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昭
和
か
ら
の
伝
言(

３)
 

―
昭
和
天
皇
は
何
を
語
っ
た
の
か―

 
秘
録
・
初
公
開･

拝
謁
記

は
い
え
つ
き

か
ら 土 

田 

良 

吉 

昨
、
令
和
元
年
８
月
、
終
戦
記
念
番
組
の
中
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
表

記
の
「
秘
録
・
拝
謁
記
」
を
約
一
時
間
に
亘
っ
て
放
送
し
た
。

―

天
皇(

片
岡
孝
太
郎)

田
島
氏(
橋
爪
功)

―

。
陸
軍
最
後
の
現

役
兵
と
し
て
銃
を
執
っ
た
自
分(

９５
歳)
に
は
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス

は
冥
利
に
尽
き
る
と
い
う
も
の
！
。
永
久
保
存
版
に
し
た
く
、

テ
レ
ビ
音
声
の
活
字
化
を
試
み
ま
し
た
。
ご
一
読
く
だ
さ
い
。 

 

終
戦
の
翌
年
か
ら
全
国
各
地
へ
巡
幸
を
始
め
た
昭
和
天
皇

は
人
間
宣
言
を
行
い
、
新
し
い
憲
法
で
国
民
統
合
の
象
徴
と
な

ら
れ
た
。「
戦
災
に
も
遭
っ
た
ん
だ
ろ
う
？
」「
い
え
、
戦
災
に

は
あ
い
ま
せ
ん
。」「
新
日
本
建
設
の
歩
み
に
お
互
い
努
力
し
て

み
た
い
ね
」
「
は
い
」
こ
の
会
話
に
ど
ん
底
に
あ
っ
た
国
民
は

ど
れ
程
励
ま
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、 

巡
幸
す
る
天
皇
の
後
ろ
に
は
、
常
に
付
き
添
う
人
物
が
い
た
。

初
代
宮
内
庁
長
官
田
島
道
治(

た
じ
ま
み
ち
じ)

で
あ
る
。
田
島

は
、
占
領
の
時
代
、
象
徴
と
な
ら
れ
た
天
皇
を
支
え
続
け
て
い

た
。
そ
の
田
島
道
治
が
残
し
た
貴
重
な
記
録
が
み
つ
か
っ
た
。

『
拝
謁
記
』
で
あ
る
。
５
年
近
く
６００
回
を
超
え
た
昭
和
天
皇
へ

の
拝
謁
。
そ
の
記
録
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
敗
戦
の
道
義

上
の
責
任
を
感
じ
て
い
た
昭
和
天
皇
の
告
白
。
「
反
省
と
い
う

の
は
私
に
も
沢
山
あ
る
と
い
え
ば
あ
る
」
と
。 

手
帳
６
冊
ノ
ー
ト
１
２
冊
に
も
及
ぶ
「
拝
謁
記
」
を
４
人
の

研
究
者
が
読
み
解
い
た
。
「
す
ご
い
！ 

こ
れ
だ
け
の
量
を
書

い
て
い
る
こ
と
が
。
び
っ
く
り
」
と
、
異
口
同
音
で
あ
っ
た
。

読
む
う
ち
に
、
天
皇
も
感
情
を
持
っ
た
生
身
の
人
間
だ
っ
た
こ

と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
な
か
な
か
衝
撃
的
な
一
字
一
句
、
田
島

の
天
皇
の
言
葉
を
記
録
し
て
お
こ
う
と
言
う
気
持
ち
が
表
れ

て
い
る
。
ー
研
究
者
４
人
の
こ
と
ば
か
ら
ー 

「
丁
度
、
天
皇
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
る
時
期
な
の
で
憲

法
が
出
来
て
大
事
な
変
わ
り
目
の
天
皇
の
肉
声
が
分
か
る
意

味
で
大
変
に
貴
重
な
資
料
だ
と
思
い
ま
す
。
敗
戦
の
責
任
を
感

じ
て
い
た
昭
和
天
皇
は
戦
争
に
つ
い
て
、
国
民
の
前
で
話
し
た

い
と
強
く
希
望
し
て
い
た
。
日
本
の
独
立
回
復
を
祝
う
式
典
で

の
お
言
葉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
拝
謁
記
に
は
そ
の
内
容
の
事

で
、
田
島
と
の
や
り
取
り
が
対
話
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
」
と
。 

テ
レ
ビ
番
組
で
は
そ
の
一
字
一
句
忠
実
に
再
現
し
て
い
く
。

昭
和
天
皇
は
戦
争
責
任
に
つ
い
て
田
島
に
問
い
か
け
た
。 

「
私
の
責
任
の
事
だ
が
従
来
の
よ
う
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
・
曖
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昧
に
す
る
か
、
き
ち
ん
と
実
情
を
話
す
か
の
問
題
が
あ
る
と
思

う
」
と
、
田
島
「
そ
の
点
今
日
か
ら
よ
く
研
究
い
た
し
ま
す
」
。 

多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
太
平
洋
戦
争
、
天
皇
は
反
省
に
こ
だ

わ
り
続
け
た
。
「
私
は
反
省
と
い
う
字
を
ど
う
し
て
も
入
れ
ね

ば
と
思
う
。
」
と
強
く
仰
せ
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
総
理
大
臣

の
吉
田
茂
は
「
戦
争
に
言
及
し
た
文
字
の
削
減
を
求
め
て
き
た
。 

田
島
「
総
理
大
臣
の
考
え
と
致
し
ま
し
て
は
戦
争
と
か
敗
戦 

と
か
生
々
し
い
こ
と
は
避
け
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
」 

天
皇
「
し
か
し
戦
争
の
こ
と
を
言
わ
な
い
で
反
省
の
こ
と
が
ど 

う
し
て
つ
な
ぐ
か
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
。 

戦
後
象
徴
と
な
っ
た
昭
和
天
皇
は
何
を
語
っ
た
の
か
。
初
公 

開
さ
れ
た
「
拝
謁
記
」
で
昭
和
天
皇
の
、
ど
の
よ
う
な
実
像
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
か
。
そ
の
出
発
点
を
求
め
て
ゆ
く
。 

田
島
道
治
の
遺
族
の
も
と
で
永
い
間
厳
密
に
保
管
さ
れ
て

き
た
「
拝
謁
記
」
に
つ
い
て
、
孫
の
田
島
圭
介
さ
ん
は
言
う
、

「
戦
後
間
も
無
い
時
期
、
祖
父
道
治
と
同
じ
家
で
暮
ら
し
て
い

た
。
こ
の
「
拝
謁
記
」
が
奇
跡
的
に
残
さ
れ
た
の
に
は
、
い
き

さ
つ
が
あ
る
。
「
祖
父
が
晩
年
、
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
た

が
、
入
院
す
る
と
き
に
身
辺
整
理
と
言
う
こ
と
で
拝
謁
記
を
焼

こ
う
と
し
た
。
叔
父
が
そ
れ
を
止
め
た
そ
う
で
す
。
「
決
し
て

悪
い
よ
う
に
は
取
り
扱
わ
な
い
か
ら
焼
か
な
い
で
取
り
残
し

な
さ
い
」
と
叔
父
が
祖
父
を
説
得
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
焼
却
は

免
れ
ま
し
た
。
叔
父
が
亡
く
な
り
、
時
代
も
昭
和
か
ら
平
成
令

和
へ
と
変
わ
る
中
で
こ
の
資
料
を
公
開
す
る
こ
と
に
し
た
」
と

言
う
。 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
―

語
り
手
広
田
修
子―

 

田
島
道
治
が
宮
内
庁
の
全
身
、
宮
内
府
の
長
官
に
就
任
し
た

の
は
１
９
４
８(

昭
和
２３)

年
６
月
５
日
、
終
戦
か
ら
３
年
。
占

領
下
に
あ
っ
て
、
宮
中
の
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
長
官
人

事
に
つ
い
て
、
時
の
総
理
大
臣
芦
田
均(

ひ
と
し)

が
白
羽
の
矢

を
立
て
た
の
が
、
田
島
道
治
だ
っ
た
。
初
め
て
の
民
間
か
ら
の

登
用
だ
っ
た
。
田
島(

１
８
８
５
～
１
９
６
８)

は
当
時
６２
歳
。

戦
前
、
金
融
恐
慌
後
の
銀
行
の
建
て
直
し
に
尽
力
し
た
、
そ
の

再
建
の
手
腕
が
買
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

当
初
、
外
部
か
ら
の
長
官
登
用
に
難
色
を
し
め
し
た
と
い
わ

れ
る
昭
和
天
皇
。
し
か
し
「
拝
謁
記
」
に
は
皇
室
と
国
民
の
関

係
を
よ
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
天
皇
の
理
解
が
し
め
さ
れ
、
天

皇
の
実
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。 

天
皇
は
田
島
に
対
し
、
「
皇
室
と
国
民
の
関
係
を
、
時
勢
に

合
う
よ
う
に
も
っ
と
良
く
し
て
行
か
な
け
れ
ば
と
思
う
。
私
も

微
力
な
が
ら
や
る
積
も
り
だ
。
長
官
も
私
の
こ
と
で
気
付
い
た

ら
言
っ
て
く
れ
」
と
。
田
島
「
勿
体
な
い
仰
せ
で
恐
れ
入
り
ま

す
」
。
田
島
は
新
憲
法
の
理
念
に
沿
う
よ
う
側
近
か
ら
の
意
識

改
革
を
図
り
、
宮
中
の
合
理
化
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
。
当
時

田
島
が
直
面
し
た
の
は
天
皇
の
戦
争
責
任
問
題
だ
っ
た
。
大
日
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本
帝
国
憲
法
で
は
天
皇
は
、
軍
を
統
帥
し
統
治
権
全
て
を
握
っ

て
い
た
。
日
本
政
府
は
天
皇
を
、
国
内
法
上
で
は
法
的
無
答
責

と
し
た
。
然
し
、
敗
戦
の
道
義
的
責
任
を
問
い
、
退
位
を
求
め

る
声
が
あ
っ
た
。 

東
京
帝
国
大
学
総
長
南
原
繁
は
「
陛
下
に
政
治
上
、
法
律
上

の
責
任
は
な
い
が
道
徳
的
な
責
任
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。 

日
本
の
戦
争
指
導
者
を
裁
く
東
京
裁
判
判
決
が
近
づ
く
と

退
位
の
論
説
が
メ
デ
ィ
ア
で
更
に
広
が
っ
て
い
く
。
昭
和
天
皇

の
退
位
を
押
し
止
め
た
の
が
連
合
国
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
だ
っ
た
。
『
占
領
統
治
の
天
皇
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
』

と
考
え
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
そ
の
意
向
を
天
皇
に
伝
え
た
。
こ

れ
を
受
け
た
天
皇
の
返
答
が
残
さ
れ
て
い
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

記
念
館
１
９
４
８
年
１１
月
１２
日
に
、
田
島
道
治
が
天
皇
に
代

わ
っ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
に
送
っ
た
書
簡
が
あ
る
。 

「
今
や
、
私
は
日
本
の
国
家
再
建
の
た
め
国
民
と
力
を
合
わ

せ
最
善
を
尽
す
所
存
で
す
」
と
。
事
実
上
退
位
し
な
い
と
の
意

思
を
示
し
た
こ
の
書
簡
、
こ
れ
で
昭
和
天
皇
の
退
位
問
題
に
は

決
着
が
つ
い
た
と
、
従
来
の
研
究
で
は
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
今
回
発
見
さ
れ
た
「
拝
謁
記
」
か
ら
、
そ
の
翌
年
も
退
位

の
可
能
性
を
語
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

天
皇
「
情
勢
が
許
せ
ば
退
位
と
か
、
２
月
１
９
日
講
和
が
締

結
さ
れ
た
時
に
又
退
位
等
の
論
が
出
て
、
情
勢
が
許
せ
ば
退
位

と
か
譲
位
と
か
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
為
に
は
東
宮

ち
ゃ
ん
が
早
く
洋
行
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
東
宮
皇

太
子
は
ま
だ
１
５
歳
。
早
め
に
外
国
訪
問
さ
せ
た
い
」
と
。
昭

和
天
皇
は
自
ら
の
退
位
を
見
据
え
て
考
え
て
い
た
。 

こ
の
退
位
発
言
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
か
。
こ
の

問
題
に
詳
し
い
近
代
史
の
研
究
者
吉
田
裕(

一
橋
大
学
特
任
教

授
・
近
現
代
史)

に
分
析
し
て
も
ら
っ
た
。「
あ
あ
ー
、
こ
れ
で

す
ね
、
１
９
４
９
年
、
こ
の
段
階
で
ま
だ
退
位
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
は
全
く
予
想
し
な
か
っ
た
。
１
９
４
８
年
の
末
で
退

位
は
決
着
つ
け
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
後
も
く
す
ぶ
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
ー
退
位
問
題
ー
。
君
主
と
し
て
の
責
任
感

が
あ
っ
て
、
一
つ
は
国
民
に
対
す
る
君
主
と
し
て
の
責
任
、
も

う
一
つ
は
皇
祖
皇
宗
歴
代
の
天
皇
と
天
皇
家
の
祖
先
に
対
す

る
責
任
、
今
ま
で
営
々
と
続
い
て
き
た
国
体
を
、
危
機
に
陥
れ

て
し
ま
い
敗
戦
と
い
う
事
態
を
迎
え
た
そ
の
こ
と
に
対
す
る

道
義
的
な
責
任
、
皇
祖
皇
宗
と
国
民
と
両
方
に
対
す
る
責
任
感

覚
が
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
」
ー
吉
田
教
授
ー 

昭
和
天
皇
の
意
向
を
受
け
て
、
田
島
が
退
位
に
つ
い
て
相
談

し
た
の
は
総
理
大
臣
の
吉
田
茂
だ
っ
た
。
拝
謁
記
に
は
吉
田
茂

の
意
向
が
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
世
の
利
巧
ぶ
る
も

の
が
そ
ん
な
事
を
い
う
の
も
あ
る
が
人
心
の
安
定
上
そ
ん
な

こ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
」
と
。
ー
１
９
５
１
年
８
月
２８
日
ー 
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１
９
５
１
年
１１
月
昭
和
天
皇
は
地
方
巡
幸
に
向
か
っ
た
。
特

別
列
車
の
中
で
、
田
島
は
天
皇
と
忌
憚
の
な
い
話
し
を
し
た
。 

天
皇
「
私
の
退
位
云
々
の
問
題
に
つ
い
て
だ
が
、
帝
王
の
位

と
い
う
も
の
は
不
自
由
な
犠
牲
的
の
地
位
で
あ
る
。
そ
の
位
を

去
る
の
は
、
む
し
ろ
個
人
と
し
て
は
有
難
い
事
と
も
い
え
る
。

現
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
生
物
学
が
や
り
た
い
の
か
と
い

っ
た
事
も
あ
る
。
地
位
に
止
ま
る
の
は
、
易
き
に
就
く
の
で
な

く
、
難
き
に
就
き
困
難
に
直
面
す
る
意
味
で
あ
る
」
と
、 

田
島
「
恐
れ
多
く
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
陛
下
は
法
律
的
に
は

御
責
任
な
き
も
道
義
的
責
任
が
あ
る
と
思
召
さ
れ
、
此
責
任
を

御
は
た
し
に
な
る
の
に
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
位
を
退
か
れ
る
と

い
う
消
極
的
の
や
り
方
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
進
ん
で
日
本
再

建
の
為
に
困
難
な
道
に
敢
え
て
当
た
ろ
う
と
遊
ば
す
事
と
存

じ
ま
す
。
そ
し
て
陛
下
は
困
難
な
る
第
二
の
責
任
を
と
る
事
の

御
気
持
で
あ
る
事
を
拝
し
ま
す
る
し
、
田
島
の
如
き
は
い
ろ
い

ろ
考
え
ま
し
て
そ
の
方
が
日
本
国
の
為
で
あ
り
結
構
な
結
論

と
存
じ
ま
す
る
」
と
、
申
上
げ
、
昭
和
天
皇
と
田
島
は
、
退
位

せ
ず
日
本
国
の
再
建
に
当
る
道
を
選
択
し
た
。
退
位
を
巡
る
昭

和
天
皇
と
田
島
の
判
断
に
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
。 

４
人
の
研
究
者(

４
人
の
分
析
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト)

が
分
析
に

取
り
組
ん
だ
。
そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
日
本
大
学
教
授(

近

現
代
史)

古
川
隆
久
で
、
感
想
を
次
に
よ
う
に
述
べ
た
。 

「
昭
和
天
皇
は
個
人
的
に
は
何
度
も
言
っ
て
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
辞
め
た
ほ
う
が
気
が
楽
に
な
る
と
い
う
の
は
偽
ら
ざ
る

本
心
だ
と
思
い
ま
す
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
退
位
し
た
ほ
う
が

い
い
ん
だ
ろ
う
な
と
、
多
分
昭
和
天
皇
も
分
か
っ
て
い
る
と
思

う
。
本
来
な
ら
退
位
し
て
当
然
の
立
場
で
留
位
す
る
こ
と
が
皇

室
が
国
民
に
認
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
プ
ラ
ス
に
な
る
か
、
す

ご
く
気
に
な
っ
て
い
た
。
国
民
の
意
思
が
決
定
的
に
重
要
だ
と

い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
気
に
し
て
い
る
こ
と
が
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
出
て
く
る
と
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
国
民
に
自

ら
の
立
場
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
の
か
。
昭
和
天
皇
に
と

っ
て
大
き
な
課
題
が
敗
戦
の
道
義
的
責
任
だ
っ
た
」 

１
９
５
１
年
９
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
調
印
翌

年
の
発
効
で
、
７
年
に
及
ん
だ
占
領
が
終
わ
り
日
本
は
独
立
を

回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
独
立
に
辺
り
国
民
に
向
け
て
ど
の
よ

う
に
な
す
べ
き
か
。 

 
 
 

 

１
９
５
１
年
１
月
２４
日 

天
皇
「
講
和
と
な
れ
ば
私
が
演
説
と
か
放
送
と
言
う
か
、
何

か
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
思
う
。
こ
こ
で
私
の
責
任
の
こ
と

だ
が
、
従
来
の
よ
う
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
ゆ
く
か
、
ち
ゃ
ん

と
実
情
を
話
す
か
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
。 

田
島
「
そ
の
点
今
日
か
ら
よ
く
研
究
い
た
し
ま
す
」
お
こ
と

ば
の
検
討
は
田
島
に
託
さ
れ
た
。
１
９
５
２
年
２
月
２
０
日―

こ
れ
以
後
１
年
余
り
、
試
行
錯
誤
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
田
島
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が
起
草
し
た
お
こ
と
ば
案
が
８
つ
残
さ
れ
て
い
た
。(

お
こ
と

ば
案)
で
最
も
古
い
も
の
は
、
１
９
５
２
年
１
月
１５
日
案
で
あ

る
。
５
月
３
日
の
お
こ
と
ば
案
は
、
何
度
も
修
正
さ
れ
た
。
天

皇
は
お
こ
と
ば
案
に
強
く
求
め
て
い
る
文
言
が
あ
っ
た
。 

天
皇
「
反
省
と
い
う
の
は
私
に
も
沢
山
あ
る
。
私
は
ど
う
し

て
も
反
省
と
い
う
字
を
ど
う
し
て
も
入
れ
ね
ば
と
思
う
」
と
、 

昭
和
天
皇
は
田
島
に
戦
争
へ
の
反
省
を
語
っ
た
。―

御
座
所

１
９
５
２
年
２
月
２０
日―

－
そ
の
回
想
は
日
支
事
変
の
回
想

か
ら
始
っ
た
。
「
支
那
事
変
で
酷
い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
ひ
く
い
其
の
筋
で
な
い
者
か
ら
う
す
う
す
聞
い

て
は
い
た
が
、
別
に
表
立
っ
て
誰
も
言
わ
ず
、
従
っ
て
私
は
こ

の
事
を
注
意
も
し
な
か
っ
た
。
市
ヶ
谷
裁
判
で
公
に
な
っ
た
こ

と
を
見
れ
ば
実
に
酷
い
。
日
中
戦
争
の
最
中
に
起
き
た
南
京
事

件
。―

南
京
陥
落
１
９
３
７
年
１２
月―

日
本
軍
は
掠
奪
、
暴
行

を
行
い
、
一
般
市
民
や
捕
虜
を
虐
殺
し
た
。
事
件
は
戦
後
、
東

京
裁
判
で
問
題
と
な
っ
た
。 

天
皇
「
私
の
と
ど
か
ぬ
事
で
は
あ
る
が
、
軍
も
政
府
も
国
民

も
す
べ
て
に
、
下
克
上
と
か
、
軍
部
の
専
横
を
見
逃
す
と
か
、

皆
反
省
す
れ
ば
わ
る
い
事
が
あ
る
、
そ
れ
ら
を
皆
が
反
省
し
て

繰
り
返
し
た
く
な
い
も
の
だ
と
い
う
意
味
も
、
私
が
言
う
こ
と

の
う
ち
に
う
ま
く
書
い
て
ほ
し
い
と
思
う
。」
と
い
っ
た
。 

田
島
「
其
の
点
は
目
下
一
生
懸
命
作
文
を
練
っ
て
居
り
ま

す
」
と
、
田
島
は
、
天
皇
の
求
め
に
応
じ
て
反
省
の
文
言
を
書

き
加
え
た
。
過
去
の
推
移
を
三
省
し
、
誓
っ
て
過
ち
を
再
び
せ

ざ
る
よ
う
、
戒
慎
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ー
３
月
４
日
案
ー 

反
省
し
た
い
「
過
去
の
推
移
」
と
は
何
な
の
か
。
「
拝
謁
記
」

の
中
で
昭
和
天
皇
は
太
平
洋
戦
争
に
至
る
道
を
何
度
も
田
島

に
語
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
張
作
霖(

ち
ょ
う
さ
く
り
ん)

爆
殺
事

件
に
遡
る
。
１
９
２
８
年
旧
満
州
の
軍
閥
張
作
霖
を
関
東
軍
が

列
車
ご
と
爆
殺
し
た
。
事
件
を
曖
昧
に
処
理
し
よ
う
と
し
た
総

理
大
臣
の
田
中
義
一
を
昭
和
天
皇
は
叱
責
し
た
が
、
首
謀
者
が

停
職
に
な
っ
た
だ
け
で
真
相
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
３
年
後
、
関
東
軍
は
独
断
で
満
州
事
変
を
起
こ
し
１
９
３
１

年
ー
政
府
も
其
れ
を
追
認
し
た
。 

昭
和
天
皇
は
下
克
上
と
も
い
え
る
状
況
を
憂
い
た
。
「
考
え

れ
ば
、
下
克
上
を
全
く
根
絶
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
田
中
内
閣

の
と
き
に
張
作
霖
爆
死
を
厳
罰
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
」
。

陸
軍
の
青
年
将
校
た
ち
が
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
二
・
二
六
事

件
。
１
９
３
６
年
。
天
皇
は
厳
罰
を
指
示
し
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ

た
が
軍
部
の
台
頭
が
更
に
強
ま
っ
て
ゆ
く
。
天
皇
「
青
年
将
校

た
ち
は
私
を
か
つ
ぐ
け
れ
ど
私
の
真
意
を
少
し
も
尊
重
し
な

い
。
軍
部
の
や
る
事
は
あ
の
時
分
は
真
に
無
茶
で
軍
部
の
姿
勢

は
誰
で
も
止
め
得
な
か
っ
た
と
思
う
」
。
そ
の
後
日
本
は
泥
沼

の
日
中
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
ゆ
く
。 

１
９
３
７
年
７
月―
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１
９
４
１
年
１
０
月
に
成
立
し
た
東
条
内
閣
は
、
１
２
月
つ

い
に
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
宣
戦
布
告
。
太
平
洋
戦
争
が

は
じ
ま
っ
た
。 

天
皇
「
東
条
内
閣
の
時
は
既
に
、
病
が
進
ん
で
最
早
ど
う
す

る
事
も
で
き
ぬ
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
た
。
終
戦
で
戦
争
を
止

め
る
位
な
ら
、
宣
戦
前
か
或
い
は
も
っ
と
早
く
止
め
る
事
が
出

来
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
い
を
退
位
論
者
で
な
く
と

も
疑
問
を
持
つ
と
思
う
し
、
又
、
首
相
を
か
え
る
事
は
大
権
で

出
来
る
事
故(

こ
と
ゆ
え)

な
ぜ
し
な
か
っ
た
か
と
疑
う
向
き

も
あ
る
と
思
う
が
」 

田
島
「
そ
れ
は
勿
論
あ
る
と
思
い
ま
す
」 

天
皇
「
い
や
、
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
が
事
の
実
際
と
し
て
は
、

下
克
上
で
と
て
も
出
来
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
、
語
っ

て
い
る
。
ー
御
文
庫
１
９
５
１
年
１２
月
１７
日―
か
ら
。 

 

 

研
究
グ
ル
ー
プ
の
日
大
の
古
川
教
授
は
「
深
い
後
悔
の
念
を

誰
か
に
話
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
。

い
か
に
そ
の
局
面
が
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
、
自
分
と
し
て
残
念
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
だ

と
思
う
。
そ
の
量
が
多
い
の
は
そ
れ
だ
け
昭
和
天
皇
の
後
悔
反

省
が
多
か
っ
た
。
戦
後
で
も
実
は
、
戦
前
戦
中
に
生
き
て
い
る

と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
暮
ら
し
振
り
だ
っ
た
。
憲
法
上
あ
る

い
は
世
間
の
常
識
か
ら
見
れ
ば
統
治
権
の
総
欖
者
天
皇
は
主

権
者
で
し
た
か
ら
、
あ
の
大
事
な
場
面
は
天
皇
が
何
と
か
す
べ

き
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
だ
ろ
う

と
昭
和
天
皇
は
考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た

の
か
、
自
分
な
り
に
納
得
で
き
る
答
え
を
探
し
て
い
る
の
が
あ

の
資
料
か
ら
伺
え
る
か
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。 

昭
和
天
皇
の
、
深
い
後
悔
の
言
葉
を
受
け
止
め
た
田
島
は
、

お
こ
と
ば
を
書
き
直
し
た
。
１
９
５
２
年
２
月
２６
日―

。 

天
皇
「
琉
球
を
失
っ
こ
と
は
書
い
て
あ
っ
た
か
」。 

田
島
「
残
念
と
は
直
接
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
国
土
を
失
い
、
と

あ
り
ま
す
。 

天
皇
「
そ
う
か
、
そ
れ
は
よ
ろ
し
い
が
戦
争
犠
牲
者
に
対
す

る
厚
生
を
書
い
て
あ
る
か
」。 

田
島
「
犠
牲
を
重
ね
と
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
厚
生
の
こ
と

は
あ
る
時
の
案
に
は
あ
り
ま
し
た
が
削
り
ま
し
た
。
と
申
上
げ

ま
す
の
は
万
一
政
治
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
わ
る
い
と
思
い

ま
し
た
か
ら
で
す
が
、
之
は
大
切
の
事
ゆ
え
又
よ
く
考
え
ま

す
」 天

皇
「
犠
牲
者
に
対
し
同
情
に
堪
え
な
い
と
い
う
感
情
を
の

べ
る
事
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
問
題
に
な
る
こ
と
は
な

い
と
思
う
が
」 

 

日
本
人
だ
け
で
３
１
０
万
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
太
平
洋
戦

争
、
中
で
も
沖
縄
で
は
県
民
の
４
人
に
１
人
が
亡
く
な
っ
た
。
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日
本
が
独
立
し
た
後
も
米
軍
の
占
領
が
つ
づ
い
た
。
３
月
４
日
、

田
島
は
天
皇
の
意
向
を
受
け
て
「
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
見
ま
す
か

ら
訂
正
を
要
す
る
と
こ
ろ
を
仰
せ
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
。 

《
事
、
志
と
違
い
、
時
流
の
激
す
る
と
こ
ろ
兵
を
列
強
と
交
え

て
遂
に
悲
惨
な
る
敗
戦
を
招
き
、
国
土
を
失
い
、
犠
牲
を
重
ね
、

か
っ
て
無
き
不
安
と
困
苦
の
道
を
歩
む
に
至
っ
た
こ
と
は
遺

撼
の
極
み
で
あ
り
，
日
夜
之
を
思
う
て
悲
痛
極
ま
り
な
く
、
寝

食
安
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
無
数
の
戦
争
犠
牲
者
に
対
し
深
厚

な
る
哀
悼
と
同
情
の
意
を
表
す
る
と
同
時
に
過
去
の
推
移
を

三
省
し
誓
っ
て
過
ち
を
再
び
せ
ざ
る
よ
う
戒
慎
せ
ね
ば
な
ら

な
い
》
修
正
文
を
読
み
上
げ
る
と
昭
和
天
皇
は
、
す
か
さ
ず 

天
皇
「
内
外
に
た
い
す
る
感
謝
、
戦
争
犠
牲
者
に
対
す
る
同

情
お
よ
び
反
省
の
点
は
よ
ろ
し
い
。
内
閣
へ
相
談
し
て
余
り
変

え
ら
れ
た
く
な
い
ネ
ー
」
御
座
所
１
９
５
２
年
３
月
１０
日―

 

田
島
は
部
下
の
宮
内
庁
幹
部
に
意
見
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、

修
正
を
求
め
る
声
が
上
が
っ
た
。
此
れ
を
田
島
は
説
明
し
た
。 

田
島
「
主
な
二
、
三
の
反
対
を
強
く
致
し
ま
し
た
が
、
其
の

第
一
は
「
事
志
と
違
い
」
を
削
除
す
る
と
い
う
事
で
あ
り
ま
し

た
。
何
か
、
感
じ
が
よ
く
な
い
と
の
事
で
あ
り
ま
す
」 

天
皇
「
ど
う
し
て
感
じ
が
よ
く
な
い
の
だ
ろ
う
。
私
は
、
豈

朕
が
志
し
な
ら
ん
や
、
と
い
う
こ
と
を
特
に
入
れ
て
貰
っ
た
の

だ
し
、
そ
れ
を
言
っ
て
ど
こ
が
わ
る
い
の
だ
ろ
う
」 

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
，
事
志
し
と
違
い
、
太
平
洋
戦

争
は
天
皇
の
志
し
と
違
っ
て
始
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
天
皇
は
、
開
戦
の
詔
書
で
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
た
。 

「
今
や
不
幸
に
し
て
米
英
両
国
と
き
ん
た
ん(

戦
争
の
始
ま

り)

を
開
く
に
至
る
。
豈
朕
が
志
し
な
ら
ん
や
。
米
英
と
の
戦

争
が
私
の
志
し
と
い
え
よ
う
か
」
と
。
昭
和
天
皇
は
、
戦
争
が

自
ら
の
志
と
異
な
っ
て
始
り
、
東
条
英
樹
に
平
和
が
望
み
だ
と

伝
え
て
い
た
。 

天
皇
「
私
は
あ
の
時
、
東
条
英
樹
に
ハ
ッ
キ
リ
米
英
両
国
と

袂
を
分
つ
と
い
う
事
は
実
に
忍
び
な
い
と
い
っ
た
の
だ
か
ら
」 

田
島
「
陛
下
が
豈
朕
が
志
な
ら
ん
や
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
て

も
、
結
局
、
陛
下
の
御
名
御
璽
の
詔
書
で
仰
せ
出
し
に
な
り
ま

し
た
こ
と
故
、
表
面
的
に
は
陛
下
に
よ
っ
て
戦
い
が
宣
せ
ら
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
志
で
な
け
れ
ば
戦
い
を
宣
さ
れ
な
け

れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
理
屈
に
な
り
ま
す
。
田
島
は
、

た
と
え
、
平
和
を
念
じ
て
い
て
も
実
際
に
は
天
皇
の
名
で
開
戦

を
裁
可
し
た
も
の
だ
か
ら
、
事
志
と
違
い
と
言
う
の
は
唯
の
弁

解
に
な
る
と
思
い
ま
す
。」
と
、
い
ま
し
め
を
申
上
げ
て
い
る
。 

一
橋
大
学
の
吉
田
教
授
は
「
す
ご
い
微
妙
な
問
題
で
す
け
れ

ど
自
分
の
志
し
と
し
て
は
平
和
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
よ
ね
。
開
戦
で
言
え
ば
１
９
４
１
年
９
月
６
日
の
御
前
会

議
ま
で
は
、
昭
和
天
皇
は
明
ら
か
に
迷
っ
て
い
ま
す
、
軍
の
強
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硬
派
に
対
す
る
警
戒
心
が
あ
っ
て
、
た
め
ら
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
け
ど
、
そ
の
後
は
消
極
的
な
形
で
あ
る
に
せ
よ
、
開
戦
は

已
む
な
し
と
考
え
た
の
は
事
実
だ
と
思
う
。
最
終
的
に
軍
の
意

思
に
同
調
す
る
形
に
な
る
、
そ
の
部
分
は
ち
ょ
っ
と
落
ち
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
ね
」
と
言
っ
て
い
る
。 

 

田
島
は
大
学
時
代
、
国
際
親
善
と
平
和
を
説
い
た
新
渡
戸
稲

造(

に
と
べ
い
な
ぞ
う)
に
学
ん
だ
。
戦
争
中
か
ら
軍
部
に
批
判

的
だ
っ
た
。
や
は
り
田
島
は
民
間
人
で
民
間
の
組
織
の
責
任
の

あ
り
方
を
分
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ(

弁
解)

を
普
通
の
人
達

に
言
っ
た
ら
、
わ
か
っ
て
貰
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
、
天
皇
の
立
場
で
そ
れ
を
言
っ
て
し
ま
う
と
、
他
に
責
任

転
嫁
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
外
に
は
言
わ
な

い
ほ
う
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま

さ
に
あ
れ
は
昭
和
天
皇
の
偽
ら
ざ
る
信
頼
で
き
る
人
だ
け
に

言
え
る
本
音
の
一
つ
だ
ろ
う
。―

３
月
４
日
案―

結
局
、
田
島

は
、
事
志
し
と
違
い
を
、
勢
い
の
赴
く
と
こ
ろ
に
改
め
た
。―

３
月
１７
日
案―

戦
争
へ
の
反
省
を
巡
っ
て
対
話
を
進
め
る
中

で
、
天
皇
が
何
度
も
口
に
し
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
陸
軍
を

中
心
に
政
治
を
左
右
し
た
軍
閥
や
陸
軍
へ
の
不
満
だ
。 

天
皇
「
私
は
再
軍
備
に
よ
っ
て
旧
軍
閥
式
の
軍
が
再
台
頭
す

る
の
は
絶
対
に
い
や
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
１
９
５
０
年
６
月

朝
鮮
戦
争
が
勃
発
。
此
れ
を
キ
ッ
カ
ケ
に
日
本
で
は
再
軍
備
に

む
け
た
論
議
が
始
る
。
警
察
予
備
隊
発
足
１
９
５
０
年
８
月―

、

予
備
隊
が
旧
軍
と
同
じ
捧
げ
銃(

さ
さ
げ
つ
つ)

を
行
な
っ
て

い
る
の
を
見
た
天
皇
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。 

天
皇
「
と
も
す
る
と
、
昔
の
軍
に
返
る
よ
う
な
気
持
ち
を
持

つ
と
も
思
え
る
か
ら
、
私
は
例
の
声
明
メ
ッ
セ
イ
ジ
に
は
反
省

す
る
と
い
う
文
句
は
入
れ
た
方
が
良
い
と
思
う
」
と
。 

当
時
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
に
再
軍
備
を
強
く
求
め
て
い
た
。

１
９
５
１
年
、
吉
田
・
ジ
ョ
ン-

フ
ォ
ス
タ
ー-

ダ
レ
ス
会
談
ー

し
か
し
首
相
吉
田
茂
は
ア
メ
リ
カ
の
ダ
レ
ス
に
対
し
消
極
的

な
姿
勢
を
示
し
た
。
経
済
的
な
復
興
を
優
先
し
た
か
ら
で
あ
る
。

吉
田
は
証
言
し
て
い
る
。
１
９
５
５
年
録
音
。
「
ダ
レ
ス
が
来

た
時
だ
っ
た
か
な
、
再
軍
備
で
、
冗
談
言
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
、

そ
う
言
っ
て
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
私
は
ね
再
軍
備
な
ど
も
っ
て

の
ほ
か
だ
と
、
日
本
の
実
情
を
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と

と
を
言
う
ん
だ
と
、
出
来
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
本
人
ダ
レ
ス
の

前
で
そ
う
言
っ
た
ん
で
す
よ
。
日
本
と
し
て
は
、
な
る
べ
く
あ

い
つ
を
利
用
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
っ
か
ぶ
せ
て
、
そ
し
て
倹
約

し
よ
う
」
と
。
ダ
レ
ス
の
要
求
に
応
じ
な
い
吉
田
首
相
、
我
が

党
は
再
軍
備
は
い
た
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
職
追
放
を

解
除
さ
れ
た
保
守
政
治
家
ー
鳩
山
一
郎―

た
ち
は
、
改
憲
し
た

上
で
の
再
軍
備
を
主
張
し
て
ゆ
く
。
日
本
に
あ
る
警
察
予
備
隊

は
巡
査
？
兵
隊
？
な
の
か
、
こ
れ
は
軍
隊
で
あ
る
か
ら
憲
法
改
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正
は
必
要
だ
ろ
う
。(

拍
手
歓
声)

 
こ
う
し
た
な
か
で
、
天
皇
は
田
島
に
ど
の
よ
う
な
考
え
を
伝

え
て
い
た
の
か
。 

天
皇
は
旧
軍
閥
の
復
活
に
反
対
し
な
が
ら
も
朝
鮮
戦
争
の

さ
な
か
、
共
産
勢
力
の
進
出
を
御
心
配
し
て
い
た
。
「
軍
備
と

い
っ
て
も
、
国
と
し
て
独
立
す
る
以
上
必
要
で
あ
る
。
軍
備
の

点
だ
け
公
明
正
大
に
堂
々
と
改
正
し
て
、
や
っ
た
方
が
い
い
様

に
思
う
」 

天
皇
は
再
軍
備
に
つ
い
て
、
何
度
も
田
島
に
相
談
し
て
い
た
。 

天
皇
「
吉
田
に
は
再
軍
備
の
件
は
事
憲
法
を
改
正
す
る
べ
き

だ
と
い
う
事
を
、
質
問
す
る
よ
う
に
で
も
言
わ
ん
方
が
い
い
ん

だ
ろ
う
ネ
ー
」
。
と
気
を
つ
か
わ
れ
て
い
る
。 

再
軍
備
を
巡
っ
て
、
異
な
る
意
見
を
持
つ
天
皇
と
吉
田
茂
。 

―

歴
史
家
秦
郁
彦
談―

研
究
者
は
次
の
よ
う
に
読
み
解
く
。 

「
こ
こ
で
ね
、
日
本
の
安
全
保
障
に
対
す
る
昭
和
天
皇
の
こ
だ

わ
り
、
憲
法
９
条
を
改
正
し
て
再
軍
備
を
す
る
。
主
権
国
家
と

し
て
当
然
で
は
な
い
ん
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
旧
陸
軍
の
復
活

は
ダ
メ
だ
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
吉
田
は
独
自

に
再
軍
備
の
構
想
を
持
っ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
警
察
予
備
隊
が

で
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
け
ど
、
日
本
の
経
済
力
が
足
り
な

い
う
ち
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
待
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
意
味
を
こ
め
て
、
再
軍
備
反
対
を
唱
え
た
ん
で
す
ね
」。 

質
問
と
言
う
形
で
吉
田
茂
に
度
々
意
見
を
伝
え
よ
う
と
す
る

天
皇
を
、
田
島
は
次
の
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。 

田
島
「
そ
う
い
う
こ
と
は
政
治
向
き
の
こ
と
故
、
陛
下
が
ご

意
見
を
御
出
し
に
な
り
ま
せ
ぬ
方
が
よ
ろ
し
い
と
存
じ
ま
す
。

た
と
い
吉
田
首
相
に
で
も
御
ふ
れ
に
な
ら
ぬ
方
が
宜
し
い
と

存
じ
ま
す
」
と
。
明
治
憲
法
で
は
、
「
天
皇
は
、
神
聖
に
し
て

侵
す
べ
か
ら
ず
」
と
さ
れ
、
大
権
を
持
っ
た
君
主
で
あ
っ
た
。

戦
後
、
新
憲
法
で
象
徴
と
な
っ
て
も
昭
和
天
皇
は
総
理
大
臣
に

内
奏
を
求
め
、
政
治
や
外
交
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
さ
れ
た
。 

一
橋
大
学
の
吉
田
裕
教
授
は
「
二
つ
の
憲
法
を
生
き
た
天
皇

な
の
で
昭
和
天
皇
は
、
明
治
憲
法
と
日
本
国
憲
法
、
明
治
憲
法

の
時
代
の
意
識
が
必
ず
し
も
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が

有
り
ま
す
。
元
首
と
し
て
の
自
意
識
そ
れ
が
一
本
ず
っ
と
あ
っ

て
、
い
ろ
ん
な
問
題
に
つ
い
て
自
分
の
意
思
を
表
示
し
よ
う
と

す
る
、
そ
れ
に
対
し
田
島
は
日
本
国
憲
法
の
下
で
象
徴
天
皇
制

を
位
置
づ
け
て
い
く
と
い
う
ハ
ッ
キ
リ
し
た
問
題
意
識
を
持

っ
て
い
ま
す
の
で
、
政
治
に
関
す
る
よ
う
な
問
題
を
天
皇
が
言

う
の
は
絶
対
ダ
メ
と
い
う
意
思
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
象
徴

天
皇
制
の
枠
の
中
に
天
皇
を
言
葉
は
わ
る
い
で
す
け
れ
ど
も
、

押
し
止
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
か
な
り
厳
し
い
こ

と
も
諌
め
る
よ
う
な
事
を
繰
り
返
し
申
し
述
べ
て
。
日
本
憲
法

の
下
で
の
天
皇
制
、
天
皇
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
此
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の
こ
と
は
、
田
島
の
一
貫
し
た
責
任
感
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
と
、

感
じ
ま
す
ね
。 

 

１
９
５
２
年
３
月
４
日
、
田
島
は
総
理
大
臣
吉
田
茂
を
訪
ね
、

お
こ
と
ば
案
を
説
明
し
た
。
吉
田
茂
は
お
こ
と
ば
案
に
つ
き
、

述
べ
た
。
「
大
体
結
構
で
あ
る
が
、
い
ま
少
し
積
極
的
に
新
日

本
の
理
想
と
い
う
も
の
を
力
強
く
表
わ
し
て
頂
き
た
い
」
と
、 

―

お
こ
と
ば
３
月
１７
日
案―

吉
田
の
こ
の
求
め
に
応
じ 

田
島
は
「
新
憲
法
の
精
神
を
発
揮
し
、
新
日
本
建
設
の
使
命
を

達
成
す
る
こ
と
は
、
期
し
て
待
つ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
」
と
、

新
憲
法
の
文
字
を
加
へ
た
。―

３
月
３１
日―

お
こ
と
ば
の
最
終

案
が
出
来
上
が
っ
た
。
田
島
は
そ
れ
を
大
磯
に
い
る
吉
田
茂
あ

て
速
達
で
郵
送
し
た
。
お
こ
と
ば
案
を
吉
田
首
相
は
吟
味
。
１

９
５
２
年
４
月
１８
日―

田
島
の
も
と
へ
思
わ
ぬ
手
紙
が
届
い

た
。
田
島
は
早
速
、
天
皇
に
奏
上
し
た
。 

田
島
「
一
昨
日
夕
方
、
手
紙
が
参
り
ま
し
た
。
所
が
、
一
節

全
体
を
削
除
願
い
た
い
と
い
う
申
し
出
で
あ
り
ま
し
た
。
其
れ

は
此
の
節
で
あ
り
ま
す
。
『
勢
い
の
赴
く
と
こ
ろ
、
兵
を
列
国

と
交
え
て
敗
れ
、
人
命
を
失
い
、
国
土
を
縮
め
、
遂
に
か
っ
て

無
き
不
安
と
困
苦
と
を
招
く
に
至
っ
た
こ
と
は
、
遺
憾
の
極
み

で
あ
り
、
国
史
に
成
跡
に
顧
み
て
悔
恨
悲
痛
、
寝
食
為
に
安
か

ら
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
』」 

そ
こ
に
は
赤
鉛
筆
で
記
さ
れ
た
吉
田
茂
の
削
除
の
文
字
が

あ
っ
た
。
そ
こ
は
天
皇
が
戦
争
へ
の
悔
恨
を
示
し
た
重
要
な
部

分
で
あ
る
。
吉
田
が
削
除
を
求
め
た
背
景
に
は
、
当
時
、
再
燃

し
よ
う
と
し
て
い
た
退
位
論
が
あ
っ
た
。 

１
９
５
２
年
１
月
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
中
曽
根
康
弘

衆
議
院
議
員
が
質
問
し
た
「
も
し
天
皇
御
み
ず
か
ら
の
御
意
思

で
ご
退
位
あ
そ
ば
さ
れ
る
な
ら
、
平
和
条
約
発
効
の
日
が
最
も

適
当
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」
と
、
吉
田
首
相
「
こ
れ

を
希
望
す
る
が
ご
と
き
者
は
非
国
民
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」

と
応
酬
し
た
。
田
島
は
天
皇
に
此
の
退
位
論
の
懸
念
を
伝
え
た
。 

田
島
「
要
す
る
に
、
折
角
今
声
を
ひ
そ
め
て
い
る
御
退
位
説

を
又
呼
び
覚
ま
す
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
が
あ
る
と
言
う

事
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
は
最
早
、
戦
争
と
か
敗
戦
と
か
い
う

事
は
言
っ
て
頂
き
た
く
な
い
気
が
し
ま
す
。
領
土
の
問
題
が
、

困
苦
に
な
っ
た
と
言
う
事
は
、
今
日
申
し
て
は
天
皇
責
任
論
に

ひ
っ
か
か
り
が
出
来
る
気
が
す
る
、
と
の
話
で
あ
り
ま
し
た
。

其
の
次
の
勢
い
の
赴
く
所
以
下
は
、
兎
に
角
戦
争
を
御
始
め
に

な
っ
た
責
任
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
申
す
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。
田
島
と
し
ま
し
て
は
、
昨
年
来
、
陛
下
が
国
民

に
真
情
を
告
げ
た
い
と
い
う
思
し
召
し
の
出
発
点
が
消
え
て

了
っ
て
は
困
り
ま
す
と
い
う
事
で
、
一
応
別
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
御
思
召
し
御
感
じ
の
程
は
如
何
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
」 

天
皇
「
私
は
そ
こ
で
、
反
省
を
皆
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
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思
う
。
矢
張
り
戦
争
が
意
思
に
反
し
て
行
な
わ
れ
、
其
の
結
果

が
こ
ん
な
に
な
っ
た
と
言
う
事
を
前
に
書
い
て
あ
る
か
ら
分

か
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
し
で
は
い
か
ぬ
」
と
、
言
わ
れ
る
。 

 

吉
田
首
相
の
一
節
削
除
は
何
を
反
省
す
る
の
か
が
曖
昧
に

な
る
変
更
で
あ
っ
た
。―

御
座
所
１
９
５
２
年
４
月
２１
日―

天

皇
は
、
な
お
も
戦
争
の
反
省
に
こ
だ
わ
っ
た
。 

天
皇
「
あ
れ
か
ら
ず
っ
と
考
え
た
の
だ
が
、
総
理
が
困
る
と

い
え
ば
不
満
だ
け
れ
ど
仕
方
が
無
い
と
し
て
も
、
私
の
念
願
と

言
う
こ
と
か
ら
、
つ
づ
け
て
遺
憾
な
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
に
し
て
、
反
省
の
と
こ
ろ
へ
つ
づ
け
る
と
言
う
事
は
出
来
ぬ

も
の
か
」
と
。
田
島
は
普
段
と
異
な
る
天
皇
を
記
し
て
い
る
。

『
御
不
満
と
い
う
こ
と
』
で
あ
ろ
う
。 

田
島
「
終
戦
ま
で
の
こ
と
は
、
終
戦
の
時
の
御
詔
勅
で
一
先

ず
す
み
と
い
た
し
ま
し
て
、
む
し
ろ
今
後
の
明
る
い
方
面
の
こ

と
を
、
主
と
し
て
言
っ
て
頂
き
た
い
と
い
う
方
の
考
え
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
際
、
戦
争
と
か
敗
戦
と
か
い
う
、
生
々
し
い
こ
と

は
避
け
た
い
と
い
う
い
み
で
あ
り
ま
す
」 

天
皇
「
然
し
戦
争
の
こ
と
を
言
わ
な
い
で
反
省
の
事
が
ど
う

し
て
つ
な
ぐ
か
」 

田
島
「
戦
争
の
こ
と
に
関
し
て
明
示
が
な
い
以
上
ぼ
ん
や
り

致
し
ま
す
が
、
反
省
す
べ
き
こ
と
が
何
だ
と
い
う
事
は
分
か
る

と
思
い
ま
す
」
と
申
上
げ
る
と
、
別
に
何
と
も
仰
せ
な
く
、
曇

っ
た
表
情
に
拝
す
。
吉
田
の
削
除
に
不
満
を
隠
さ
な
い
昭
和
天

皇
で
あ
っ
た
。
此
の
と
き
、
式
典
は
１
２
日
に
迫
っ
て
い
た
。

田
島
は
詳
細
な
メ
モ
を
作
っ
て
準
備
し
た
。
こ
の
メ
モ
を
も
と

に
田
島
は
天
皇
へ
の
最
後
の
説
得
に
望
ん
だ
。
そ
の
要
点
は
次

の
と
お
り
だ
っ
た
。
『
国
政
の
重
大
事
、
政
府
の
意
思
尊
重
の

要
、
祝
典
の
祝
辞
に
、
余
り
暗
い
面
は
避
け
た
し
。
遺
憾
の
意

表
明
、
則
ち
退
位
論
に
直
結
す
る
の
恐
れ
、
お
こ
と
ば
ー
に
つ

き
ま
し
て
、
田
島
が
職
責
上
、
一
人
の
責
任
を
も
ち
ま
し
て
』 

田
島
「
や
は
り
総
理
申
し
出
の
と
お
り
、
あ
の
一
節
を
削
除

願
っ
た
方
が
よ
ろ
し
い
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し
た
。
国
政
の

責
任
者
で
あ
る
首
相
の
意
思
は
重
ん
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
思
い
ま
す
。」 

天
皇
「
長
官
が
い
ろ
い
ろ
、
そ
う
や
っ
て
考
え
た
末
だ
か
ら
、

そ
れ
で
よ
ろ
し
い
」 

田
島
「
御
思
召
し
を
一
年
近
く
承
り
な
が
ら
、
今
頃
こ
ん
な

不
手
際
に
御
心
配
お
か
け
し
、
御
不
満
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
も
の

を
御
許
し
願
い
、
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
」 

天
皇
「
い
や
大
局
か
ら
見
て
、
私
は
こ
の
方
が
良
い
と
思
う
」 

田
島
は
「
新
し
い
憲
法
の
下
で
象
徴
と
な
っ
た
天
皇
は
内
閣

総
理
大
臣
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
だ
」
と
伝
え
た
。 

日
本
大
学
古
川
教
授
は
「
天
皇
が
心
の
底
か
ら
納
得
し
た
か

ど
う
か
は
、
ち
ょ
っ
と
別
で
す
け
れ
ど
も
、
田
島
は
当
時
の
政
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府
の
当
局
者
で
あ
る
吉
田
茂
首
相
と
と
こ
と
ん
話
し
合
っ
て

納
得
し
て
や
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
象
徴
天
皇
制
の
枠

の
中
で
、
天
皇
が
ど
こ
ま
で
政
治
的
な
発
言
が
で
き
る
か
、
初

め
て
の
具
体
的
な
例
、
結
局
、
な
る
べ
く
具
体
的
な
事
は
言
わ

な
い
方
向
が
ベ
ス
ト
だ
ろ
う
と
、
落
着
い
て
い
っ
た
過
程
が
こ

の
資
料
で
見
え
る
」
と
い
っ
て
い
る
。 

１
９
５
２
（
昭
和
２７
）
年
４
月
２８
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

平
和
条
約
発
効
し
日
本
は
独
立
を
回
復
。
３
月
３
日
皇
居
前
広

場
で
式
典
が
行
な
わ
れ
約
４
万
人
が
集
ま
っ
た
。 

昭
和
天
皇
は
国
民
の
前
で
ー
お
こ
と
ば
ー
を
述
べ
た
。 

天
皇
「
さ
き
に
万
世
の
た
め
に
太
平
を
開
か
ん
と
決
意
し
、

四
国
共
同
宣
言
を
受
諾
し
て
以
来
年
を
け
み
す
る
こ
と
七
年
、

米
国
を
始
め
連
合
国
の
好
意
と
国
民
不
屈
の
努
力
と
に
よ
っ

て
つ
い
に
こ
の
喜
び
の
日
を
迎
う
る
こ
と
を
得
ま
し
た
。
こ
こ

に
内
外
の
協
力
と
誠
意
と
に
対
し
、
衷
心
感
謝
す
る
と
共
に
戦

争
に
よ
る
無
数
の
犠
牲
者
に
対
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
深
甚
な

る
哀
悼
と
同
情
の
意
を
表
し
ま
す
。
又
こ
の
際
既
往
の
推
移
を

深
く
省
み
、
相
共
に
戒
慎
し
、
過
ち
を
ふ
た
た
び
せ
ざ
る
こ
と

を
堅
く
心
に
銘
ず
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
新
憲
法
の
精
神

を
発
揮
し
、
新
日
本
建
設
の
使
命
を
達
成
し
得
る
こ
と
、
期
し

て
待
つ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
に
当
り
身
寡
薄
な
れ
ど
も

過
去
に
顧
み
、
世
論
に
察
し
沈
思
熟
慮
、
あ
え
て
自
ら
を
励
ま

し
て
負
荷
の
重
き
に
た
え
ん
こ
と
を
期
し
、
日
夜
唯
及
ば
ざ
る

こ
と
を
恐
れ
る
の
み
で
あ
り
ま
す
」 

万
歳
！
万
歳
！
万
歳
！ 

 

新
聞
は
、
退
位
説
に
終
止
符
を
う
ち
決
意
を
新
に
独
立
を
祝

う
と
報
じ
た
。
こ
の
、
お
こ
と
ば
は
そ
の
後
の
日
本
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。 

 

一
橋
大
学
吉
田
教
授
は
「
道
義
的
な
責
任
を
認
め
て
わ
び
る 

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
明
ら
か
に
消
え
て
い
ま
す
。
重
い
責
任
を
あ
え

て
背
負
う
形
で
引
き
続
き
天
皇
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
議

論
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
天
皇
の
責
任
の
所
在
を
天
皇
自
身
が

明
ら
か
に
す
る
『
お
こ
と
ば
』
が
あ
れ
ば
戦
争
に
協
力
し
た
国

民
の
責
任
も
含
め
て
議
論
が
は
じ
ま
り
ま
す
よ
ね
、
そ
れ
も
大

き
な
問
題
、
も
し
出
さ
れ
て
い
れ
ば
、
す
べ
て
の
責
任
を
昭
和

天
皇
だ
け
に
押
し
付
け
る
訳
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、

戦
前
戦
後
を
生
き
て
き
た
政
治
家
や
戦
争
に
協
力
し
た
国
民

の
責
任
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
そ
う
い
う
問
題
に
も
発
展
し
て

ゆ
く
可
能
性
の
あ
る
問
題
だ
と
思
う
。
曖
昧
な
形
で
処
理
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
は
悔
や
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
ね
」 

 

歴
史
家
秦
育
彦
氏
に
よ
れ
ば
「
結
局
、
う
や
む
や
の
内
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
に
と
っ
て
は
非
常
に
心
苦
し
か

っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
昭
和
天
皇
は
せ
め
て
国

民
に
対
す
る
い
わ
ば
、
お
わ
び
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
言
葉
を

入
れ
た
か
っ
た
と
、
だ
け
ど
吉
田
は
「
そ
ん
な
も
の
は
入
れ
る
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な
」
と
言
う
。
ち
ょ
う
ど
朝
鮮
戦
争
の
特
需
が
あ
り
ま
し
て
ね

そ
れ
で
景
気
が
回
復
さ
れ
て
経
済
成
長
路
線
に
踏
み
出
し
て

い
く
、
そ
う
い
う
未
来
が
見
え
て
き
た
。
で
す
か
ら
国
民
も
大

多
数
、
ど
ん
底
か
ら
這
い
出
て
、
経
済
成
長
路
線
に
ど
う
や
ら

乗
っ
た
ら
し
い
と
、
み
ん
な
前
の
ほ
う
に
希
望
を
託
す
世
相
に

な
っ
た
」
と
当
時
の
日
本
を
取
り
巻
く
環
境
に
触
れ
て
い
る
。 

１
９
５
３
年
１２
月
、
田
島
は
宮
内
庁
長
官
の
職
を
退
き
、
そ

の
後
、
ソ
ニ
ー
の
会
長
に
就
い
た
。 

１
９
６
０
年
９
月
、
御
成
婚
直
後
の
皇
太
子
夫
妻
が
ソ
ニ
ー

の
工
場
を
訪
れ
た
。
迎
え
る
会
長
の
田
島
道
治(

７５
歳)

。 

初
め
て
の
民
間
出
身
の
皇
太
子
妃
誕
生
に
つ
い
て
。
田
島
は
、

そ
の
選
定
に
も
貢
献
が
あ
っ
た
。
田
島(

１
８
８
５
～
１
９
６

８)

は
８５
才
で
没
。
戦
後
４０
年
以
上
も
の
永
い
間
、
象
徴
と
し

て
国
民
と
歩
み
を
共
に
し
た
昭
和
天
皇
は
、
１
９
８
９
年
、
８７

歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
昭
和
か
ら
平
成
そ
し
て
令
和
へ
受

け
継
が
れ
て
き
た
象
徴
天
皇
。
そ
の
出
発
点
を
記
録
し
た
「
拝

謁
記
」
に
田
島
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

「
新
し
き
皇
室
と
国
民
と
の
関
係
を
、
理
想
的
に
漸
次
い
た
し

た
い
と
存
じ
ま
す
」
。
昭
和
天
皇
と
田
島
道
治
の
４
年
１
０
ヶ

月
間
に
わ
た
る
対
話
。
そ
れ
は
象
徴
天
皇
と
は
何
か
、
あ
ら
た

め
て
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
。 

 

む 

す 

び 
 

 

活
字
化
は
な
か
な
か
の
作
業
で
、
さ
ぞ
読
み
づ
ら
っ
た
事
と

お
詫
び
致
し
ま
す
。「
拝
謁
記
」
は
、
メ
モ
魔
と
ま
で
言
わ
れ
、

弱
気
を
吐
か
ぬ
事
で
は
天
下
一
品
と
評
さ
れ
た
宮
内
庁
長
官

田
島
道
治
氏
の
昭
和
天
皇
と
の
四
年
以
上
に
わ
た
る
生
々
し

い
拝
謁
の
記
録
で
、
占
領
下
第
一
級
の
史
料
と
言
わ
れ
ま
す
。 

今
回
特
に
、
昭
和
２７
年
５
月
３
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和

条
約
発
効
に
よ
る
日
本
の
独
立
回
復
を
祝
う
式
典
で
、
天
皇
が

お
こ
と
ば
の
中
に
「
戦
争
へ
の
深
い
悔
恨
と
、
二
度
と
繰
り
返

さ
な
い
た
め
の
反
省
の
気
持
ち
」
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
も
の

の
、
当
時
の
吉
田
茂
首
相
の
反
対
を
受
け
て
削
除
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
首
相
の
判
断
は
尤
も
な
が
ら
、
天
皇
の
苦
渋
と
自
責

は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
こ
れ
ほ
ど
深
い
天
皇
の
揺

る
ぎ
な
い
考
え
に
は
、
驚
き
と
共
に
強
い
感
銘
を
受
け
ま
す
。 

ー
古
川
教
授
に
よ
れ
ば
ー
【
昭
和
の
戦
争
と
い
う
も
の
は
、

現
代
に
生
き
る
我
々
に
ま
で
色
々
な
意
味
で
、
重
く
の
し
か
か

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
さ
せ
る
記
録
で
あ
る
。

忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
事
を
語
り
か
け
て
く
れ
て
い
る

記
録
で
は
な
い
か
】
と
結
ん
で
い
る
。 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
で
テ
レ
ビ
の
画
像
は
何
時
で
も
見
る
こ
と

が
出
来
ま
す
が
、
活
字
化
し
た
こ
の
稿
が
次
に
伝
わ
れ
ば
こ
の

上
あ
り
ま
せ
ん
。 
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