が
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
帝
国
憲
法
は
改
正
さ
れ
、

教
育
勅
語
は
排
除
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
「
大
東
亜
戦
争
」「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
用
語
の
使
用
が
禁
止
さ

れ
、
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』『
臣
民
の
道
』
は
そ
の
頒
布
を
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。 

 

敗
戦
ま
で
の
昭
和
の
時
代
に
は
、
象
徴
的
な
政
治
事
件
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
と
帝
国

憲
法
は
ど
の
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
被
占
領
下
で
否
定
・
排
除
さ
れ
た
、
先
ほ
ど
あ
げ
た
様
々

な
も
の
、
そ
の
相
互
の
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
や
は
り
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
実
は
こ
れ
ら
も
、
詔
勅
の
解
釈
に
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
す
。 

 

（
昭
和
五
年
、
倫
敦
会
議
・
帷
幄
上
奏
問
題
） 

 

昭
和
五
年
、
日
本
・
米
国
・
英
国
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
の
五
か
国
の
間
で
、
海
軍
の
補
助
艦

保
有
量
の
制
限
に
関
す
る
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
で
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
、『
独
白
録
』
か
ら
要
約
し
ま
す
。 

 

海
軍
の
末
次
信
正
軍
令
部
次
長
は
ご
進
講
の
際
、
政
府
の
意
向
と
異
な
る
軍
縮
反
対
の
意
見
を
述
べ
ま

し
た
。
こ
の
件
は
の
ち
に
末
次
か
ら
加
藤
寛
治
軍
令
部
長
へ
報
告
さ
れ
た
の
で
す
が
、
軍
令
部
の
意
見
が

図
ら
ず
も
天
聴
に
達
し
た
の
で
、
加
藤
は
直
接
天
皇
に
辞
表
を
提
出
し
ま
し
た
。
海
軍
大
臣
を
経
由
し
な

い
こ
の
行
為
は
「
間
違
っ
て
い
る
」
と
天
皇
は
断
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
天
皇
は
辞
表
を
財
部
彪
海

軍
大
臣
へ
下
げ
ま
し
た
が
、
財
部
は
天
皇
に
た
い
し
、「
辞
表
は
ど
う
か
出
さ
な
か
っ
た
事
に
し
て
頂
き
度

い
」
と
述
べ
ま
し
た
。 

「
当
時
海
軍
省
と
軍
令
部
と
意
見
が
相
反
し
て
ゐ
た
の
で
、
財
部
と
し
て
は
こ
の
際
断
然
軍
令
部
長
を
更

迭
し
て
終
へ
ば
よ
か
っ
た
の
を
、
ぐ
づ
ぐ
づ
し
て
ゐ
た
か
ら
事
が
紛
糾
し
た
の
で
あ
る
」（『
独
白
録
』
）
二
七

頁
） 

 

統
帥
権
干
犯
論
を
も
と
に
軍
縮
反
対
を
主
張
す
る
勢
力
、
天
皇
が
こ
れ
に
対
し
て
否
定
的
だ
っ
た
こ
と

が
読
み
と
れ
ま
す
。
統
帥
権
干
犯
論
が
帝
国
憲
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
伊
藤
博
文
『
憲

法
義
解
』
や
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
撮
要
』
に
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
（
問
１
）。 

 

（
昭
和
十
年
、
天
皇
機
関
説
と
天
皇
現
神
説
） 

 

昭
和
七
年
に
は
上
海
事
件
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
上
海
事
変
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
十
年
の
天
皇

機
関
説
事
件
で
す
。 

「
斎
藤
内
閣
当
時
、
天
皇
機
関
説
が
世
間
の
問
題
と
な
っ
た
。
私
は
国
家
を
人
体
に
譬
へ
、
天
皇
は
脳
髄



で
あ
り
、
機
関
と
云
ふ
代
り
に
器
官
と
云
ふ
文
字
を
用
ふ
れ
ば
、
我
が
国
体
と
の
関
係
は
少
し
も
差
支
へ

な
い
で
は
な
い
か
と
本
庄
武
官
長
に
話
し
て
真
崎
に
伝
へ
さ
し
た
事
が
あ
る
。
真
崎
は
そ
れ
で
判
っ
た
と

云
っ
た
そ
う
で
あ
る
。 

 

又
現
神
の
問
題
で
あ
る
が
、
本
庄
だ
っ
た
か
、
宇
佐
美
だ
っ
た
か
、
私
を
神
だ
と
云
ふ
か
ら
、
私
は
普

通
の
人
間
と
人
体
の
構
造
が
お
な
じ
だ
か
ら
神
で
は
な
い
。
そ
う
い
ふ
事
を
云
は
れ
て
は
迷
惑
だ
と
云
っ

た
事
が
あ
る
」（
同
、
三
一
頁
） 

 

ま
ず
、
明
確
な
天
皇
機
関
説
擁
護
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
読
ん
で
も
昭
和
天
皇
は
天
皇

機
関
説
排
撃
の
お
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
帝
国
憲
法
は
、
そ
の
成
立
に
関
す
る
著
作
に
よ
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
天
皇
機
関
説
が
そ
の
基
礎
に
あ
る
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
（
問
２
）。
こ
の
天
皇
機

関
説
論
争
に
つ
い
て
は
、
第
一
〇
回
で
ま
た
出
て
き
ま
す
が
、
昭
和
戦
前
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い

ま
す
。 

 

そ
し
て
現
神
、
あ
き
つ
み
か
み
、
現
御
神
の
問
題
で
す
。
戦
前
の
天
皇
は
神
だ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

し
か
し
昭
和
天
皇
は
明
確
に
天
皇
現
御
神
論
を
否
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
第
三
回
の
「 

即
位
の
宣
命
と
「
人

間
宣
言
」」
で
詳
し
く
お
話
し
た
よ
う
に
、
国
典
に
天
皇
＝
現
御
神
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
「
現
御
神
止
」

と
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
は
「
し
ろ
し
め
す
」
の
副
詞
で
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
木
下
道
雄
は
「
近
代

に
至
っ
て
言
葉
の
乱
れ
が
生
じ
、
前
述
の
よ
う
に
、
現
御
神
と
天
皇
と
を
混
同
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
・
・
」

（
前
掲
『
宮
中
見
聞
録
』、
二
二
六
頁
）
と
記
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
も
な
お
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
「
新
日
本
建
設
に
関
す
る
詔
書
」
を
、
未
だ
に
「
人
間
宣
言
」

と
称
し
て
い
る
の
が
我
が
国
の
実
態
で
す
。「
即
位
の
宣
命
」
が
正
し
く
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
証
拠
で
す
。

そ
し
て
問
題
は
、
国
家
の
要
人
た
ち
が
帝
国
憲
法
下
に
お
い
て
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
で
す
。 

  

竹
山
道
雄
は
帝
国
憲
法
下
の
天
皇
を
、「
機
関
説
的
天
皇
制
」
そ
し
て
「
統
帥
権
的
天
皇
制
」
と
名
付
け

ま
し
た
（
『
昭
和
の
精
神
史
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
五
一
頁
）
。
前
者
は
「
旧
来
の
元
老
・
重
臣
・
政
党
・
財
閥
・

官
僚
・
軍
閥
の
ヒ
ェ
ル
ア
ル
ヒ
ー
に
よ
る
「
天
皇
制
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
汚
職
を
し
た
り
軍
縮
を
し
た
り

し
た
（
同
）
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
後
者
に
つ
い
て
は
、「
一
君
万
民
の
軍
国
的
社
会
主
義
体
制
で
あ
り
、
こ

れ
は
社
会
的
不
正
を
攻
撃
し
た
り
外
地
侵
略
を
し
た
り
し
た
（
同
）
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
極
限

概
念
」
と
し
て
ま
す
か
ら
、
単
純
化
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
昭
和
三
十
年
に
発
表
さ
れ
、
翌
年

に
出
版
さ
れ
た
『
昭
和
の
精
神
史
』
は
、
当
時
の
知
識
人
の
帝
国
憲
法
そ
し
て
昭
和
戦
前
に
対
す
る
見
方

が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

 

（
二
・
二
六
事
件
） 

 

昭
和
十
一
年
二
月
二
十
六
日
、
青
年
将
校
ら
に
よ
る
グ
ー
デ
タ
ー
が
起
き
ま
し
た
。
斎
藤
実
内
大
臣
や

高
橋
是
清
蔵
相
そ
し
て
岡
田
啓
介
首
相
の
秘
書
だ
っ
た
松
尾
伝
蔵
、
教
育
総
監
の
渡
辺
錠
太
郎
が
犠
牲
と

な
り
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
著
名
な
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
だ
っ
た
山
本
夏
彦
に
「
教
育
総
監
渡
辺
錠
太
郎
」
が
あ
り
ま
す
。 



「
な
ぜ
教
育
総
監
渡
辺
錠
太
郎
は
殺
さ
れ
た
か
、
紙
幅
が
尽
き
た
か
ら
言
え
な
い
と
某
大
雑
誌
に
書
い
た

ら
、
驚
く
べ
し
渡
辺
氏
の
子
孫
か
ら
自
分
も
よ
く
知
ら
な
い
、
教
え
て
く
れ
と
電
話
が
あ
っ
た
」（『
世
間
知

ら
ず
の
高
枕
』
新
潮
文
庫
、
三
〇
三
頁
） 

 

こ
の
謎
を
解
く
の
は
、
二
・
二
六
事
件
の
主
犯
格
の
一
人
、
磯
部
浅
一
の
コ
メ
ン
ト
で
す
。 

「
渡
邊
は
同
志
将
校
を
弾
圧
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
三
長
官
の
一
人
と
し
て
、
吾
人
の
行
動
に
反
対
し
て

弾
圧
し
さ
う
な
人
物
の
筆
頭
だ
。
天
皇
機
関
説
の
軍
部
に
於
け
る
本
尊
だ
」 

 

こ
れ
は
岡
田
貞
寛
『
父
と
私
の
二
・
二
六
事
件
』
に
引
用
さ
れ
た
、
磯
部
の
「
行
動
記
」
に
あ
る
も
の

で
す
。
山
本
夏
彦
も
記
し
て
い
ま
す
が
、
渡
辺
錠
太
郎
は
天
皇
機
関
説
に
対
し
て
肯
定
的
だ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
以
っ
て
し
て
も
、
二
・
二
六
事
件
は
天
皇
機
関
説
排
撃
も
そ
の
基
礎

に
あ
っ
た
と
考
え
て
妥
当
で
す
。 

 

（
国
体
明
徴
運
動
と
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』） 

 

昭
和
十
年
の
天
皇
機
関
説
排
撃
は
そ
の
後
、
国
体
明
徴
運
動
と
な
り
ま
し
た
。
結
局
、
岡
田
内
閣
は
二

度
に
わ
た
っ
て
「
国
体
明
徴
声
明
」
を
発
し
、
天
皇
機
関
説
を
否
定
・
排
除
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
延
長
線
上
で
発
行
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
十
二
年
の
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
で
す
。
つ
ま
り
、
天
皇

機
関
説
排
撃
・
国
体
明
徴
運
動
・
二
・
二
六
事
件
・
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
は
順
接
の
関
係
で
す
。 

 

さ
て
、
そ
こ
で
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
で
す
。 

 

「
か
く
て
天
皇
は
、
皇
祖
皇
宗
の
御
心
の
ま
に
ま
に
我
が
国
を
統
治
し
給
ふ
現
御
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。

こ
の
現
御
神
（
明
神
）
或
は
現
人
神
と
申
し
奉
る
の
は
、
所
謂
絶
対
神
と
か
、
全
知
全
能
の
神
と
か
い
ふ

が
如
き
意
味
の
神
と
は
異
な
り
、
皇
祖
皇
宗
が
そ
の
神
裔
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
天
皇
に
現
れ
ま
し
、
天
皇
は

皇
祖
皇
宗
と
御
一
体
で
あ
ら
せ
ら
れ
、
永
久
に
臣
民
・
国
土
の
生
成
発
展
の
本
源
に
ま
し
ま
し
、
限
り
な

く
尊
く
畏
き
御
方
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
」（
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
昭
和
十
二
年
三
月
、
二
三
頁
） 

  

こ
れ
は
天
皇
＝
現
御
神
と
解
釈
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
た
し
か
に
次
の
よ
う
な
文
章
も
あ
り

ま
す
か
ら
、『
国
体
の
本
義
』
の
現
御
神
観
は
や
や
複
雑
で
す
。 

 

「
天
皇
は
、
外
国
の
所
謂
元
首
・
君
主
・
主
権
者
・
統
治
権
者
た
る
に
止
ま
ら
せ
ら
れ
る
御
方
で
は
な
く
、

現
御
神
と
し
て
肇
国
以
来
の
大
義
に
随
つ
て
、
こ
の
国
を
し
ろ
し
め
し
給
ふ
の
で
あ
つ
て
、
第
三
条
に
「
天

皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
昭
示
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
同
、
一
三
三
頁
） 

  

し
か
し
こ
の
帝
国
憲
法
第
三
条
は
、
い
わ
ゆ
る
天
皇
無
答
責
条
項
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
衆
議
院
の
憲

法
調
査
会
に
よ
る
資
料
に
は
、
帝
国
憲
法
の
ほ
か
、
デ
ン
マ
ー
ク
・
ベ
ル
ギ
ー
・
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
八
か
国

の
、
国
王
の
「
無
答
責
」
や
「
不
可
侵
」
規
定
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
内
閣
や
大
臣
が
そ
の
責
を
負
う
、

と
い
う
こ
と
で
す
（
問
）。
ご
く
一
般
的
な
こ
と
で
す
し
、
こ
れ
で
天
皇
＝
現
御
神
の
根
拠
に
は
な
り
得
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
第
三
回
で
お
話
し
し
た
、
国
典
の
「
現
御
神
止
」
に
一
言
も
触
れ
て
い
な
い



の
が
、
天
皇=

現
御
神
と
誤
解
し
た
証
拠
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。 

 
さ
ら
に
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
に
は
致
命
的
な
誤
解
と
思
わ
れ
る
文
章
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
我
等
が
世
界
に
貢
献
す
る
こ
と
は
、
た
ゞ
日
本
人
た
る
の
道
を
弥
々
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
な

さ
れ
る
。
国
民
は
、
国
家
の
大
本
と
し
て
の
不
易
な
国
体
と
、
古
今
に
一
貫
し
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る

皇
国
の
道
と
に
よ
つ
て
、
維
れ
新
た
な
る
日
本
を
益
々
生
成
発
展
せ
し
め
、
以
て
弥
々
天
壌
無
窮
の
皇
運

を
扶
翼
し
奉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
、
我
等
国
民
の
使
命
で
あ
る
」（
同
、
一
五
六
頁
） 

  

こ
の
「
古
今
に
一
貫
し
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
皇
国
の
道
」
の
「
中
外
」
は
、
教
育
勅
語
の
そ
れ
を

誤
解
し
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。「
世
界
」
と
教
育
勅
語
の
「
中
外
」
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

第
二
回
で
お
話
し
し
た
と
お
り
で
す
。
整
理
を
す
る
と
、
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
は
「
即
位
の
宣
命
」

と
教
育
勅
語
を
曲
解
し
て
綴
ら
れ
た
文
章
、
そ
う
断
言
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

 

（
支
那
事
変
か
ら
三
国
同
盟
ま
で
） 

 

さ
て
昭
和
十
二
年
の
七
月
、
支
那
事
変
が
起
こ
り
ま
す
。 

「
私
は
威
嚇
す
る
と
同
時
に
平
和
論
を
出
せ
と
云
ふ
事
を
、
常
に
云
っ
て
ゐ
た
が
、
参
謀
本
部
は
之
に
賛

成
す
る
が
、
陸
軍
省
は
反
対
す
る
。
多
分
軍
務
局
で
あ
ら
う
。
妥
協
の
機
会
を
こ
こ
で
も
取
り
逃
が
し
た
」

（『
独
白
録
』
三
七
頁
） 

 

先
ほ
ど
昭
和
五
年
の
と
こ
ろ
で
、
統
帥
権
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
読
む
と
現
実
に
統
帥

権
を
行
使
し
て
い
た
の
が
誰
だ
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
あ
と
、
日
支
関
係
が
泥
沼
化

し
た
こ
と
は
、
歴
史
の
示
す
通
り
で
す
。 

 

そ
し
て
三
国
同
盟
で
す
。 

「
又
こ
の
問
題
に
付
て
は
私
は
陸
軍
大
臣
と
も
衝
突
し
た
。
私
は
板
垣
に
、
同
盟
論
は
撤
回
せ
よ
と
云
っ

た
処
、
彼
は
そ
れ
で
は
辞
表
を
出
す
と
云
ふ
、
彼
が
ゐ
な
く
な
る
と
益
々
陸
軍
の
統
制
が
と
れ
な
く
な
る

の
で
遂
に
そ
の
儘
と
な
っ
た
」（
同
、
四
三
頁
） 

 

三
国
同
盟
は
当
初
、
反
英
米
か
つ
反
ソ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
の
ち
に
独
ソ
不
可
侵
条
約
が

締
結
さ
れ
て
、
反
英
米
か
つ
親
ソ
に
な
り
ま
し
た
。
平
沼
騏
一
郎
総
理
大
臣
が
「
欧
洲
の
天
地
は
複
雑
怪

奇
」
と
い
う
声
明
を
残
し
て
退
陣
し
た
の
は
、
こ
う
い
っ
た
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

帝
国
憲
法
に
お
い
て
、
条
約
の
締
結
は
天
皇
の
大
権
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
陸
軍
は
こ
こ
で
も
憲
法
か

ら
逸
脱
し
た
姿
勢
を
と
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

  

昭
和
十
三
年
、
近
衛
内
閣
は
「
国
民
政
府
を
対
手
と
せ
ず
」
と
し
て
い
わ
ゆ
る
泥
沼
の
「
日
中
戦
争
」

に
の
め
り
込
ん
で
行
き
ま
す
。
そ
し
て
翌
十
四
年
に
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
。
昭
和
十
五
年
に
は
第
二
次
近

衛
内
閣
で
「
基
本
国
策
要
項
」。
そ
れ
は
「
皇
国
ノ
国
是
ハ
八
紘
ヲ
一
宇
ト
ス
ル
肇
国
ノ
大
精
神
ニ
基
キ
世

界
平
和
ノ
確
立
ヲ
招
来
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
根
本
ト
シ
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
第
一
回
で
述
べ
ま
し
た
が
、

教
育
勅
語
「
中
外
」
の
曲
解
が
エ
ン
ジ
ン
と
な
っ
て
、「
八
紘
一
宇
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
原
文
と
は
異
な



っ
た
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。 

 
こ
の
「
基
本
国
策
要
項
」
の
年
に
日
独
尹
三
国
同
盟
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
翌
年
に
締
結

し
た
日
ソ
中
立
条
約
を
考
え
ま
す
と
、
さ
っ
き
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
締
結
さ
れ
た
三
国
同
盟
は
「
反
英

米
・
親
ソ
」
が
確
認
で
き
る
と
思
い
ま
す
。 

『
独
白
録
』
を
も
う
一
度
見
て
み
ま
す
。「
米
内
内
閣
と
陸
軍
」
で
す
。 

「
日
独
同
盟
論
を
抑
へ
る
意
味
で
米
内
を
総
理
大
臣
に
任
命
し
た
」（『
独
白
録
』、
四
九
頁
） 

 

し
か
し
陸
海
軍
間
の
問
題
か
ら
、
米
内
内
閣
は
倒
さ
れ
ま
し
た
。
畑
俊
六
陸
相
が
陸
軍
の
総
意
か
ら
辞

表
を
提
出
し
、
そ
の
後
、
軍
部
大
臣
現
役
制
に
お
い
て
陸
軍
が
大
臣
を
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
軍
人

が
政
治
に
深
く
関
与
す
る
と
こ
う
な
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
と
な
り
ま
し
た
。 

「
三
国
同
盟
は
十
五
年
九
月
に
成
立
し
た
が
、
そ
の
后
十
六
年
十
二
月
、
日
米
開
戦
后
出
来
た
三
国
単
独

不
講
和
確
約
は
結
果
か
ら
見
れ
ば
終
始
日
本
に
害
を
な
し
た
と
思
ふ
」（
同
、
五
三
頁
） 

 

こ
の
日
独
伊
単
独
不
講
和
協
定
は
日
米
開
戦
の
三
日
後
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
一
日
に
締
結
さ
れ
た

も
の
で
す
が
、
ホ
ン
ト
に
害
だ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
歴
史
に
明
ら
か
で
す
。
ま
た
三
国
同
盟
に
つ
い

て
は
、
陸
軍
の
み
な
ら
ず
、
結
果
と
し
て
及
川
古
志
郎
海
軍
大
臣
も
賛
成
し
ま
し
た
（
同
、
五
一
頁
）
。 

 

（
南
部
仏
印
進
駐
と
対
米
開
戦
） 

 

そ
し
て
昭
和
十
六
年
の
南
部
仏
印
進
駐
で
対
米
開
戦
は
ほ
ぼ
確
実
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
十
六
年
七
月

三
十
日
の
新
聞
に
よ
れ
ば
日
仏
共
同
防
衛
議
定
書
に
調
印
と
あ
り
ま
す
。
二
十
九
日
に
在
ヴ
ィ
シ
ー
加
藤

外
松
駐
仏
大
使
と
ダ
ル
ラ
ン
仏
副
首
相
兼
外
相
と
の
間
で
署
名
捺
印
・
即
日
発
効
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

議
定
書
の
調
印
に
は
、
独
仏
の
事
情
も
関
係
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。 

 

我
が
国
の
南
部
仏
印
進
駐
か
ら
対
日
経
済
封
鎖
と
な
っ
て
、
結
局
は
対
米
戦
争
、
連
合
国
と
の
戦
争
に

至
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
欧
米
諸
国
を
ア
ジ
ア
か
ら
追
い
出
し
、
日
本
が
そ
の
盟
主
足
ら
ん

と
す
る
戦
略
で
す
か
ら
、
大
戦
争
と
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
う
し
て
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
、
対
米
開
戦
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
も
っ
と
も
多
く
石
油
を
輸

入
し
て
い
た
米
国
を
敵
と
す
る
の
で
す
か
ら
、
あ
と
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
通
り
で
す
。 

 

（
昭
和
戦
前
と
帝
国
憲
法
） 

 

さ
て
、
昭
和
戦
前
の
政
治
的
出
来
事
と
帝
国
憲
法
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず

統
帥
権
干
犯
論
は
帝
国
憲
法
を
逸
脱
し
た
も
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
に
反
対

し
て
起
こ
し
た
五
・
一
五
事
件
も
、
や
は
り
帝
国
憲
法
の
逸
脱
で
す
。 

 

天
皇
機
関
説
排
撃
と
二
・
二
六
事
件
も
帝
国
憲
法
に
反
す
る
事
件
で
す
。
さ
ら
に
、
天
皇
現
御
神
論
の

文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
も
同
様
で
す
。
天
皇
現
御
神
論
は
帝
国
憲
法
に
あ
り
ま
せ
ん
。『
国
体
の
本
義
』

に
は
こ
の
ほ
か
、
天
皇
御
親
政
論
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
表
現
は
や
や
あ
い
ま
い
で
す
が
、
天
皇
制
絶
対

主
義
と
い
う
意
味
の
天
皇
御
親
政
論
は
帝
国
憲
法
に
あ
り
ま
せ
ん
。
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
は
少
な
く

と
も
天
皇
現
御
神
論
と
天
皇
御
親
政
論
で
帝
国
憲
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
ま
し
た
。 

 

い
ま
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
統
帥
権
干
犯
論
・
五
・
一
五
事
件
、
天
皇
機
関
説
排
撃
と
二
・
二
六
事



件
、
そ
し
て
国
体
明
徴
運
動
と
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
は
帝
国
憲
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
、
こ
う
言
っ

て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
昭
和
戦
前
は
帝
国
憲
法
蹂
躙
の
時
代
だ
っ
た
と
考
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
一
連
の
事
柄
の
総
集
編
と
も
い
う
べ
き
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
の
内
容

で
す
。 

 

米
国
で
も
そ
う
で
す
が
、
我
が
国
の
論
者
も
「
教
育
勅
語
の
再
解
釈
」
が
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
だ

と
考
え
て
き
ま
し
た
。
帝
国
憲
法
と
教
育
勅
語
に
は
井
上
毅
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
も
そ
の
理
由
で
す
が
、

こ
の
二
つ
は
順
接
の
関
係
で
す
。
い
ず
れ
に
も
天
皇
現
御
神
論
や
天
皇
御
親
政
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
統
帥
権
干
犯
論
・
五
・
一
五
事
件
、
天
皇
機
関
説
排
撃
と
二
・
二
六
事
件
、
そ
し
て
国
体
明
徴
運
動
と

文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
と
は
逆
説
の
関
係
で
す
（
問
３
）。
我
が
国
の
昭
和
戦
前
や
被
占
領
期
を
考
え
る

上
で
、
こ
れ
は
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
皇
国
史
観
と
は
、
こ
の
天
皇
現
御
神

論
と
天
皇
御
親
政
論
を
基
礎
と
す
る
思
想
、
こ
う
考
え
て
妥
当
か
と
思
い
ま
す
。 

 

（
昭
和
精
神
史
の
核
心
） 

 

終
戦
か
ら
今
日
ま
で
、
我
が
国
で
は
昭
和
戦
前
の
精
神
史
を
客
観
的
に
検
証
し
て
こ
な
か
っ
た
、
あ
る

い
は
検
証
し
て
有
効
な
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
影
響
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

た
と
え
ば
第
三
回
で
お
話
し
し
た
「
人
間
宣
言
」
に
つ
い
て
で
す
。「
人
間
宣
言
」
か
ら
、
戦
前
の
天
皇

は
「
神
」
だ
っ
た
と
す
る
謬
論
が
未
だ
に
無
く
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
誤
っ
た
認
識
に
つ
い
て
、
国
典
を
、

つ
ま
り
「
即
位
の
宣
命
」
を
曲
解
し
た
こ
と
が
原
因
だ
と
す
る
昭
和
史
分
析
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

ま
た
教
育
勅
語
「
中
外
」
の
曲
解
で
す
。
こ
れ
が
エ
ン
ジ
ン
と
な
っ
て
八
紘
一
宇
は
「
世
界
統
一
」
と

な
り
、「
皇
道
を
四
海
に
宣
布
」
ま
で
発
展
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
米
国
な
ど
が
日
本
の
「
世
界
征
服
思
想
」

と
断
定
す
る
根
拠
に
ま
で
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
未
だ
に
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
第
二
回
「
靖
国

神
社
と
教
育
勅
語
」
で
お
話
し
し
た
通
り
、
靖
国
神
社
問
題
は
教
育
勅
語
の
解
釈
問
題
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
道
指
令
に
あ
る
国
家
神
道
は
教
育
勅
語
の
曲
解
が
基
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
は
昭
和
の
精
神
史
を
語
っ
て
、「
統
帥
権
的
天
皇
制
」
「
機
関
説
的
天
皇
制
」
あ
る
い
は
「
顕

教
」「
密
教
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
表
現
も
そ
れ
な
り
の
説
得
力
は
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
国
家
体
制
を
、
文
学
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
表
現
し
た

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
昭
和
の
精
神
史
に
特
徴
的
な
い
く
つ
か
の
表
現
。
そ
れ
ら
の

生
成
過
程
や
普
及
の
推
進
力
は
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
歴
史
的
検
証
の
可
能
な
、
客
観
的
で
根
拠
の
あ

る
分
析
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

た
と
え
ば
戦
前
戦
中
は
「
神
憑
り
的
表
現
」
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
そ
の
表
現
は
ど
こ

か
ら
の
も
の
か
。
昭
和
戦
前
に
な
っ
て
新
た
に
「
神
憑
り
的
語
句
」
が
造
語
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

「
畏
く
も
日
本
天
皇
は
、
皇
祖
皇
宗
の
大
詔
に
明
な
る
如
く
、
養
正
（
正
義
）
、
重
暉
（
ち
ょ
う
き
）
（
明

智
）、
積
慶
（
せ
っ
け
い
）（
仁
慈
）
を
三
綱
と
す
る
、
八
紘
一
宇
の
文
字
に
よ
り
表
現
せ
ら
る
る
皇
謨
（
こ

う
ぼ
）
に
基
き
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
類
は
其
の
分
に
従
ひ
、
其
の
郷
土
に
於
て
、
そ
の
生
を
享
有
せ



し
め
、
以
て
恒
久
的
世
界
平
和
の
確
立
を
唯
一
念
願
さ
ら
る
る
に
外
な
ら
ず
」 

 
こ
れ
は
靖
国
神
社
の
遊
就
館
に
あ
る
、
市
丸
海
軍
少
将
に
よ
る
「
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
与
ふ
る
書
」
で
す
。 

市
丸
少
将
は
「
八
紘
一
宇
」
を
造
語
し
た
と
い
わ
れ
る
田
中
智
学
の
国
柱
会
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
実

は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
、
田
中
智
学
『
明
治
天
皇
勅
教
も
の
が
た
り
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
問
４
）。

そ
し
て
「
養
正
」
以
下
は
『
日
本
書
紀
』「
神
武
天
皇
紀
」
に
あ
る
も
の
で
す
。
こ
の
『
明
治
天
皇
勅
教
も

の
が
た
り
』
に
あ
る
「
中
外
」
の
解
説
も
誤
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
八
紘
一
宇
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
、
以
上

の
よ
う
な
文
章
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

  

昭
和
戦
前
か
ら
被
占
領
期
の
我
が
国
は
、
詔
勅
の
曲
解
を
度
外
視
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
日
本
国
憲
法
の
せ
い
か
、
詔
勅
を
研
究
す
る
人
は
今
や
稀
に
な
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
教
育
勅
語

の
「
樹
徳
深
厚
」
と
「
中
外
」
の
曲
解
を
分
析
し
た
の
は
、
拙
著
が
は
じ
め
て
か
と
思
い
ま
す
。
拙
著
の

出
版
ま
で
、
す
で
に
教
育
勅
語
が
渙
発
さ
れ
て
か
ら
一
世
紀
以
上
が
経
っ
て
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
今

日
で
も
、
教
育
勅
語
の
曲
解
で
明
治
天
皇
を
貶
め
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
宣
言
」
で
昭
和
天
皇
を
誤
解
し
て

い
ま
す
。
昭
和
戦
前
と
帝
国
憲
法
を
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』
か
ら
振
り
返
っ
て
み
た
の
は
、
そ
の
見
直
し

を
願
っ
て
の
こ
と
か
ら
で
す
。 

  

【
質
疑
応
答
】 

 

問
１ 

そ
も
そ
も
統
帥
権
干
犯
論
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。 

回
答 

ま
ず
、
帝
国
憲
法
の
関
連
条
文
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

第
十
一
条 

天
皇
ハ
陸
海
軍
ヲ
統
帥
ス 

第
十
二
条 

天
皇
ハ
陸
海
軍
ノ
編
制
及
常
備
兵
額
ヲ
定
ム 

第
十
三
条 

天
皇
ハ
戦
ヲ
宣
シ
和
ヲ
講
シ
及
諸
般
ノ
条
約
ヲ
締
結
ス 

 

こ
の
第
十
一
条
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
文
『
憲
法
義
解
』
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
、 

「
天
武
天
皇
兵
政
官
長
（
つ
は
も
の
の
つ
か
さ
の
か
み
）
を
置
き
、
文
武
天
皇
大
に
軍
令
を
修
め
、
三
軍

を
総
ぶ
る
ご
と
に
大
将
軍
一
人
あ
り
。
大
将
の
出
征
に
は
必
節
刀
を
授
く
。
兵
馬
の
権
は
仍
朝
廷
に
在
り
。

其
の
後
兵
柄
（
へ
い
へ
い
）
一
た
び
武
門
に
帰
し
て
政
綱
従
て
衰
へ
た
り
」 

 

明
治
維
新
が
あ
っ
て
西
南
の
役
が
あ
り
ま
し
た
。
帝
国
憲
法
の
施
行
は
そ
の
わ
ず
か
十
数
年
後
で
す
。

軍
隊
と
い
う
も
の
の
統
帥
権
が
天
皇
に
な
け
れ
ば
、
何
が
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
帝
国
憲
法
が
制
定

さ
れ
た
時
代
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
こ
の
第
十
一
条
は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
昭
和
十
一
年

の
二
・
二
六
事
件
。
こ
れ
を
統
帥
大
権
を
も
つ
昭
和
天
皇
が
鎮
圧
さ
れ
た
事
実
も
、
た
い
へ
ん
重
要
で
す
。 

  

美
濃
部
達
吉
は
こ
の
第
十
二
条
に
つ
い
て
、「
本
条
の
大
権
は
統
帥
権
の
外
に
在
る
」（『
逐
条 

憲
法
精
義
』

二
六
二
頁
）
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
「
但
し
内
部
的
編
成
に
付
い
て
は
軍
令
を
以
て
定
め
得
べ
き
こ
と
は
前



条
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
」（
同
）
と
付
け
加
え
て
い
ま
す
。
美
濃
部
達
吉
は
『
憲
法
撮
要
』
に
お
い
て
も

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 

「
陸
海
軍
は
国
家
の
設
く
る
施
設
に
し
て
、
国
家
が
幾
何
の
兵
力
量
を
必
要
と
す
る
か
、
如
何
に
之
を
編

成
す
る
か
は
、
外
交
、
財
政
、
内
治
の
総
て
の
点
を
考
慮
し
て
国
家
の
決
す
べ
き
所
に
係
り
、
陸
海
軍
自

身
に
於
て
自
ら
決
す
べ
き
所
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。 

（
中
略
） 

 

軍
の
編
成
に
付
て
も
経
費
の
支
出
を
要
す
る
限
度
に
於
て
は
予
算
を
以
て
議
会
の
協
賛
を
得
る
こ
と
を

要
す
る
は
官
制
に
於
け
る
と
同
じ
」（
二
三
一
頁
） 

 

こ
の
第
十
一
条
と
第
十
二
条
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
美
濃
部
の
見
解
が
妥

当
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の
件
に
関
し
、
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成
立
史 

下
』
に
は
義
解
稿

本
と
い
う
も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
兵
制
は
元
首
の
執
る
所
の
特
別
の
大
権
た
り
但
し
其
の
需
要
に
於
け
る
予
算
の
方
法
及
大
臣
の
責
任
は

固
よ
り
他
の
行
政
の
事
務
に
例
し
異
な
る
こ
と
な
か
る
べ
き
な
り
」（
八
三
四
頁
） 

 

や
は
り
美
濃
部
の
説
明
と
同
じ
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。 

  

さ
ら
に
第
十
三
条
に
つ
い
て
は
、『
憲
法
義
解
』
に
こ
う
あ
り
ま
す
。 

「
今
日
国
際
法
に
於
て
、
慶
弔
の
親
書
を
除
く
外
、
各
国
交
際
条
約
の
事
総
て
皆
執
政
大
臣
を
経
由
す
る

は
列
国
の
是
認
す
る
所
な
り
。
本
条
の
掲
ぐ
る
所
は
専
ら
議
会
の
関
渉
に
由
ら
ず
し
て
天
皇
其
の
大
臣
の

輔
翼
に
依
り
外
交
事
務
を
行
ふ
を
謂
ふ
な
り
」 

 

こ
れ
ら
か
ら
し
て
も
、
や
は
り
統
帥
権
干
犯
論
は
帝
国
憲
法
の
曲
解
、
そ
う
判
断
し
て
よ
い
と
思
い
ま

す
。 

 

問
２-

ａ 

帝
国
憲
法
は
天
皇
機
関
説
だ
っ
た
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
根
拠
か
ら
で
す
か
。 

回
答 

天
皇
機
関
説
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
国
家
法
人
説
に
基
づ
く
も
の
で
、
君
主
は
国
家
の
外
か
内
か

と
い
う
問
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。
帝
国
憲
法
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
な
ど
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
伊
藤
博
文
の
考
え
方
を
示
す
次
の
文
章
に
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
す
。 

 

 

尾
佐
竹
猛
『
日
本
憲
政
史
の
研
究
』（
一
元
社
、
昭
和
十
八
年
、
三
二
一
頁
） 

 

「
『
伊
藤
博
文
秘
書
類
纂
』
「
法
制
」
の
部
に
左
の
資
料
が
採
録
せ
ら
れ
て
居
る
。
そ
れ
は
「
君
主
及
ヒ
国

会
ノ
法
律
上
ノ
地
位
」
と
題
す
る
一
篇
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伊
藤
が
欧
羅
巴
で
聴
い
た
講
義
の
一
部
だ
る

か
、
ま
た
は
ロ
エ
ス
エ
ル
な
ど
の
意
見
で
あ
ら
う
。 

 

「
「
現
時
の
国
法
に
於
て
は
君
主
は
国
家
の
上
に
位
せ
す
国
家
の
中
に
位
し
君
主
は
国
家
の
統
御
者
に
あ

ら
す
し
て
国
家
の
機
関
と
な
れ
り
（
１
）
君
主
は
国
家
の
機
関
に
し
て
国
家
の
為
め
に
活
動
す
べ
し
と
の

思
想
は
既
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
有
名
な
る
「
君
主
は
人
民
を
支
配
す
る
所
の
専
制
君
主
に
あ
ら
す
国

家
の
最
高
機
関
た
り
」
と
の
語
に
於
て
発
表
せ
ら
れ
た
り
而
し
て
君
主
は
国
家
に
於
て
卓
越
の
地
位
を
有

し
且
つ
国
権
を
掌
握
せ
り
凡
そ
君
主
の
有
す
る
権
利
は
国
有
の
特
権
な
り
又
君
主
は
万
般
の
国
権
を
一
身



に
総
攬
す
此
原
則
は
旧
独
逸
連
邦
の
法
律
に
於
て
明
言
せ
ら
れ
又
此
法
律
に
基
き
て
起
り
た
る
独
逸
法
の

大
部
に
於
て
之
を
明
言
せ
り
」（
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
） 

 

（
中
略
） 

 

こ
の
説
は
ど
の
程
度
迄
伊
藤
の
頭
に
這
入
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
兎
も
角
、
機
関
説
輸
入
の
最
も
早

き
一
人
と
し
て
伊
藤
を
数
ふ
る
こ
と
が
出
来
る
。」 

 

  

帝
国
憲
法
の
解
説
書
で
あ
る
伊
藤
博
文
『
憲
法
義
解
』
に
は
、
機
関
と
い
う
用
語
が
少
な
く
と
も
十
回

は
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
帝
国
憲
法
第
四
条
「
天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲

法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
」
な
ど
を
、
天
皇
機
関
説
の
表
現
と
と
ら
え
て
問
題
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

問
２-

ｂ 

統
帥
権
干
犯
論
は
帝
国
憲
法
に
反
す
る
も
の
だ
っ
た
。
加
え
て
憲
法
は
天
皇
機
関
説
だ
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
を
排
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

そ
の
あ
た
り
は
も
っ
と
研
究
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
有
効
な
成
果
は
ま
だ
見
当

た
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
金
子
堅
太
郎
で
す
。
彼
は
帝
国
憲
法
の
草
案
作
成
に
加
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
英

国
の
保
守
主
義
者
・
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
を
『
政
治
論
略
』
で
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
八
木

秀
次
『
明
治
憲
法
の
思
想
』
な
ど
は
、
「
明
治
の
バ
ー
ク
・
金
子
堅
太
郎
」（
一
二
〇
頁
）
と
記
し
て
高
く
評

価
し
て
い
ま
す
。 

 

た
し
か
に
明
治
の
金
子
堅
太
郎
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
第
二
回
の
「
靖
国
神
社
と
教
育
勅

語
」
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
彼
は
教
育
勅
語
を
誤
っ
て
解
釈
し
ま
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
な
る
問
題
は
統
帥

権
干
犯
問
題
と
天
皇
機
関
説
問
題
に
お
け
る
彼
の
姿
勢
で
す
。 

 

金
子
堅
太
郎
「
統
帥
権
と
帷
幄
上
奏
」（『
現
代
史
資
料
５
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
五
、
八
一
七
頁
） 

「
憲
法
第
十
一
条
は
大
元
帥
と
し
て
陸
海
の
軍
を
統
帥
す
る
も
の
に
し
て
同
第
十
二
条
は
天
皇
は
陸
海
軍

の
編
制
及
び
常
備
兵
額
を
定
む
と
あ
れ
ど
も
是
は
国
務
に
し
て
政
府
に
於
て
定
む
べ
き
も
の
と
の
説
に
左

右
せ
ら
れ
た
る
が
如
し
是
れ
全
く
憲
法
の
精
神
を
誤
解
し
た
る
よ
り
生
じ
た
る
議
論
な
り
」 

  

こ
の
金
子
の
昭
和
五
年
に
お
け
る
見
解
は
、
先
ほ
ど
ご
説
明
し
た
「
義
解
稿
本
」
の
「
兵
制
は
元
首
の

執
る
所
の
特
別
の
大
権
た
り
但
し
其
の
需
要
に
於
け
る
予
算
の
方
法
及
大
臣
の
責
任
は
固
よ
り
他
の
行
政

の
事
務
に
例
し
異
な
る
こ
と
な
か
る
べ
き
な
り
」
と
明
ら
か
に
異
な
り
ま
す
。
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成

立
史 

下
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
明
治
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
審
会
議
に
提
出
さ

れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
井
上
毅
の
見
解
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
而
し
て
其
の
規
定
及
従
来
の
慣
例
に
依
れ
ば
兵
力
量
に
関
す
る
件
は
部
長
の
帷
幄
上
奏
に
依
り
陛
下
の

御
親
裁
あ
り
た
る
後
内
閣
総
理
大
臣
に
御
沙
汰
あ
り
て
政
府
に
於
て
決
定
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」

（
同
八
二
〇
頁
） 

 



 
こ
の
考
え
方
で
は
、
軍
令
部
長
が
す
べ
て
を
牛
耳
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
天
皇
不
親
政

が
重
な
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
軍
部
の
権
限
に
制
限
は
な
く
な
り
、
憲
法
の
理
念
で
あ
る
立
憲
君
主
制
は
実
現

で
き
ま
せ
ん
。 

 

さ
て
、
天
皇
機
関
説
排
撃
に
お
け
る
金
子
堅
太
郎
で
す
。「
天
皇
機
関
説
排
撃
」（『
金
子
堅
太
郎
自
叙
伝
』
第

二
集
）
か
ら
引
用
し
ま
す
。 

 

「
余
は
政
府
の
当
局
者
に
対
し
、
勅
令
を
以
て
確
定
し
た
る
大
学
令
第
一
条
帝
国
大
学
は
国
家
須
要
の
学

術
を
教
授
云
々
の
明
文
を
示
し
、
天
皇
機
関
説
を
承
認
せ
ば
警
察
官
も
或
る
意
味
に
於
て
国
家
の
機
関
で

あ
る
故
に
天
皇
と
警
察
官
と
を
同
一
視
あ
る
の
嫌
あ
る
に
あ
ら
ず
や
、
然
ら
ば
天
皇
機
関
説
は
日
本
の
国

家
に
須
要
な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
天
皇
の
大
権
を
干
犯
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
是
れ
明
ら
か
に
日
本

の
国
体
に
背
き
皇
室
の
尊
厳
を
汚
し
奉
る
も
の
で
あ
る
」（
二
一
二
頁
） 

  

こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
憲
法
義
解
』
と
は
異
な
る
見
解
で
す
。
金
子
堅
太
郎
が
こ
の
見
解
で

あ
っ
た
こ
と
自
体
は
、
個
人
の
考
え
方
で
あ
り
、
金
子
に
お
け
る
帝
国
憲
法
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
、
た

だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
昭
和
十
年
四
月
一
日
、
金
子
堅
太
郎
は
加
藤
大
将
、
海
軍
軍
縮
に
反
対
し
結
果
と
し
て
軍
令
部

長
を
辞
任
し
た
加
藤
寛
治
で
す
ね
、
彼
に
「
天
皇
機
関
説
に
付
愚
見
概
略
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。「
天
皇

機
関
説
に
陥
り
た
る
原
因
は
二
ツ
あ
り
」
か
ら
は
じ
ま
る
天
皇
機
関
説
排
撃
論
で
す
。 

 

重
要
な
こ
と
は
、
同
じ
よ
う
な
意
見
書
を
岡
田
啓
介
首
相
・
松
田
源
治
文
相
に
「
意
見
書
」
と
し
て
手

渡
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
内
容
が
「（
天
皇
機
関
説
は
）
日
本
憲
法
に
背
反
し
、
国
体
を
根
本
よ
り
顛

覆
す
る
も
の
な
れ
は
な
り
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
飯
田
直
輝
「
金
子
堅
太
郎
と
国
体
明
徴
問
題
」（『
書
陵
部

紀
要
』
第
六
〇
号
二
二
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
「
七
日
に
は
同
様
の
「
意
見
書
」
を
林
銑
十
郎
陸
相
・
大
角
岑
生
海
相
・
真
崎
甚
三
郎
教
育
総

監
に
も
送
付
し
た
」（
同
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
天
皇
機
関
説
を
排
撃
す
る
「
運
動
」
を
し
て
い
た
こ

と
を
み
れ
ば
、
昭
和
の
金
子
堅
太
郎
は
、
ま
さ
し
く
大
罪
を
犯
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。 

 

統
帥
権
干
犯
論
や
天
皇
機
関
説
排
撃
へ
の
批
判
も
、
む
ろ
ん
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
言
論
は

僅
か
な
も
の
に
留
ま
り
ま
し
た
。
天
皇
機
関
説
排
撃
か
ら
国
体
明
徴
運
動
が
盛
ん
に
な
り
、
岡
田
首
相
は

昭
和
十
年
八
月
と
十
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
「
国
体
明
徴
に
関
す
る
政
府
声
明
」
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
と
な
り
ま
し
た
。
政
府
と
し
て
公
け
に
天
皇
機
関
説
の
排
撃
を
表
明
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
流
れ
を
考
え
ま
す
と
、
明
治
憲
法
の
起
草
に
参
加
し
、
日
露
戦
争
の
講
和
に
功
の
あ
っ
た
金
子
堅

太
郎
で
す
が
、
昭
和
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
帳
消
し
に
し
て
余
り
あ
る
負
の
遺
産
を
残
し
た
と
思
い
ま

す
。
こ
う
い
っ
た
金
子
の
言
動
な
ど
が
、
天
皇
機
関
説
排
撃
を
推
進
す
る
力
に
な
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。 

  

参
考
ま
で
に
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
四
巻
か
ら
引
用
し
ま
す
。
こ
れ
は
西
園
寺
公
望
の
秘
書
だ
っ
た



原
田
熊
雄
が
そ
の
談
話
を
記
し
た
も
の
で
す
が
、
金
子
堅
太
郎
に
た
い
す
る
西
園
寺
の
評
価
は
、
事
実
か

ら
し
て
や
は
り
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

「
一
体
、
金
子
と
か
伊
東
巳
代
治
と
か
い
ふ
連
中
は
、
憲
法
制
定
の
場
合
に
直
接
枢
機
に
参
し
た
者
で
は

な
い
。
た
だ
憲
法
取
調
に
洋
行
し
た
時
に
独
墺
の
学
者
の
講
義
に
つ
い
て
通
訳
の
任
に
当
っ
た
の
は
、
巳

代
治
一
人
の
功
と
い
っ
て
も
よ
い
。
金
子
の
如
き
は
、
た
だ
英
語
を
よ
く
す
る
者
が
他
に
い
な
か
っ
た
た

め
に
、
い
ろ
い
ろ
参
考
に
英
書
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ぐ
ら
ゐ
の
こ
と
で
、
憲
法
の
制
定
の
時
に
本
当
の
意

味
に
お
い
て
働
か
れ
た
功
労
者
は
、
井
上
毅
の
如
き
人
で
、
或
は
フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
或
は
ド

イ
ツ
の
グ
ナ
イ
ス
ト
、
こ
の
三
人
が
主
に
な
っ
て
や
っ
た
の
で
あ
る
」（
二
六
〇
頁
） 

 

ま
た
、
金
子
堅
太
郎
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
沼
騏
一
郎
な
ど
も
そ
う
で
し
た
。 

『
平
沼
騏
一
郎
』（
歴
代
総
理
大
臣
伝
記
叢
書
２
６ 
ゆ
ま
に
書
房 

三
四
頁
）
か
ら
引
用
し
ま
す
。 

 

「
上
杉
慎
吉
と
美
濃
部
達
吉
と
大
い
に
議
論
を
闘
は
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
美
濃
部
が
勝
っ
た
。

天
皇
機
関
説
で
あ
る
が
、
当
時
は
誰
も
怪
し
ま
な
か
っ
た
。
当
時
上
杉
の
説
は
穂
積
八
束
の
説
を
祖
述
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
美
濃
部
は
判
っ
て
ゐ
な
い
。
西
洋
流
で
勝
っ
た
に
過
ぎ
ぬ
」 

  

こ
れ
は
、
帝
国
憲
法
が
そ
も
そ
も
天
皇
機
関
説
を
基
礎
に
し
て
い
た
こ
と
を
無
視
す
る
見
解
で
あ
る
、

そ
う
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。『
憲
法
義
解
』
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
機
関
」
と
い
う
言
葉
を
見
れ

ば
、
そ
の
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
る
は
ず
で
す
。 

 

こ
の
件
に
関
し
て
、
山
縣
有
朋
が
平
沼
騏
一
郎
に
使
い
を
し
た
こ
と
が
、
こ
の
あ
と
に
続
い
て
い
ま
す
。 

 

「
山
縣
公
も
、
平
沼
の
言
ふ
通
り
だ
。
誠
に
天
皇
機
関
説
は
怪
し
か
ら
ぬ
、
自
分
も
そ
れ
で
安
心
し
た
と

言
っ
て
居
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
」 

「
元
老
は
天
皇
機
関
説
な
ど
言
下
に
叱
り
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
ど
う
云
ふ
わ
け
で
疑
を
抱
か
れ
た
の
で

あ
ら
う
か
。
斯
様
に
元
老
と
雖
も
明
ら
か
な
認
識
を
持
っ
て
居
ら
れ
な
か
っ
た
」 

  

つ
ま
り
平
沼
騏
一
郎
も
山
縣
有
朋
も
、
結
局
は
天
皇
機
関
説
に
反
対
で
し
た
。
こ
れ
は
昭
和
十
七
年
三

月
三
日
に
口
述
筆
記
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
山
縣
有
朋
は
す
で
に
大
正
十
一
年
に
他
界
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
平
沼
は
、
昭
和
十
五
年
に
締
結
さ
れ
た
日
独
伊
三
国
同
盟
の
前
年
、
総
理
大
臣
で
し
た
。 

 

要
す
る
に
、
昭
和
戦
前
に
お
け
る
国
家
の
要
人
が
、
帝
国
憲
法
に
反
す
る
天
皇
機
関
説
排
撃
論
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
事
実
で
す
。
帝
国
憲
法
を
正
し
く
解
釈
し
て
い
た
人
た
ち
は
、
テ
ロ
に
斃
れ
ま
し
た
。
く

ど
い
よ
う
で
す
が
、
昭
和
戦
前
を
帝
国
憲
法
蹂
躙
の
時
代
、
そ
う
称
す
る
意
味
を
、
解
っ
て
い
た
だ
け
る

と
思
い
ま
す
。 

 

問
３
―
ａ 

昭
和
戦
前
お
け
る
一
連
の
事
柄
を
、
大
枠
で
整
理
す
る
と
ど
う
な
り
ま
す
か
。 

回
答 

で
は
大
胆
に
、
単
純
化
し
て
み
ま
す
。 



帝
国
憲
法
・
教
育
勅
語 

 

 
 
 
 
 
≠

 
 

「
天
皇
＝
現
御
神
論
」「
天
皇
親
政
論
」 

 

 
 
 
 
 

＝ 
 

統
帥
権
干
犯
論
・
五
・
一
五
事
件 

天
皇
機
関
説
排
撃
・
国
体
明
徴
声
明
・
二
・
二
六
事
件
・
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」 

  

従
来
は
教
育
勅
語
の
再
論
が
「
国
体
の
本
義
」
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
正
し
く
は
曲
解
さ
れ

た
教
育
勅
語
の
再
論
が
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
整
合
性

が
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
史
が
複
雑
な
の
は
、
こ
の
関
係
が
客
観
的
に
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
原

因
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
は
古
い
詔
勅
、
そ
の
解
釈
の
検
証
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
こ
れ
が

最
も
大
き
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

昭
和
戦
前
は
、
ま
さ
に
帝
国
憲
法
蹂
躙
の
時
代
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

問
３
―
ｂ 

憲
法
蹂
躙
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
う
な
る
必
然
性
が
憲
法
の
条
文
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。 

回
答 

そ
も
そ
も
憲
法
の
条
文
は
た
い
へ
ん
簡
潔
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
も
行
わ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
帝
国
憲
法
第
五
十
五
条
は
「
国
務
各
大
臣
ハ
天
皇
ヲ
輔
弼
シ
其
ノ
責
ニ
任
ス
」
で
す
。
そ
し
て

そ
の
二
項
は
「
凡
テ
法
律
勅
令
其
ノ
他
国
務
ニ
関
ル
詔
勅
ハ
国
務
大
臣
ノ
副
署
ヲ
要
ス
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。「
国
務
大
臣
ノ
副
署
ヲ
要
ス
」
か
ら
、
極
論
す
れ
ば
、
国
務
大
臣
の
権
限
に
制
限
が
無
い
よ
う
に
も
解

釈
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
。
明
治
三
十
三
年
に
山
県
有
朋
総
理
大
臣
ら
が

定
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
、
陸
海
軍
の
意
が
通
ら
な
け
れ
ば
大
臣
を
出
し
ま
せ
ん
か
ら
、

組
閣
が
成
立
し
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
倒
閣
も
可
能
で
す
。
さ
き
ほ
ど
、
畑
俊
六
陸
相
が
陸
軍
の
総
意
か
ら

辞
表
を
提
出
し
、
そ
の
後
、
軍
部
大
臣
現
役
制
に
お
い
て
陸
軍
が
大
臣
を
出
さ
ず
、
米
内
内
閣
が
倒
れ
た

と
お
話
し
し
ま
し
た
。
行
き
過
ぎ
た
例
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。 

 

明
治
の
元
勲
・
伊
藤
博
文
な
ど
が
い
て
、
そ
の
辺
は
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
次
第

に
条
文
が
曲
解
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
憲
法
蹂
躙
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

問
４ 

田
中
智
学
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。『
明
治
天
皇
勅
教
も
の
が
た
り
』
に
は
何
が
書
か
れ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

い
ま
『
明
治
天
皇
勅
教
も
の
が
た
り
』
か
ら
そ
の
部
分
を
引
用
し
ま
す
。 

「
既
に
、
皇
祖
皇
宗
の
御
遺
訓
た
る
斯
道
は
、
そ
の
儘
「
天
地
の
公
道
」「
世
界
の
正
義
」
で
、
決
し
て
日

本
一
国
の
私
の
道
で
な
い
。
ト
い
ふ
義
は
、
元
来
日
本
建
国
の
目
的
が
、
広
く
人
類
全
体
の
絶
対
平
和
を

築
か
う
た
め
に
、
そ
の
基
準
た
る
三
大
綱
に
依
っ
て
「
国
ヲ
肇
メ
徳
ヲ
樹
テ
」
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

即
ち
天
照
大
神
が
ニ
ニ
ギ
の
尊
を
日
本
の
主
と
し
て
、
天
業
の
王
道
を
布
き
行
は
せ
ら
る
る
初
め
に
、「
天



壌
無
窮
の
神
勅
」
と
共
に
、
お
授
け
に
な
ツ
た
「
鏡
」
と
「
璧
」
と
「
剣
」
の
三
種
の
神
器
に
象
徴
さ
れ

た
建
国
の
意
義
を
、
神
武
天
皇
に
至
ツ
て
、
そ
れ
を
「
積
慶
」
と
「
重
暉
」
と
「
養
正
」
の
三
大
綱
で
明

白
に
さ
れ
た
」（
一
七
頁
） 

（
中
略
）
此
三
大
綱
は
、
建
国
の
基
準
、
国
体
の
原
則
で
あ
っ
て
、
彼
の
自
由
平
等
博
愛
な
ど
よ
り
、
も

っ
と
根
元
的
で
公
明
正
大
な
世
界
的
大
真
理
で
あ
る
」（
一
七
頁
） 

 

理
念
的
に
は
、
市
丸
海
軍
少
将
に
よ
る
「
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
与
ふ
る
書
」
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
み
て
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
十
分
お
分
か
り
い
た
だ
け
る

か
と
思
い
ま
す
。 


