
33   『昭和天皇独白録』を読んで 

歴
史
エ
ッ
セ
イ 

『
昭
和
天
皇
独
白
録
』
を
読
ん
で 

―
― 

昭
和
天
皇
沈
黙
の
鍵 

―
― 

 
 
 

 
 
 
 

土 

田 

良 

吉 
(

９
３
才) 

 

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日(

火)

早
朝
の
こ
と
。
六
時
か
ら
の

ラ
ジ
オ
お
早
う
番
組
で
突
然
の
ニ
ュ
ー
ス
に
一
瞬
、
耳
を
疑
っ
た
。

「
…
近
く
一
七
〇
㌻
に
も
及
ぶ
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』
が
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
流
れ
ま
す
。
是
非
、
多
く
の
人
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た

い
」 と

、
ち
ょ
う
ど
、
数
日
前
か
ら
マ
リ
コ
・
テ
ラ
サ
キ
・
ミ
ラ
ー

著(

遺
産
の
重
み)

「
昭
和
天
皇
独
白
録
・
寺
崎
英
成･

御
用
日

記
」
を
読
ん
で
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。
終
戦
直
後
の
１
９
４
６

(

昭
和
二
十
一)

年
、
昭
和
天
皇
の
御
用
掛
と
し
て
の
寺
崎
英
成
氏

が
記
し
た
『
昭
和
天
皇
独
白
八
時
間
』
に
違
い
な
い
。 

二
十
八
年
前
の
１
９
９
０(

平
成
２)

年
『
文
芸
春
秋
』
十
二
月

号
に
初
め
て
そ
の
全
文
が
発
表
さ
れ
、
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。

不
明
に
も
知
ら
ず
に
い
た
と
こ
ろ
へ
東
京
練
馬
区
の
従
弟
、
医
師

の
Ｙ
氏
か
ら
そ
の
十
二
号
誌
が
送
ら
れ
て
き
た
。「
父
が
シ
ベ
リ

ア
で
九
死
に
一
生
を
得
た
あ
の
戦
争
の
真
相
が
分
か
っ
た
。
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
な
の
で
も
う
読
ん
だ
と
思
う
が
」
と
、
感
動
を
籠
め
た

添
え
書
き
が
あ
っ
た
。
貪
る
よ
う
に
読
み
耽
っ
た
。
次
々
に
新
事

実
に
触
れ
、
私
の
戦
争
観
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
一
変
し
た
。 

早
生
ま
れ
の
私
が
小
一(

六
才)

の
九
月
に
満
州
事
変
、
中
一

(

十
三
才)

の
七
月
に
日
支
事
変
が
勃
発
し
た
。
旧
中
五(

十
六
才)

の
卒
業
間
近
の
十
二
月
八
日
真
珠
湾
攻
撃
。
十
二
月
二
十
六
日
繰

り
上
げ
卒
業
。
新
設
の
北
海
道
計
根
別
飛
行
場
の
軍
属(

十
八
才)

と
し
て
勤
務
、
二
十
才
の
四
月
に
航
空
師
団
第
一
気
象
連
隊
に
入

営
、
同
八
月
終
戦
。
徹
底
し
た
軍
事
教
育
を
う
け
教
育
勅
語
や
軍

人
勅
諭
を
金
科
玉
条
と
し
て
戦
っ
た
が
必
勝
の
信
念
空
し
く
敗
戦
。

多
く
の
青
春
が
皆
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
身
を
国
に
捧
げ
た

純
粋
な
体
験
は
語
る
に
忍
び
な
い
！ 

戦
後
の
世
情
は
厳
し
く
、
敗
者
意
識
に
打
ち
の
め
さ
れ
暫
く
は

戦
争
の
こ
と
は
何
も
思
い
出
し
た
く
な
い
時
代
が
あ
っ
た
。
東
京

軍
事
裁
判
然
り
。「
あ
の
悪
夢
の
総
て
が
…
そ
れ
も
勝
者
、
敗
者

の
別
な
く
真
相
が
判
明
す
る
の
は
五
十
年
後
の
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、

開
き
直
り
生
き
抜
く
こ
と
で
精
一
杯
だ
っ
た
。
当
時
の
国
民
は
皆
、

作
家
の
司
馬
遼
太
郎
が
己
の
戦
争
体
験
か
ら
謎
め
い
た
言
葉
を
残

し
た
通
り
「
魔
法
の
杖
」
に
翻
弄
さ
れ
た
戦
争
の
虚
し
さ
に
萎
れ

て
い
た
。
自
分
に
と
っ
て
、
半
世
紀
以
上
も
経
っ
た
い
ま
、
天
皇

ご
自
身
の
お
言
葉
が
詰
ま
っ
て
い
る
「
―
独
白
録
」
を
読
む
こ
と
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が
出
来
る
の
は
天
命
と
は
言
え
長
寿
の
賜
物
で
あ
る
。 

前
述
の
ニ
ュ
ー
ス
の
通
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
『
昭
和
天
皇
独

白
録
』
が
よ
り
多
く
の
大
衆
に
読
ま
れ
れ
ば
こ
の
上
な
く
良
い
こ

と
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
昭
和
天
皇
は
一
貫
し
て 

「
立
憲
政
治
を
尊
重
す
る
こ
と
が
自
分
の
考
え
方
の
基
本
で
あ
っ

た
。
自
分
自
身
の
決
断
を
下
し
た
の
は
２
回
し
か
な
い
。
二･

二

六
事
件
の
と
き
と
、
終
戦
の
と
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。 

巷
間
言
わ
れ
た
よ
う
に
戦
争
の
渦
中
で
統
帥
権
の
ト
ッ
プ
に
あ

ら
せ
ら
れ
た
大
元
帥
陛
下
が
何
故
「
沈
黙
」
を
続
け
ら
れ
た
の
か
、

そ
の
カ
ギ
を
明
か
す
一
章
が
茲
に
載
っ
て
い
ま
す
。 

参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
、
そ
れ
ら
を
焦
点
に
読
後
感
を
述
べ
て
み

ま
す
。
拙
い
文
で
す
が
ご
一
読
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。 

(

一) 

明
治
三
十
八(

一
九
〇
五) 

年
、 

わ
が
国
は
日
露
戦
争
に
勝
利
し
、
満
洲
南
部
の
鉄
道
の
経
営
権

の
ほ
と
ん
ど
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
鉄
道
の
安
全
を
守
る
た

め
に
、
鉄
道
守
備
の
軍
隊
駐
屯
権
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
之
が
、

そ
れ
ま
で
全
く
関
係
の
な
か
っ
た
満
州
に
軍
隊
を
派
遣
す
る
ス
タ

ー
ト
に
な
っ
た
。 

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年 

守
備
隊
は
関
東
州
旅
順
・
大
連
に
司
令
部
を
置
い
た
。
関
東
軍

と
呼
ば
れ
、
満
洲
は
ソ
連
の
南
下
を
防
ぎ
日
本
本
土
を
守
る
た
め

の
一
番
先
端
の
防
衛
線
「
生
命
線
」
に
な
っ
た
。 

昭
和
元
年(

一
九
二
六)

年
、
二
十
四
歳
で
即
位
さ
れ
た
天
皇
の

昭
和
は
激
動
の
幕
開
け
で
始
ま
る
。 

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
、 

満
洲
の
奉
天
近
く
で
張
作
霖
が
爆
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
勃

発
し
、
事
件
の
責
任
を
巡
っ
て
大
問
題
が
起
き
た
。
以
来
、
陛
下

に
は
御
前
会
議
に
お
い
て
さ
え
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
時
を
除
き
、

沈
黙
を
続
け
ら
れ
た
と
い
う
。 

そ
し
て
昭
和
丸
は
陛
下
の
好
ま
ざ
る
方
向
へ
と
突
き
進
ん
で
し

ま
う
の
で
あ
っ
た
。
軍
の
統
帥
権
の
独
立
と
い
う
最
高
の
お
立
場

に
あ
る
大
元
帥
陛
下
が
何
故
、
沈
黙
を
守
ら
れ
た
の
か
。
何
と
も

信
じ
難
い
。 

（
二
） 

張
作
霖
の
爆
殺
事
件
こ
そ
昭
和
十
五
年
戦
争
の
き
っ
か
け
な
の

で
あ
る
。
そ
の
頃
満
洲
の
大
軍
閥
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
張
作
霖

が
、
将
介
石
の
国
民
党
軍
と
衝
突
し
て
敗
れ
、
北
京
か
ら
奉
天
に

向
か
っ
て
逃
げ
て
い
る
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

彼
と
日
本
軍
と
は
暫
く
の
間
、
互
い
に
利
用
し
合
う
蜜
月
状
態

の
時
代
も
あ
っ
た
が
権
威
を
振
り
ま
わ
し
て
日
本
軍
の
役
に
立
た

な
く
な
り
始
め
る
と
、
こ
の
時
点
で
、
関
東
軍
の
参
謀
ら
は
彼
を
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亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
だ
し
た
。
張
作
霖
の
列
車
が
奉
天
付

近
に
た
ど
り
付
い
た
時
、
線
路
に
仕
掛
け
ら
れ
た
爆
弾
で
張
作
霖

は
爆
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
関
東
軍
で
は
自
分
た
ち
の
陰
謀
を
か
く

し
、
現
場
で
死
骸
と
な
っ
て
見
つ
か
っ
た
阿
片
中
毒
の
中
国
人
の

仕
業
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
場
の
状
況
か
ら
日
本

軍
の
謀
略
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ

れ
に
最
初
に
気
づ
い
た
の
は
元
老
の
西
園
寺
公
望
で
あ
っ
た
。 

「
さ
て
は
陸
軍
が
や
っ
た
な
」
と
感
づ
き
、 

「
け
し
か
ら
ん
。
世
界
的
に
公
に
は
で
き
な
い
が
国
内
で
は
き
ち

ん
と
ケ
リ
を
つ
け
て
お
か
な
い
と
将
来
的
に
い
い
結
果
を
も
た
ら

さ
な
い
」
と
、
時
の
内
閣
総
理
大
臣
で
元
陸
軍
大
臣
の
田
中
義
一

を
よ
び
つ
け
た
。 

「
政
府
と
し
て
、
も
し
こ
の
犯
人
が
日
本
人
で
あ
る
な
ら
ば
厳
罰

に
処
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
申
し
渡
し
た
。
と
こ
ろ
が
田
中
首

相
は
「
は
い
わ
か
り
ま
し
た
」
と
言
う
だ
け
で
一
向
に
実
行
に
う

つ
す
気
配
が
な
い
。
西
園
寺
公
に
度
々
急
か
さ
れ
た
た
め
、
事
件

か
ら
半
年
以
上
も
経
っ
た
十
二
月
二
十
四
日
に
漸
く
天
皇
に
会
い

に
行
っ
た
。 

「
こ
の
事
件
は
世
界
的
に
も
大
問
題
で
す
の
で
陸
軍
の
手
が
の
び

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
犯
人
は
厳
罰
に
処
す
る
つ
も
り

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
奏
上
し
た
。
天
皇
は 

「
陸
軍
部
内
の
今
後
の
為
に
も
そ
う
い
う
こ
と
は
し
っ
か
り
や
る

よ
う
に
」
と
、
申
さ
れ
た
。
年
が
明
け
た
が
田
中
首
相
は
知
ら
ん

顔
を
し
て
い
る
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
内
に
事
の
真
相
が
暴
か
れ

は
じ
め
た
。
事
件
の
首
謀
者
は
関
東
軍
参
謀
の
河
本
大
作
で
あ
る

こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
き
た
。 

昭
和
四
（
一
九
二
〇
）
年
五
月
六
日
、
事
件
か
ら
一
年
近
く
経

っ
て
か
ら
田
中
首
相
は
、
遂
に
や
む
を
得
ず
再
び
天
皇
の
も
と
に

行
っ
た
。 

「
実
は
、
こ
れ
は
陸
軍
が
や
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
陸
軍
と

は
一
切
関
係
の
な
い
話
で
あ
り
ま
す
」
と
、
報
告
し
た
。
そ
れ
は

「
表
向
き
陸
軍
と
手
を
組
ん
で
い
た
張
作
霖
を
警
備
す
る
義
務
が

あ
る
、
と
い
う
点
で
は
仮
に
関
東
軍
に
責
任
が
生
ず
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
あ
っ
て
も
ほ
ん
の
軽
い
行
政
処
分
で
す
ま
せ
た
い
」

と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
。 

天
皇
は
び
っ
く
り
し
た
。
最
初
、
田
中
首
相
は 

「
こ
れ
は
陸
軍
の
謀
略
か
も
し
れ
な
い
の
で
犯
人
は
厳
罰
に
処
し

ま
す
」
と
、
言
っ
て
お
き
な
が
ら
約
半
年
以
上
も
す
っ
ぽ
か
し
た

挙
句
に
一
切
関
係
な
い
と
言
う
の
だ
か
ら
、
二
十
六
歳
の
若
い
天

皇
は
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
怒
り
ま
す
。『
録
白
録
』
に
よ
る
と 

「
田
中
は
再
び
私
の
処
に
や
っ
て
来
て
、
こ
の
問
題
は
有
耶
無
耶

の
中
に
葬
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
前
言
と
甚

だ
相
違
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
私
は
田
中
に
対
し
前
言
と
話
が

違
う
で
は
な
い
か
。
辞
表
を
出
し
て
は
ど
う
か
と
強
い
語
気
で
言
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っ
た
」 

「
こ
ん
な
言
い
方
を
し
た
の
は
、
私
の
若
気
の
至
り
と
今
は
考
え

て
い
る
が
、
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
た
」
と
、
こ
う
天
皇
は
回
想

し
て
い
る
。
田
中
首
相
は
恐
れ
入
っ
て 

「
そ
の
事
に
つ
い
て
は
、
色
々
と
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
」
と
言

う
と
、
ご
立
腹
の
陛
下
は 

「
聞
く
必
要
は
な
い
」
と
、
奥
に
お
入
り
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

天
皇
の
怒
り
を
受
け
、
西
園
寺
さ
ん
ら
ト
ッ
プ
三
人
の
側
近
は
即

刻
会
議
を
開
き
相
談
し
た
。 

「
田
中
首
相
の
責
任
を
あ
く
ま
で
追
及
す
る
と
、
政
変
の
起
き
る

こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
政
治
上
有
り
勝
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
大
元

帥
陛
下
と
陸
軍
の
関
係
上
、
内
閣
引
責
後
の
前
後
処
置
を
予
め
考

慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
、
大
元
帥
陛
下
と
陸
軍
と
が
ギ
ク

シ
ャ
ク
す
る
の
を
心
配
し
た
。 

側
近
た
ち
は
田
中
総
理
大
臣
が
前
言
を
、
そ
れ
も
天
皇
に
対
し

あ
っ
さ
り
翻
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
臣
下
と
し
て
は
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
責
任
を
追
及
す
る
と
い
う
態
度

で
一
致
し
た
。
と
こ
ろ
が
重
臣
た
ち
の
動
き
を
察
知
し
た
陸
軍
は

黙
っ
て
は
い
な
い
と
ば
か
り
に
策
動
を
は
じ
め
た
。 

後
の
陸
軍
を
背
負
っ
て
立
つ
、
黒
木
、
永
田
ら
の
有
能
な
中
堅

ク
ラ
ス
九
名
が
二
葉
会
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り 

「
張
作
霖
爆
殺
事
件
を
何
と
か
有
耶
無
耶
に
し
よ
う
」
と
、
相
談

し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
陸
軍
の
長
老
で
あ
る
田
中
義
一
首
相
は

ど
う
に
も
動
け
ず
言
葉
を
濁
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

（
三
） 

 

六
月
二
十
七
日
に
田
中
首
相
が
天
皇
に
最
終
報
告
を
す
る
事
に

な
っ
た
為
、
牧
野
内
大
臣
が
念
の
た
め
側
近
の
先
の
結
論
を
再
確

認
し
た
と
こ
ろ
西
園
寺
さ
ん
が
、
突
然
意
見
を
ひ
っ
く
り
返
し
て

し
ま
っ
た
。 

「
天
皇
自
ら
総
理
大
臣
に
辞
め
ろ
と
言
う
な
ど
、
憲
法
上
や
っ
て

は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
賛
成
し
た
覚
え
は
な
い
」
と
。

内
大
臣
は
仰
天
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
西
園
寺
公
は 

「
天
皇
は
、
総
理
大
臣
の
進
退
に
つ
い
て
余
計
な
事
を
言
っ
て
は

な
ら
な
い
。
明
治
天
皇
の
時
代
か
ら
未
だ
か
っ
て
そ
の
様
な
例
は

な
い
。
大
間
違
い
で
あ
る
」
と
、
言
っ
て
譲
ら
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
意
見
が
鈴
木
侍
従
長
の
耳
に
入
ら
な
い
ま
ま
二
十
日
に
な

っ
た
。
天
皇
は
田
中
総
理
大
臣
に
対
し
「
責
任
を
は
っ
き
り
せ
よ

辞
め
た
ら
ど
う
か
」
と
言
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

翌
二
十
八
日
、
白
川
陸
軍
大
臣
が
天
皇
陛
下
に
陸
軍
の
処
分
案

を
報
告
し
た
。
そ
れ
は
行
政
処
分
で
あ
っ
て
厳
罰
で
は
な
か
っ
た
。

張
作
霖
を
守
れ
な
か
っ
た
関
東
軍
司
令
官
は
予
備
役
に
、
河
本
は

関
東
軍
参
謀
を
辞
任
な
ど
、
軍
法
会
議
で
罪
を
問
う
こ
と
は
一
切

せ
ず
、
書
類
上
の
決
裁
で
済
ま
せ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
天
皇
は
再
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び
田
中
首
相
を
呼
び
よ
せ
た
。 

「
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
れ
で
事
が
済
む
と
思
う
の
か
。

お
前
は
辞
め
る
よ
う
に
」
と
、
今
度
は
は
っ
き
り
告
げ
た
の
で
あ

る
。 

田
中
首
相
は
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
辞
去
し
た
。
五
日
後
の

七
月
二
日
、
田
中
内
閣
は
総
辞
職
し
た
。
田
中
は
そ
の
後
ま
も
な

く
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
時
の
シ
ョ
ッ
ク
が
心
臓
に
響
い
た
と
も
自

決
も
囁
か
れ
た
。『
独
白
録
』
に
よ
れ
ば 

「
も
し
軍
法
会
議
を
開
い
て
訊
問
す
れ
ば
河
本
は
日
本
の
謀
略
を

全
部
暴
露
す
る
と
言
っ
た
の
で
軍
法
会
議
は
取
り
止
め
る
事
に
な

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
天
皇
は
記
憶
し
て
い
る
。 

軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
た
ら
、
河
本
大
作
は
全
部
ば
ら
す
つ
も
り

だ
と
い
う
。
そ
う
な
れ
ば
陸
軍
中
央
が
み
ん
な
グ
ル
だ
っ
た
と
知

れ
て
日
本
陸
軍
は
ガ
タ
ガ
タ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
田
中
首
相
は
、

陸
軍
の
突
き
上
げ
に
あ
っ
て
自
ら
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
と
し

て
、
陸
軍
は
「
一
連
の
こ
と
は
宮
中
の
陰
謀
で
あ
り
、
側
近
が
碌

な
こ
と
し
か
天
皇
に
進
言
し
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
と
ん
で
も

な
い
こ
と
に
な
る
」
と
、
吹
聴
し
て
ま
わ
っ
た
。
以
降
、
天
皇
の

側
に
い
る
重
臣
た
ち
を
敵
と
看
做
す
こ
と
に
な
り
重
臣
た
ち
を
軍

部
は
「
君
側
の
奸
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

天
皇
は
結
論
と
し
て
「
こ
の
事
件
以
来
、
私
は
内
閣
の
上
奏
す

る
所
の
も
の
は
、
た
と
え
自
分
が
反
対
の
意
見
を
持
っ
て
い
て
も

裁
可
を
与
え
る
こ
と
に
決
心
し
た
」 

「
重
臣
た
ち
へ
の
恨
み
を
含
む
一
種
の
空
気
が
出
来
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
、
後
に
二
・
二
六
事
件
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
」
と
、
言
っ
て
い
る
。
元
老
の
西
園
寺
さ
ん
に
可

な
り
き
つ
く
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
、
西
園
寺
公
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。 

「
立
憲
君
主
制
に
お
い
て
は
、
国
務
（
政
治
）
と
統
帥(

軍)

の
各

最
上
位
に
あ
る
者
が
完
全
な
意
見
の
一
致
を
も
っ
て
上
奏
し
て
き

た
事
は
仮
に
君
主
自
身
、
内
心
に
お
い
て
不
賛
成
で
あ
っ
て
も
、

君
主
は
之
に
裁
可
を
与
え
る
の
が
憲
法
の
常
道
で
あ
る
」
と
、 

昭
和
天
皇
は
こ
れ
を
受
け
て
、「
自
分
の
意
見
を
言
っ
た
ば
か
り

に
内
閣
総
辞
職
、
し
か
も
総
理
大
臣
が
亡
く
な
る
と
い
う
と
い
う

混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
天
皇
自
ら
の
指
図
で
や

っ
て
は
い
け
な
い
」 

「
こ
れ
か
ら
は
閣
議
決
定
を
重
ん
じ
、
内
閣
の
上
奏
を
拒
否
し
な

い
事
を
今
後
の
方
針
に
す
る
」
と
、
つ
ま
り
「
君
臨
す
れ
ど
統
治

せ
ず
」
こ
れ
が
立
憲
君
主
国
の
君
主
の
在
り
方
だ
と
御
自
ら
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
巨
大
な
渦
の
中
に
あ
っ
て
宸
襟

を
悩
ま
さ
れ
た
天
皇
は
沈
黙
を
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

歴
史
的
な
張
作
霖
爆
殺
事
件
の
意
味
は
事
の
大
き
さ
に
以
上
に

こ
こ
に
あ
っ
た
。
昭
和
史
は
こ
こ
か
ら
始
ま
り
、
遂
に
昭
和
六
年

九
月
、
満
州
事
変
に
突
入
す
る
の
で
あ
っ
た
。 

『
独
白
録
』
の
中
で
天
皇
は
「
御
前
会
議
と
い
う
も
の
は
、
お
か
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し
な
も
の
で
あ
る
。
枢
密
院
議
長
を
除
く
他
の
出
席
者
は
全
部
、

す
で
に
閣
議
ま
た
は
連
絡
会
議
に
お
い
て
意
見
一
致
の
上
出
席
し

て
い
る
の
で
、
議
長
に
対
し
反
対
意
見
を
開
陳
し
得
る
立
場
の
者

は
枢
密
院
議
長
た
だ
一
人
だ
け
で
あ
っ
て
、
多
数
に
無
勢
、
い
か

ん
と
も
な
し
難
い
。
ま
っ
た
く
形
式
的
な
も
の
で 

「
天
皇
に
は
会
議
の
空
気
を
支
配
す
る
決
定
権
は
な
い
」
と
、
御

前
会
議
と
言
う
も
の
に
つ
い
て
こ
う
回
想
し
て
お
ら
れ
る
。 

 

次
は
付
記
の
中
か
ら
の
抜
粋
で
、
昭
和
の
開
幕
か
ら
太
平
洋
戦

争
の
開
戦
ま
で
に
御
前
会
議
は
八
回
開
か
れ
て
い
る
。 

第
一
回
・
昭
和
十
三
年 

一
月
三
十
日
、
南
京
攻
略
後 

第
二
回
・
昭
和
十
三
年
十
一
月
三
十
日
、
漢
口
攻
略
後 

第
三
回
・
昭
和
十
五
年 

九
月
十
六
日
、
日
独
伊
三
国
同
盟
の

締
結
決
定 

第
四
回
・
昭
和
十
五
年
十
一
月
十
三
日
、
日
中
戦
争
持
久
戦 

第
五
回
か
ら
第
八
回
ま
で
の
四
回
は
総
て
昭
和
十
六
年
に
集
中

し
、 

昭
和
十
六
年
九
月
六
日
天
皇
は
対
米
戦
争
の
計
画
に
つ
き

ご
下
問
、
こ
の
時
だ
け
は
強
く
ご
意
見
を
述
べ
ら
れ
、
軍
司
令
部

を
厳
し
く
追
及
さ
れ
た
。
他
の
七
回
は
何
れ
も
無
言
の
内
に
国
策

を
裁
可
さ
れ
戦
争
遂
行
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

最
後
に
天
皇
は
『
太
平
洋
戦
争
を
拒
否
す
れ
ば
日
本
国
は
大
混

乱
と
な
り
日
本
は
滅
び
た
で
あ
ろ
う
』
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
過

激
派
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
恐
れ
、
強
い
ご
意
見
が
あ
っ
た
に
も
係
わ

ら
ず
、
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
天
皇
の
苛
立
ち
と
苦
悩
は
如
何
ば

か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
！ 

注
意
深
く
読
め
ば
読
む
ほ
ど
歴
史
的

事
実
か
ら
受
け
る
感
動
で
身
の
震
え
を
覚
え
る
。(

歴
史
研
究
家

半
藤
一
利)

。 

１
９
８
９(

昭
和
六
十
四)

年
一
月
七
日
昭
和
天
皇
が
亡
く
な
っ

た
朝
、
竹
下
内
閣
総
理
大
臣
の
謹
話
が
で
た
。
い
わ
ば
天
皇
の
生

涯
に
対
す
る
政
府
の
公
式
な
総
括
で
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。 

「
…
こ
の
間
、
大
行
天
皇
に
は
、
世
界
の
平
和
と
国
民
の
幸
福
を

ひ
た
す
ら
御
祈
念
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
お
心
な
ら
ず
も
勃
発

し
た
先
の
大
戦
に
お
い
て
、
戦
禍
に
苦
し
む
国
民
の
姿
を
見
る
に

忍
び
ず
と
の
御
決
意
か
ら
、
ご
一
身
を
も
顧
み
る
こ
と
な
く
戦
争

終
結
の
御
英
断
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
戦

後
全
国
各
地
を
ご
巡
幸
に
な
り
、
廃
墟
に
あ
っ
て
、
な
す
術
を
し

ら
な
か
っ
た
国
民
を
慰
め
、
祖
国
復
興
の
勇
気
を
奮
い
立
た
せ
て

下
さ
っ
た
お
姿
と
と
も
に
、
今
な
お
国
民
の
心
に
深
く
刻
み
こ
ま

れ
て
お
り
ま
す
。
爾
来
我
が
国
は
、
日
本
国
憲
法
の
下
、
平
和
と

民
主
主
義
の
実
現
を
目
指
し
、
国
民
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て

目
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
、
国
際
社
会
に
お
い
て
重
き
を
な
す
に

い
た
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
国

民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
そ
の
御
存
在
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
の

感
を
ひ
と
し
お
強
く
抱
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
云
々
。 

要
す
る
に
天
皇
は
つ
ね
に
世
界
の
平
和
を
記
念
し
国
民
の
幸
福
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を
念
願
し
た
こ
と
、
さ
き
の
大
戦
は
天
皇
の
意
思
に
反
し
た
も
の

で
あ
る
、
そ
の
後
の
日
本
の
経
済
発
展
は
天
皇
の
お
蔭
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
内
容
で
あ
っ
た
。 

 「
昭
和
天
皇
独
白
録
」
は
松
平
宮
内
大
臣
ほ
か
寺
崎
英
成
氏
を
含

む
五
人
の
側
近
が
、
昭
和
二
十
一
年
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て

の
四
日
間
、
計
五
回
に
わ
た
っ
て
昭
和
天
皇
か
ら
直
々
に
お
聞
き

し
纏
め
た
も
の
で
、
天
皇
の
語
り
の
ま
ま
「
私
は
」
と
言
う
一
人

称
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
寺
崎
英
成
氏
は
、
昭
和
天
皇
と

連
合
国
軍
司
令
部(

Ｇ
Ｈ
Ｑ)

の
ダ
グ
ラ
ス
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
官

と
の
会
見
の
通
訳
も
務
め
た
。 

 

寺
崎
氏
の
弟
寺
崎
平(

た
い
ら)

氏
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。 

「
ソ
連
は
天
皇
を
戦
犯
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
た
が
、
ア
メ
リ
カ

は
反
対
だ
っ
た
。
兄
は
総
司
令
部
が
天
皇
を
守
る
方
針
を
堅
持
す

る
よ
う
、
ず
い
ぶ
ん
運
動
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
宮
内
庁
上
層

部
の
意
向
が
は
た
ら
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
で
兄
は
心

身
と
も
に
消
耗
し
尽
く
し
た
の
で
す
。
後
に
兄
が
亡
く
な
っ
た
と

き
に(

昭
和
二
十
六
年
八
月
享
年
五
十
才)

弟
思
い
の
長
兄
の
太
郎

は
、
宮
内
庁
か
ら
届
け
ら
れ
た
花
を
自
分
の
手
で
は
受
け
取
ら
な

か
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
も
っ
と
も
兄(

英
成)

と
し
て
は
、
そ
の
人

生
の
中
で
い
ち
ば
ん
仕
事
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
い
た
時
期
で
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。 

(

柳
田
邦
男
『
マ
リ
コ
』
よ
り) 

最
後
に
、
寺
崎
氏
の
「
御
用
掛
日
記
」
原
文
の
冒
頭
に
掲
げ
て

あ
る
『
海
舟
座
談
』
の
一
節
を
記
し
て
お
こ
う
思
う
。 

「
そ
れ
人
生
は
海
の
如
し
，
巨
舟
之
を
渡
る
。
た
と
ひ
能
く
痕
跡

を
消
す
と
雖
も
、
豈
亦
餘
波
の
白
鷗
を
浮
沈
せ
し
む
る
も
の
な
か

ら
ん
や
」
日
記
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
の
寺
崎
の
心
境
で
も
あ
っ

た
の
で
は
！ 

(

歴
史
研
究
家
半
藤
一
利) 

 

「
昭
和
天
皇
独
白
録
」
は
国
外
で
も
「
二
十
世
紀
の
日
本
の
歴
史

を
理
解
す
る
上
で
の
鍵
と
な
る
」
と
定
評
が
あ
る
！ 

 

昨
年
２
０
１
７
年
十
二
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
鉛
筆
等
で
記
録

さ
れ
た
「
昭
和
天
皇
独
白
録
」
の
原
本
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
か
け

ら
れ
、
査
定
価
格
の
２
倍
の
二
十
七
万
五
千
ド
ル
、
約
三
千
九
十

万
円
で
愛
知
県
西
尾
市
出
身
の
美
容
外
科
高
須
ク
リ
ニ
ッ
ク
高
須

克
弥
院
長
が
落
札
し
た
。
日
本
に
取
り
戻
す
の
は
国
民
の
使
命
。

秋
篠
宮
ご
夫
妻
の
長
男
悠
仁
さ
ま(

中
学
一
年
生)

に
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
た
い
意
向
で
皇
室
の
図
書
館
か
悠
仁
さ
ま
の
目
に
付
き
や
す
い

そ
の
様
な
施
設
に
寄
付
し
た
い
と
。
宮
内
公
文
書
館
で
は
正
式
に

寄
贈
を
受
け
入
れ
る
と
発
表
し
た
。(

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り) 

 

平
成
三
十
年
五
月
三
十
一
日
謹
記 

 


