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大
日
本
帝
国
最
後
の
日

─
枢
密
院
の
後
ろ
姿

─
本
稿
の
紹
介

─
　

唐
の
詩
人
・
王
昌
齢
は
赴
任
先
の
辺
地
か
ら
、
友
人
た
ち
に
言

い
送
っ
た
。「
一
片
の
冰
心
、
玉
壺
に
在
り
」（
お
れ
は
、
ひ
と
か

け
ら
の
氷
の
よ
う
に
透
明
な
心
を
、
玉
の
よ
う
に
穏
や
か
な
精
神

の
中
に
入
れ
た
─
─
─
そ
ん
な
澄
み
切
っ
た
気
持
ち
で
今
は
い

る
）
と
。

　

そ
ん
な
気
持
ち
で
い
る
こ
と
は
、
欲
望
や
悩
み
に
汚
れ
た
生
身

の
人
間
に
は
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、
文
書
に
サ
イ
ン
や
押
印

す
る
、
そ
の
一
瞬
の
中
に
な
ら
、
透
明
な
も
の
が
見
つ
か
る
か
も

知
れ
な
い
。過
去
の
歴
史
の
一
画
に
、誰
か
の
透
明
な
思
い
が
残
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。・
・
・
と
思
っ
て
、
公
文
書
の
森
を
徘

徊
し
ま
す
。
今
日
は
何
か
見
つ
か
る
で
し
ょ
う
か
。

─
─

　

先
日
、
毎
日
新
聞
東
京
本
社
一
階
の
ア
ジ
ア
時
報
編
集
部
に
顔
を

出
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
、

毎
日
新
聞
の
ビ
ル
の
屋
上
に
登
れ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
早
速
、
エ
レ
ベ
ー
タ
の
乗
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
て
勝

手
に
上
が
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
「
こ
ん
な
空
間
が
あ
っ
た
の
か
」

　

と
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
解
放
感
で
す
。

一
片
の
冰
心
、
玉
壺
に
あ
り
や
？

―

公
文
書
界
隈
を
徘
徊
す
る―

ひ
ょ
う
　し
ん

ぎ
ょ
く 

　こ

　
福ふ

く

井い

　
ひ
と
し

第二回
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皇
居
（
江
戸
城
）
は
森
の
中
な
の
で
見
通
せ
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
が
、
大
手
門
の
方
向
に
三
の
丸
尚
蔵
館
の
建
物
が
見
え
ま
す
。

そ
の
か
た
わ
ら
に
、
小
さ
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
屋
根
が
見
え
る
。

　
「
あ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
・
・
・
」

　

地
図
と
見
比
べ
る
と
、
あ
れ
は
か
つ
て
の
枢
密
院
庁
舎
で
す
。
あ

の
向
か
い
側
に
、
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
同
じ
よ
う
な
形
の
「
内
閣
文

庫
」
が
あ
り
ま
し
た
。

内
閣
文
庫
の
方
は
解

体
さ
れ
、
一
部
は
愛

知
県
の
明
治
村
に
移

築
、
中
身
は
国
立
公

文
書
館
に
移
管
さ
れ

て
、
数
多
く
の
重
要

文
化
財
を
含
む
「
内

閣
文
庫
」
文
書
群
と

な
っ
て
い
ま
す
。
枢

密
院
の
方
は
形
を
残

し
て
、
今
は
皇
宮
警

察
本
部
の
庁
舎
と
し

て
働
い
て
い
る
。せ
っ

か
く
だ
か
ら
、
枢
密

院
に
関
わ
る
文
書
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

新
日
本
が
始
ま
る
日
に「
恐
懼
の
至
り
で
は
あ
り
ま
す
が
」

　

昭
和
二
二
年
五
月
三
日
、
日
本
国
憲
法
の
施
行
に
際
し
て
、
皇
居

二
重
橋
前
で
日
本
国
憲
法
施
行
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
、
天
皇
皇
后

両
陛
下
の
ご
来
臨
を
賜
り
ま
し
た
。

①毎日新聞社屋上から、真ん中あたりに三角形の屋根が見
えます（撮影・筆者）

②昭和二二年四月二一日付け、宮内大臣あて執奏願い。内閣総
理大臣の花押は吉田茂
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直
前
、
②
の
よ
う
に
、
吉
田
茂
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
記
念
式
典
に

両
陛
下
の
ご
来
臨
を
申
し
出
る
執
奏
願
い
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮

内
大
臣
に
宛
て
て
、

　

来
る
五
月
三
日
、
宮
城
二
重
橋
前
に
お
け
る
日
本
国
憲
法
施
行

記
念
式
典
（
憲
法
普
及
会
主
催
）
に
、
恐き
ょ
う
く懼
の
至
り
で
あ
り
ま
す

が
、

　

天
皇
陛
下
の
臨り
ん
ぎ
ょ御

を
仰
ぎ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
就つ
い

て
は
然
る
べ

く
御
執
奏
下
さ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

と
の
こ
と
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
旧
憲
法
下
で
す
か
ら
、
内
閣
は
「
助
言
と
承
認
」

を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
恐
懼
の
至
り
で
は
あ
り
ま

す
が
」
の
一
句
に
、
い
か
に
も
吉
田
総
理
が
鞠き
っ
き
ゅ
う
じ
ょ

躬
如
と
し
て
申
し
上

げ
て
い
る
よ
う
で
、口
語
文
体
と
併
せ
て
大
変
新
鮮
な
気
が
し
ま
す
。

い
っ
た
い
ど
ん
な
人
が
起
案
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
最
後
の
内
閣
書

記
官
長
・
林
は
や
し

譲じ
ょ
う

治じ

さ
ん
の
印
の
下
の
方
、
内
閣
事
務
官
の
一
番
下
、

お
そ
ら
く
起
案
者
か
と
思
わ
れ
る
人
の
印
は
「
岩
倉
」
と
読
め
ま
す
。

岩い
わ
く
ら倉
規の
り
お夫
さ
ん
は
、
後
に
総
理
府
総
務
副
長
官
、
そ
し
て
、
国
立
公

文
書
館
の
初
代
館
長
に
な
る
わ
た
し
ど
も
の
「
関
係
者
」
で
す
が
、

ま
た
ど
こ
か
で
触
れ
て
み
た
い
の
で
、
今
日
は
あ
ま
り
追
い
か
け
な

い
こ
と
に
し
ま
す
。

　

林
書
記
官
長
は
五
月
三
日
の
新
憲
法
施
行
後
は
、
初
代
の
内
閣
官

房
長
官
に
な
り
ま
し
た
。
高
知
県
宿す
く
も毛

出
身
で
、
吉
田
総
理
と
と
も

に
「
宿
毛
内
閣
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
後
に
厚
生
大

臣
や
衆
議
院
議
長
も
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
俳
号
は
寿
雲
（「
す
く

も
」
？
）。
③
は
衆
議
院
議
長
に
選
ば
れ
た
際
の
衆
議
院
か
ら
の
通

知
書
で
す
。
こ
の
時
に
一
句
、

　

蛇
へ
び
、
穴あ
な

を
出
で
て
戸
惑
ふ
姿
か
な

　
（
俳
句
は
宿
毛
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
宿
毛
人
物
史
」
か
ら
採
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。）

　

事
務
総
長
の
大お
お
い
け池
眞ま
こ
とさ
ん
も
追
い
か
け
て
み
た
く
な
り
ま
す
が
、

今
日
の
と
こ
ろ
は
が
ま
ん
し
ま
す
。

　

か
く
し
て
、昭
和
二
二
年
五
月
三
日
に
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
、

大
日
本
帝
国
は
後
ろ
姿
を
見
せ
て
消
え
て
い
く
─
─
─
宮
内
大
臣
も

内
閣
書
記
官
長
の
職
も
そ
の
日
ま
で
に
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

③昭和二六年三月一三日付け、衆議院事
務局から内閣官房長官あて通知
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ぞ
れ
後
継
の
官
職
と
し
て
宮
内
府
長
官
、
内
閣
官
房
長
官
が
設
け
ら

れ
た
の
で
す
が
、
他
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
（
字
数
少
な
く
し
た
い

の
で
、以
下
「
明
治
憲
法
」
で
統
一
し
ま
す
。）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、

新
憲
法
の
施
行
に
伴
っ
て
後
継
組
織
無
く
廃
止
さ
れ
た
機
関
も
あ
り

ま
す
。

　

冒
頭
に
屋
根
を
見
た
「
憲
法
よ
り
も
古
い
」
組
織
で
あ
っ
た
枢
密

院
も
そ
の
一
つ
で
す
。
今
回
は
、
内
閣
に
承
継
さ
れ
（
明
治
憲
法
下

で
は
、
枢
密
院
と
内
閣
は
別
組
織
）、
さ
ら
に
昭
和
四
六
年
に
国
立

公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
、
昭
和
四
九
年
か
ら
順
次
公
開
さ
れ
て
き
た

枢
密
院
文
書
を
中
心
に
、
そ
の
最
後
の
数
日
を
追
い
か
け
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

枢
密
院
官
制
に
つ
い
て

　

そ
も
そ
も
枢
密
院
は
、
明
治
二
一
年
勅
令
二
二
号
に
よ
っ
て

朕
元
勲
及
練
達
ノ
人
ヲ
撰
ミ
国
務
ヲ
諮
詢
シ
其
啓
沃
ノ
力
ニ
倚
ル

ノ
必
要
ヲ
察
シ
枢
密
院
ヲ
設
ケ
朕
ガ
至
高
顧
問
ノ
府
ト
ナ
サ
ン
ト

ス
・
・
・

　

と
し
て
設
置
さ
れ
た
、
明
治
二
二
年
二
月
の
明
治
憲
法
（
漢
字
カ

タ
カ
ナ
混
じ
り
は
変
換
し
づ
ら
い
の
で
、
こ
の
後
は
漢
字
平
仮
名
混

じ
り
に
、
句
読
点
や
フ
リ
ガ
ナ
も
筆
者
の
判
断
で
適
当
に
付
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
前
回
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
間
違
っ
て
い
た
ら

大
恥
で
す
が
、
度
胸
を
決
め
て
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）
よ
り
も

古
い
組
織
で
す
。
明
治
憲
法
を
制
定
す
る
た
め
の
機
関
だ
っ
た
の
で

す
か
ら
当
然
で
す
が
。

　

明
治
憲
法
制
定
後
も
、
同
第
五
六
条
で

枢
密
顧
問
は
、
枢
密
院
官
制
の
定
む
る
所
に
依
り
、
天
皇
の
諮
詢

に
応こ
た

へ
、
重
要
の
国
務
を
審
議
す
。

　

と
さ
れ
る
憲
法
機
関
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
国
憲
法
施
行
に
よ
っ
て
、
枢
密
院
を
構
成
す
る
枢
密
顧
問
と

い
う
存
在
は
明
治
憲
法
中
の
根
拠
規
定
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
す

が
、
そ
の
組
織
な
ど
を
定
め
て
い
た
「
枢
密
院
官
制
」
等
の
規
定
に

つ
い
て
は
、別
に
手
続
き
を
取
っ
て
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

新
憲
法
で
「
置
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
で
も
定
め
な
い
以
上
、
憲
法

機
関
で
は
無
く
な
る
だ
け
で
、
同
院
を
法
律
や
政
令
で
置
く
こ
と
は

全
く
可
能
で
す
か
ら
。

　
「
官
制
」
の
廃
止
勅
令
の
公
布
決
定
書
が
④
で
す
。

　

内
閣
総
理
大
臣
吉
田
茂
。
右
端
に
公
布
日
程
が
書
か
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
起
案
が
四
月
三
〇
日
、
閣
議
決
定
と
天
皇
の

裁
可
が
五
月
一
日
、
五
月
二
日
公
布
、
中
身
を
見
る
と
当
日
施
行
さ

れ
る
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
枢
密
院
は
五
月
二
日
の
う
ち
に
廃
止
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
年
は
五
月
三
日
は

金
曜
日
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

 
④
廃
止
さ
れ
る
「
枢
密
院
官
制
」
は
明
治
憲
法
下
で
は
天
皇
の

官
制
大
権
に
基
づ
く
勅
令
事
項
で
す
。
勅
令
事
項
が
す
べ
て
、
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、「
枢
密
院
官
制
及
び
其
の
事
務
規
程

の
改
正
」
は
「
官
制
」
に
よ
っ
て
枢
密
院
へ
の
必
要
的
諮
詢
事
項
と
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さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
官
制
」
上
は
「
廃
止
」
の
場
合
が
入
っ
て
な

い
の
で
す
が
、
当
然
、「
廃
止
」
に
つ
い
て
も
天
皇
か
ら
枢
密
院
に

諮
詢
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
諮
詢
に
は
、
⑤
の
よ
う
に
枢
密
院
か
ら
天
皇
に
四
月
三
〇
日

付
け
で
上
奏
さ
れ
ま
し
た
。

・
・
・
諮
詢
の
命
を
恪
つ
つ
し

み
本
月
三
十
日
を
以
て
審
議
を
尽
し
、
之こ
れ

を
可
決
せ
り
。

　
「
枢
密
院
議
長　

臣　

清し
み
ず
と
お
る

水
澄
」
の
署
名
が
あ
り
、「
御
覧
済
」
の

付
箋
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
天
皇
に
も
御
覧
い
た
だ
い
て
い
る
も

の
で
す
。
内
閣
は
こ
の
上
奏
を
受
け
て
「
御
裁
可
」
を
求
め
、
御
裁

可
後
に
公
布
す
る
こ
と
を
決

め
た
の
が
④
の
閣
議
書
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
内
閣

（
国
務
大
臣
）
と
枢
密
院
は

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
天
皇
を
輔

弼
し
て
い
ま
す
の
で
、
上
奏

は
そ
れ
ぞ
れ
が
行
い
、
両
者

の
意
見
が
違
え
ば
天
皇
が
ど

ち
ら
か
を
裁
可
す
る
と
い
う

建
前
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

ど
う
い
う
こ
と
を
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か

　
「
屋
上
屋
を
架
す
る
」（
美

濃
部
達
吉
「
逐
条
憲
法
請

義
」）
と
言
わ
れ
た
枢
密
院

は
、
一
体
ど
ん
な
機
能
を

持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

④昭和二二年四月三〇日付け、「枢密院官制及事務規程等の廃
止に関する勅令」公布決定

⑤昭和二二年四月三〇日付け、枢密院上奏書
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枢
密
院
廃
止
勅
令
の
上
奏
を
し
て
い
る
「
最
後
の
」
枢
密
院
議
長
・

清
水
澄
博
士
に
訊
い
て
み
る
の
が
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
帝
国

憲
法
大
意
」（
清
水
書
店
大
正
元
年
、
昭
和
十
年
再
訂
改
版
増
補
三

十
二
刷
。
以
下
『
大
意
』
と
表
記
）
な
ど
何
冊
か
憲
法
の
教
科
書
が

あ
り
ま
す
。
特
に
『
大
意
』
は
簡
便
で
、
当
時
の
公
務
員
に
も
使
い

や
す
か
っ
た
か
ら
か
、
国
立
公
文
書
館
に
複
数
冊
保
存
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
少
し
簡
易
に
過
ぎ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
適
宜
、
同
博
士

の

　
「
逐
条
帝
国
憲
法
講
義
」（
昭
和
七
年
松
華
堂　

平
成
二
七
年
呉

P
A
S
S
出
版
再
版
）

　

で
補
い
な
が
ら
勉
強
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
博
士
の
経
歴
は
後
で
ま

た
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
明
治
元
年
生
ま
れ
、
学
習
院
・
慶
應

義
塾
大
学
教
授
、
何
よ
り
昭
和
天
皇
東
宮
時
代
に
憲
法
学
を
講
じ
ら

れ
た
法
学
者
で
す
。

　

大
正
九
年
一
月
、
宮
内
大
臣
か
ら
行
政
裁
判
所
評
定
官
法
学
博
士　

清
水
澄
を
東
宮
御
学
問
所
御
用
掛
と
し
た
い
旨
の
奏
請
に
対
し
、
⑥

で
内
閣
総
理
大
臣
か
ら

「
差さ
し
つ
か
え
こ
れ
な
し

支
無
之
」
と
回
答

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
内
閣
書
記
官
長
は

前
回
も
登
場
し
て
、
牧

野
宮
内
大
臣
に
原
総
理

急
死
を
電
話
し
て
き
た

高た
か
は
し
み
つ
た
け

橋
光
威
、
原
総
理
は

花
押
で
は
な
く
「
了
」。

　

あ
ん
ま
り
細
か
い
こ

と
は
後
で
紹
介
し
ま
す

諸
書
に
譲
る
と
し
て
、

『
大
意
』
に
よ
れ
ば
、

枢
密
顧
問
は
た
だ
受
動

的
に
諮
詢
を
待
っ
て
審

⑥大正一〇年一月一三日付け、宮内大臣あて回答

⑦清水博士の著書の写真。上が「大意」。下は明治37
年日本大学発行「国法学第一篇　憲法篇」。いずれも
国立公文書館蔵。本の表紙が崩れているので、紐で
補強しています（撮影・筆者）



— 14 —

議
奉
答
す
る
も
の
で
、
国
務
大
臣
が
自
ら
政
策
を
考
え
た
り
替
え
た

り
す
る
の
と
は
職
責
が
違
う
、
と
の
こ
と
。
唯
一
の
例
外
が
前
回
見

た
摂
政
設
置
の
際
の
「
議
」
で
、
こ
れ
は
皇
族
会
議
と
と
も
に
、
自

分
た
ち
の
発
意
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
務
大
臣

は
単
独
輔
弼
で
す
が
、
枢
密
顧
問
は
合
議
体
と
し
て
議
案
の
可
否
を

答
え
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
構
成
は
、「
官
制
」
で
定
め
ら
れ

て
お
り
、
議
長
、
副
議
長
、
顧
問
官
（
当
初
一
二
人
以
内
、
最
終
的

に
は
二
四
人
以
内
）
か
ら
な
る
。
会
議
に
は
こ
の
ほ
か
に
、
国
務
大

臣
や
成
年
皇
族
が
参
加
で
き
る
。
さ
ら
に
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判

所
の
間
の
権
限
疑
義
の
審
査
も
そ
の
職
務
と
な
っ
て
い
る
そ
う
で

す
。

　

特
に
、
情
報
の
非
公
開
（
天
皇
の
許
可
な
く
公
言
し
な
い
）、
顧

問
官
と
外
部
と
の
連
絡
の
抑
制
（
陳
情
な
ど
は
受
け
付
け
な
い
）
等

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、清
水
博
士
は
明
治
四
二
年
の
論
文
「
枢
密
顧
問
に
関
し
て
」

の
中
で
、
枢
密
顧
問
（
そ
の
集
合
体
と
し
て
の
枢
密
院
）
は
明
治
憲

法
制
定
に
よ
り
不
要
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
に
つ
い
て

反
駁
し
、
帝
国
議
会
に
条
約
審
議
権
が
無
い
な
ど
、
天
皇
の
輔
翼
機

関
と
し
て
は
や
は
り
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

膨
大
な
資
料
を
拾
い
読
み

　

枢
密
院
の
記
録
は
、
文
書
群
「
枢
密
院
文
書
」
と
し
て
、
六
〇
余

年
分
が
き
ち
ん
と
国
立
公
文
書
館
に
遺
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
デ

ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
ネ
ッ
ト
で
拾
い
読
み
で
き
ま
す
。
そ
の
間
の
い
ろ

ん
な
人
の
い
ろ
ん
な
息
遣
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
の

で
、
何
日
で
も
読
み
ふ
け
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
こ

こ
で
は
、
望
月
雅
士
さ
ん
の
好
著
「
枢
密
院　

近
代
日
本
の
「
奥
の

院
」」（
講
談
社
現
代
新
書
二
〇
二
二
）（
以
下
『
奥
の
院
』
と
表
記
）

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
事
件
を
中
心
に
、
歴
代
の
議
長
を
紹
介
し
な
が

ら
、
い
く
つ
か
拾
っ
て
、
そ
の
原
文
書
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
ん

な
文
章
で
こ
ん
な
ふ
う
に
（
六
〇
年
分
も
！
）
遺
っ
て
い
る
ん
だ
、

と
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　
（
1
）
明
治
憲
法
制
定
過
程
（『
奥
の
院
』
四
八
ペ
ー
ジ
。
こ
の
会

話
は
紹
介
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
）

　

⑧
明
治
二
一
年
六
月
一
八
日
、
ま
さ
に
明
治
憲
法
に
つ
い
て
議
論

し
て
い
ま
す
。
明
治
天
皇
も
臨
御
。「
議
長
」
は
伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

、「
書
記

官
長
」「
番
外
」
は
井い
の

上う
え

毅こ
わ
し、「

廿
四
番
」
は
顧
問
官
・
佐さ

野の

常つ
ね

民た
み

。

帝
国
憲
法
第
一
条
の
「
万
世
一
系
」
の
意
味
を
議
論
し
て
い
る
は
ず

な
の
で
す
が
、
佐
野
は
憲
法
に
領
土
を
列
挙
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。
憲
法
の
適
用
地
域
に
つ
い
て

は
、
後
に
台
湾
や
朝
鮮
の
領
有
に
伴
っ
て
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
佐

野
は
意
義
あ
る
議
論
を
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、伊
藤
は「
番

外
（
井
上
）
に
於
て
既
に
其
の
起
案
の
趣
意
を
答
弁
し
た
り
。
其
他

は
今
之
を
弁
ず
る
の
限
に
あ
ら
ず
」
と
言
っ
て
、「
他
に
質
問
無
け

れ
ば
次
条
に
移
」
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
佐
野
の
憮ぶ

然ぜ
ん

た
る
表
情
が

目
に
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
・
・
・
せ
ん
か
。
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枢
密
院
の
議
事
は
、
上
述
の
清
水
澄
博
士
の
教
科
書
に
も
あ
る
と

お
り
、
部
外
秘
が
原
則
で
す
。
昭
和
一
三
年
に
任
官
し
、
二
〇
年
に

病
気
の
た
め
在
職
の
ま
ま
他
界
し
た
深
井
英
五
顧
問
官
が
書
き
記
し

て
い
る（『
枢
密
院
重
要
議
事
覚
書
』岩
波
書
店（
一
九
五
三
）八
ペ
ー

ジ
）
と
お
り
、

　

枢
密
院
の
議
事
は
眞
に
密み
っ
ふ
つ勿

に
し
て
赤
裸
に
得
失
を
検
討
す
る

も
の
な
る
が
故
に
、
公
開
の
会
議
の
如
く
対
外
関
係
及
び
公
衆
へ

の
影
響
を
顧
慮
す
る
を
要
せ
ず
、
毫ご
う

も
忌
憚
な
く
意
見
を
表
明
し

得
る
を
以
て
特
徴
と
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
今
と
な
っ
て
は
貴
重
な
資
料
源
に
な
り
ま
す
。
黒
塗

り
で
も
い
い
か
ら
残
し
て
も
ら
う
の
は
あ
り
が
た
い
。
公
開
で
き
な

い
部
分
は
公
開
し
な
い
ま
ま
で
保
管
さ
れ
れ
ば
、
時
の
経
過
で
い
つ

の
日
か
役
に
立
ち
ま
す
。

　

な
お
、
枢
密
院
文
書
の
公
開
に
当
た
っ
て
は
、
非
公
開
を
前
提
と

し
て
い
た
機
関
の
記
録
を
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
当
時

の
担
当
者
は
ず
い
ぶ
ん
議
論
を
重
ね
た
よ
う
で
す
。
当
時
な
お
生
存

し
て
い
た
発
言
者
の
扱
い
や
連
合
軍
に
接
収
さ
れ
た
記
事
の
扱
い
な

ど
に
も
悩
ん
で
い
た
様
子
が
、
当
館
で
公
開
さ
れ
て
い
る
昭
和
四
九

年
当
時
の
文
書
で
わ
か
り
ま
す
が
、
現
在
は
、
そ
の
よ
う
な
悩
み
や

試
行
錯
誤
は
抜
き
に
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
文
書
群
は
、
当
時
の
顧
問
官
た
ち
や
こ
れ
を
助
け
た

書
記
官
や
属
の
み
な
さ
ん
の
苦
労
は
別
と
し
て
、お
も
し
ろ
い
で
す
。

全
部
読
む
の
は
大
変
で
す
が
、
拾
い
読
み
さ
れ
る
と
、

　
（
枢
密
院
が
）
衆
議
院
か
ら
弾
劾
さ
れ
、
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
た
ち

か
ら
存
在
を
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
戦
時
体
制
と
戦
争
の
遂
行
に

最
も
批
判
的
な
国
家
機
関
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
近
代
日
本

⑧明治二一年六月一八日、枢密院会議筆記
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の
あ
ま
り
に
も
深
刻
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
。

　

と
、
望
月
雅
士
先
生
が
『
奥
の
院
』
三
二
九
ペ
ー
ジ
で
お
っ
し
ゃ

る
と
お
り
の
感
懐
を
抱
く
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

　
（
2
）
台
湾
銀
行
救
済
問
題
（『
奥
の
院
』
一
七
一
ペ
ー
ジ
。
若
槻

総
理
の
回
想
な
ど
含
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
）

　

⑨
い
わ
ゆ
る
金
融
恐
慌
の
中
、
台
湾
銀
行
救
済
の
勅
令
案
に
反
対

す
る
委
員
会
案
を
顧
問
官
全
員
賛
成
で
可
決
。最
後
の
方
は
顧
問
官
・

伊い

東と
う

巳み

代よ

治じ

（
こ
の
時
七
〇
歳
。
伊
藤
博
文
の
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
、

と
い
う
認
識
で
す
が
、
こ
の
時
ま
だ
そ
ん
な
年
な
ん
で
す
ね
。
明
治

と
の
距
離
が
近
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
）
と
外
務
大
臣
・
幣し
で

原は
ら

喜き

重じ
ゅ
う

郎ろ
う（
同
じ
く
五
五
歳
）が
喧
嘩
腰
の
議
論
に
な
り
、十
七
番（
伊

東
）
が

　
「
現
内
閣
の
無
方
針
な
る
こ
と
は
他
日
機
会
を
得
て
十
分
開
陳

し
た
し
と
思
ふ
。
但
し
、
現
外
務
大
臣
が
引
き
続
き
そ
の
地
位
に

在
ら
る
る
や
を
疑
ふ
」

　

と
、
も
っ
と
き
つ
い
言
葉
を
書
記
官
が
苦
労
し
て
こ
ん
な
言
葉
遣

い
に
抑
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
言
い
切
っ
て
、
こ
こ
で
倉く
ら

富と
み

勇ゆ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

議
長
が
半
ば
強
引
に
採
決
、
閉
会
。
臨り
ん

御ぎ
ょ

し
て
お
ら
れ
た
天

皇
陛
下
（
満
だ
と
ま
だ
二
五
歳
で
す
）
の
お
気
持
ち
如
何
か
と
お
そ

ら
く
事
務
方
と
一
緒
に
俯
い
て
し
ま
い
た
く
な
り
ま
・
・
・
せ
ん
か
。

　

倉
富
議
長
は
、
近
年
「
倉
富
日
記
」
の
解
読
が
進
ん
で
、
そ
の
史

料
価
値
が
高
く
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
人
で
す
が
、
摂
政
設
置
過
程
で

も
宮
内
大
臣
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
、
枢
密
院
議
長
も
長
く
勤
め
、
な

ん
と
も
評
価
の
し
づ
ら
い
、
い
い
味
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
（
3
）
大
東
亜
省
設
置
（『
奥
の
院
』
二
八
五
ペ
ー
ジ
）

　

昭
和
一
七
年
一
〇
月
の
こ
の
日
、
大
東
亜
省
官
制
に
関
す
る
議
論

は
白
熱
し
、
最
終
的
に
「
多
数
決
」
を
以
て
了
承
し
た
。「
五
番
」

の
東と
う

条じ
ょ
う

英ひ
で

機き

首
相
の
回
答
も
累
次
に
及
ぶ
が
、
⑩
は
、
そ
の
う
ち

の
一
つ
。
外
交
一
元
化
に
反
す
る
と
い
う
意
見
や
東
ア
ジ
ア
の
国
々

⑨昭和二年四月一七日、枢密院会議筆記



— 17 —

アジア時報

か
ら
の
反
発
へ
の
懸
念
に
対
し
て
、左
ペ
ー
ジ
一
行
目
か
ら
の
回
答
、

「
外
交
そ
の
も
の
は
大
権
に
帰
一
し
固も
と

よ
り
一
元
な
り
。
而
し
こ
う

し
て

大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
に
付
て
は
外
交
と
い
ふ
が
如
き
他
人
行
儀

の
点
な
き
に
至
ら
ん
こ
と
を
理
想
と
す
」

　

な
ど
、
答
弁
と
し
て
は
破
綻
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
が
、
い
ち
い
ち
反
論
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
ま
じ
め
な
人
だ
っ

た
の
は
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
・・・
ま
せ
ん
か
。
こ
の
ペ
ー

ジ
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
議
長
は
弁
護
士
出
身
の
司
法
大
臣
で

あ
っ
た
原は
ら

嘉よ
し

道み
ち

。

最
後
の
会
議

　

冒
頭
に
掲
げ
た
廃
止
勅
令
の
閣
議
決
定
の
二
日
前
、
昭
和
二
二
年

四
月
三
〇
日
に
、
枢
密
院
最
後
の
会
議
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
後

の
案
件
は
、
こ
の
日
上
奏
予
定
の
「
枢
密
院
の
廃
止
」。
ち
ゃ
ん
と

議
事
録
と
報
告
書
が
遺
っ
て
い
ま
す
。

　

⑪
の
「
報
告
員
」
は
諸も
ろ
は
し橋
襄の
ぼ
る

枢
密
院
書
記
官
長
で
す
。
枢
密
院

の
廃
止
ま
で
書
記
官
長
、
後
に
会
計
検
査
院
検
査
官
や
帝
京
大
学
法

学
部
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
右
ペ
ー
ジ
後
ろ
か
ら
三
行
目
、

　
（
枢
密
院
官
制
等
は
）
五
月
二
日
を
限
り
、
こ
れ
を
廃
止
し
、

枢
密
院
の
残
務
整
理
事
務
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
所
管
部
局
が
掌
る
こ
と
と
為
す
・
・
・
こ
れ
を
可

決
さ
れ
て
差
支
え
な
い
も
の
と
思
料
す
る
。

　
「
議
長
」
は
清
水
澄
博
士
、

　

・
・
・
本
案
賛
成
の
各
位
の
起
立
を
請
う
。（
全
員
起
立
）
全

会
一
致
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
を
以
て
会
議
を
終
了
す
る
。

　

か
く
し
て
報
告
書
が
作
成
さ
れ
、
④
の
公
布
決
定
に
つ
な
が
り
ま

す
。
こ
れ
が
枢
密
院
最
後
の
議
事
。

⑩昭和一七年一〇月二八日、枢密院会議筆記
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会
議
終
了
後
に
、
閉
院
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
閉
院
式
の
議
事
録

は
な
い
の
で
す
が
、
出
席
者
の
あ
い
さ
つ
文
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
皇
陛
下
は
、

　

こ
の
度
、
枢
密
院
は
廃
止
せ
ら
る
の
で
あ
る
が
、
朕
は
各
員
が

ま
す
ま
す
自
愛
し
、す
ぐ
れ
た
識
見
と
豊
か
な
経
験
と
を
も
つ
て
、

新
日
本
の
確
立
の
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
を
、
切
に
望
む
も
の
で

あ
る
。

　

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
⑫
ガ
リ
版
刷
り
の
勅
語
に
、
当
時

⑪昭和二二年四月三〇日、枢密院会議筆記

⑫昭和二二年四月三〇日、枢密院に賜わりたる勅語
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の
経
済
情
勢
が
思
い
や
ら
れ
ま
す
が
、「
昭
和
天
皇
実
録
」（
以
下
『
実

録
』）
に
当
日
の
勅
語
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
印
刷
ど
お
り
読
み
上

げ
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

吉
田
総
理
の
あ
い
さ
つ
は
省
略
。

　

清
水
議
長
の
答
礼
。

　

⑬
の
二
枚
目
最
後
の
行
か
ら
、

　
「
そ
の
終
わ
り
に
当
り
ま
し
て
、
平
和
的
、
民
主
的
日
本
が
再

出
発
を
な
す
た
め
の
根こ
ん

柢て
い

と
な
る
べ
き
改
正
憲
法
・
・
・
に
つ
き

ま
し
て
、・
・
・
本
院
最
後
の
御
奉
公
と
し
て
そ
の
審
議
に
預
か

り
ま
し
た
こ
と
は
、
本
官
等
の
深
く
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
・
・
・
」

　

と
あ
り
ま
す
。読
み
上
げ
て
い
る
清
水
議
長
が
憲
法
学
者
と
し
て
、

明
治
憲
法
に
つ
い
て
陛
下
（
当
時
の
東
宮
）
に
御
講
義
し
た
と
い
う

事
実
は
み
な
が
知
っ
て
い
ま
す
。

　
「
逐
条
帝
国
憲
法
講
義
」
の
末
尾
に
は
、

　

其
の
立
憲
政
体
は
明
治
大
帝
の
創
定
せ
ら
れ
た
る
欽
定
憲
法
に

係
り
、
国
体
と
結
合
し
て
万
機
大
権
に
出
で
百
僚
命
を
受
け
て
国

政
に
参
し
各
機
関
其
の
所
を
尽
し
て
臣
民
の
権
利
を
確
保
し
、
君

は
民
を
慈
い
つ
く

し
み
、
民
は
君
を
奉
じ
て
宝ほ
う

祚そ

愈
々
堅
く
、
国
礎
益
々

重
し
。
斯
く
て
国
運
永
遠
に
発
展
し
、
千
秋
万
古
金き
ん

甌の
う

無む

欠け
つ

た

り
。・
・
・
冀
こ
い
ね
が
わく
は
全
国
民
一
致
固
結
此
の
真
正
君
主
国
体
の
精

華
を
擁
護
し
、
憲
政
有
終
の
美
を
済
さ
ん
こ
と
に
努
力
精
進
せ
ら

れ
ん
こ
と
を
。

　

と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
憲
法
に
つ
い
て
、
議
長
は
、
憲

法
審
査
の
委
員
会
（
委
員
長
は
潮う
し
お
し
げ
の

恵
之
輔す
け

副
議
長
）
で
は
特
段
の
発

言
な
く
、
も
う
一
人
の
憲
法
学
者
、
顧
問
官
・
美み

濃の

部べ

達た
つ

吉き
ち

が
つ
い

⑬昭和二二年四月三〇日、枢密院閉院式における議長挨拶
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に
賛
意
を
表
さ
な
か
っ
た
（
決
議
日
に
は
欠
席
）
の
に
対
し
て
、
新

し
い
憲
法
に
も
ろ
手
を
あ
げ
て
賛
意
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。

　

⑭
は
、
国
会
修
正
後
の
憲
法
案
が
諮
詢
さ
れ
た
と
き
の
「
委
員
会

録
」
の
一
部
で
す
。
小
幡
猶
吉
委
員
（
顧
問
官
）
か
ら
国
体
の
変
更

の
有
無
に
関
し
て
の
政
府
の
説
明
に
つ
い
て
、
議
会
の
一
部
の
「
空

気
」
に
触
れ
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
中
で
国
民
に
対
す
る
普
及
を
行
う

政
府
の
心
構
え
如
何
を
問
う
、
と
筆
者
自
身
が
要
約
し
て
い
て
も
何

を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
よ
う
な
質
問
を
ま
と
め

た
書
記
官
の
ご
苦
労
も
拝
察
さ
れ
ま
す
。「
新
憲
法
に
問
題
が
あ
る
」

と
は
全
く
言
っ
て
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
す
る
金か
な

森も
り

徳と
く

次じ

郎ろ
う

国
務
大
臣

の
答
弁
も
記
載
。「
憧
れ
論
」
な
ど
も
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
あ
と
、
清
水
議
長
が
決
を
採
っ
て
、
全
員
賛
成
で
す
。

枢
密
院
議
長
「
最
後
の
仕
事
」

　

か
く
し
て
廃
止
さ
れ
た
枢
密
院
議
長
に
、
い
ま
ひ
と
つ
「
最
後
の

仕
事
」
が
あ
り
ま
し
た
。
⑮
の
決
裁
で
す
。

　

こ
れ
は
、廃
止
に
よ
り
職
を
失
う
こ
と
に
な
る
枢
密
顧
問
（
議
長
・

副
議
長
を
含
む
）、
書
記
官
の
退
職
手
当
を
決
め
る
、
き
わ
め
て
事

務
的
な
決
裁
で
す
。

　

議
長
の
欄
に
花
押
を
押
し
て
い
る
の
は
清
水
澄
。
副
議
長
は
潮
恵

之
輔
。
書
記
官
長
は
諸
橋
襄
。
そ
の
下
に
「
書
記
官
」
を
「
事
務
官
」

に
直
し
て
サ
イ
ン
し
て
い
る
の
は
高た
か
つ
じ辻

正ま
さ
み己

、
こ
の
年
で
三
十
六
歳

で
す
が
、
後
の
内
閣
法
制
局
長
官
、
最
高
裁
判
事
、
竹
下
内
閣
の
法

務
大
臣
。
こ
の
と
き
既
に
本
務
が
内
閣
法
制
局
に
移
っ
て
い
た
よ
う

で
、
上
記
の
退
職
金
給
付
者
の
中
に
は
名
前
が
出
て
い
ま
せ
ん
。

　

ず
っ
と
時
代
が
下
が
り
ま
す
。
⑯
は
、
内
閣
法
制
局
進
達
文
書
よ

り
。
昭
和
四
六
年
一
〇
月
一
一
日
付
け
、
翌
日
の
閣
議
に
提
案
さ
れ

る
「
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
案
」
に
つ
い
て
、「
閣
議
決
定
の
上
、

⑭昭和二一年一〇月二九日、枢密院委員会録
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国
会
に
提
出
さ
れ
て
よ
い

と
認
め
る
」
進
達
書
。
こ

れ
が
無
い
と
内
閣
官
房
は

大
臣
か
ら
請
議
が
あ
っ
て

も
、
閣
議
案
件
に
し
て
く

れ
ま
せ
ん
。
高
辻
長
官
の

サ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
で
（
あ
と
次
官
等
会
議

と
与
党
の
事
前
審
査
さ
え

終
わ
れ
ば
）
閣
議
決
定
し

て
も
ら
え
る
ぞ
ー
、
と
担

当
者
は
ほ
っ
と
し
て
い
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

誰
が
、
い
く
ら
も

ら
っ
て
い
る
ん
で

し
ょ
う
か

　

他
人
の
も
ら
う
お
カ
ネ

を
の
ぞ
き
込
む
の
は
は
し

た
な
い
気
も
し
ま
す
が
、

⑮
で
公
開
さ
れ
て
い
る
ん

だ
か
ら
し
よ
う
が
な
い
で

し
ょ
う
。

⑯昭和四六年一〇月一一日、沖縄振興開発特別措置法案閣議進達書

⑮昭和二二年五月二日付け、決裁
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清
水
議
長
は
一
〇
万
四
五
〇
〇
円
。
ず
ば
抜
け
て
多
い
で
す
が
、

こ
れ
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
価
値
と
考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
週

刊
朝
日
編
の
「
戦
後
値
段
史
年
表
」（
朝
日
文
庫
一
九
九
五
）
を
み

る
と
、
い
ろ
ん
な
も
の
の
値
段
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
個
人
的
な

問
題
意
識
で
、
駅
弁
の
値
段
を
見
て
み
ま
す
。
昭
和
二
二
年
の
幕
の

内
普
通
弁
当
が
一
〇
円
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
（
株
）
調
べ
）。
シ
ウ

マ
イ
弁
当
税
込
み
一
〇
七
〇
円
と
比
較
す
る
と
、
約
百
倍
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
す
る
と
一
千
万
円
ち
ょ
っ
と
、と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ
ん
ま
り
大
し
た
こ
と
な
い
感
も
あ
り
ま
す
ね
。
議
長
や
顧
問
官
の

こ
の
時
点
の
給
与
は
昭
和
二
一
年
の
改
定
額
を
使
っ
て
い
る
よ
う
で

す
か
ら
、昭
和
二
一
年
だ
と
幕
の
内
「
二
円
」
だ
っ
た
そ
う
な
の
で
、

こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
政
府
と
し
て
は
「
五
千
万
円
」
払
っ
た
つ
も

り
、
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

副
議
長
の
潮
恵
之
輔
が
一
万
七
四
三
〇
円
。

　

顧
問
官
の
中
に
は
、
明
治
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
伊
藤
博
文
、
西

園
寺
公
望
ら
の
懐
刀
と
い
わ
れ
た
竹た
け

越こ
し

与よ

三さ
ぶ

郎ろ
う

が
い
ま
す
。
一
万
六

六
〇
〇
円
。
二
枚
目
に
入
る
と
、
一
律
三
〇
〇
〇
円
の
戦
後
任
命
の

顧
問
官
た
ち
が
並
び
ま
す
。
美
濃
部
達
吉
、
柳
や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

な
ど
「
枢
密

顧
問
」
の
名
に
恥
じ
な
い
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
も
ち
ら
ほ
ら
。
関せ
き

屋や

貞て
い

三さ
ぶ

郎ろ
う

は
前
回
、
摂
政
宮
設
置
の
決
裁
に
サ
イ
ン
し
て
い
た
宮
内
次
官
で

す
。
貴
族
院
議
員
を
経
て
昭
和
二
一
年
に
枢
密
顧
問
官
。

　

は
し
た
な
い
つ
い
で
に
、
柳
田
国
男
先
生
の
履
歴
（「
枢
密
院
高

等
官
履
歴
」
中
）
⑰
を
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
ペ
ー
ジ
は
長
い

人
生
の
う
ち
の
明
治
末
の
官
歴
で
す
が
、
真
ん
中
あ
た
り
、
明
治
四

三
年
六
月
二
二
日
、「
記
録
課
長
を
命
ず
」
と
あ
り
、「
内
閣
図
書
出

納
規
程
に
依
れ
る
図
書
出
納
の
件
、
右
委
任
す
（
内
閣
書
記
官
長
）」

と
あ
り
ま
す
。
当
時
、
内
閣
文
庫
（
昭
和
四
六
年
国
立
公
文
書
館
に

移
管
）を
所
管
し
て
文
書
出
納
を
掌
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

⑰「枢密院高等官履歴」中「柳田国男」より
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こ
こ
に
も
関
係
者
が
い
ま
し
た
。

　

⑱
は
、
副
議
長
の
潮
恵
之
輔
の
顧
問
官
任
命
以
降
の
議
案
へ
の
賛

否
状
況
で
す
。
全
部
賛
成
で
す
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
資
料
が
あ
る
か
と

い
う
と
、
内
閣
書
記
官
長
か
ら
、
戦
前
戦
中
の
枢
密
顧
問
官
に
つ
い

て
、
経
歴
や
賛
否
状
況
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
来
て
い
た
か
ら

で
す
。
⑲
は
そ
の
回
答
案
。
も
ち
ろ
ん
公
職
追
放
に
関
す
る
調
査
の

一
環
で
す
。

⑱潮恵之輔の顧問官任命以降の議案への賛否状況調べ

⑲昭和二一年四月二六日付け、内閣書記官長あて調
査表提出送付案文

⑳同回答書添付清水澄の「職業及業務ノ履歴」
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⑳
は
、
こ
の
際
に
提
出
し
た
清
水
議
長
の
主
な
職
歴
で
す
。
主
要

な
も
の
を
拾
っ
て
み
ま
す
と
、

　

明
治
二
七
年　

内
務
属

　

同
年　
　
　
　

内
務
事
務
官

　

明
治
三
一
年　

学
習
院
教
授

　

明
治
三
九
年　

行
政
裁
判
所
評
定
官

　

昭
和　

七
年　

行
政
裁
判
所
長
官

　

昭
和　

九
年　

枢
密
顧
問
官

　

昭
和
一
〇
年　

帝
国
美
術
院
長

　

昭
和
一
九
年　

枢
密
院
副
議
長

　

昭
和
二
一
年　

枢
密
院
議
長

　

で
す
。
こ
の
間
に
、
大
正
九
年
に
東
宮
学
問
所
御
用
掛
を
お
お
せ

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
一
〇
年
に
帝
国
美
術
院
長
（
一
二

年
に
帝
国
芸
術
院
に
改
組
、
引
き
続
き
院
長
）
に
就
任
し
て
い
ま
す

が
、
枢
密
院
廃
止
後
も
そ
の
職
務
は
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

㉑
は
、
昭
和
一
二
年
の
帝
国
芸
術
院
官
制
制
定
の
閣
議
決
定
書
。

内
閣
総
理
大
臣
は
近こ
の

衛え

文ふ
み

麿ま
ろ

で
す
。
み
な
さ
ん
花
押
が
か
っ
こ
い
い

で
す
ね
。

退
官
手
当
を
計
算
で
き
る
か

　

わ
た
し
は
歴
史
家
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
元
役
人
の
お
じ
さ
ん
な

の
で
、
要
ら
な
い
こ
と
が
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
⑰
の
退
官
手

当
、
清
水
議
長
だ
け
が
桁
違
い
に
額
が
大
き
い
で
す
が
、
な
ぜ
こ
ん

◯21昭和一二年六月一七日、帝国芸術院官制制定閣議決定
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な
計
算
に
な
る
の
か
、
こ
の
時
、
ど
ん
な
規
定
に
基
づ
い
て
手
当
額

が
計
算
さ
れ
て
い
た
の
か
、
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
現
・
内
閣
人

事
局
人
事
政
策
統
括
官
の
畏
友（
と
勝
手
に
わ
た
し
が
思
っ
て
い
る
）

阪さ
か

本も
と

克か
つ

彦ひ
こ

さ
ん
に
当
時
の
制
度
変
遷
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い
か
連
絡

し
た
と
こ
ろ
、

　
「
い
い
と
こ
ろ
に
気
づ
き
ま
し
た
ね
」

　

と
い
う
ん
で
す
。
昭
和
二
二
年
と
い
う
年
は
、
公
務
員
制
度
や
給

与
、
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
年
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
説
明
す
る
の
は
大
変
だ
か
ら
と
い
っ
て
い
く
つ
か
の

論
文
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

退
職
手
当
は
、
こ
の
年
、
三
月
二
九
日
に
そ
れ
ま
で
の
各
省
ま
ち

ま
ち
で
あ
っ
た
制
度
を
全
廃
し
て
、「
退
官
・
退
職
手
当
支
給
要
綱
」

が
閣
議
決
定
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

㉓
の
「
要
綱
案
」
少
し
読
み
づ
ら

い
の
は
寛
恕
し
て
く
だ
さ
い
。

　

第
一
項
で
は
、
職
員
が
退
職
し
た

と
き
は
、
そ
の
勤
続
期
間
に
応
じ
、

勤
続
満
一
年
ご
と
に
俸
給
又
は
給
料

月
額
の
一
〇
〇
分
の
六
五
以
内
の
退

職
手
当
を
支
給
す
る
と
言
っ
て
い
ま

す
。
二
項
は
疾
病
等
に
よ
る
退
職
の

場
合
、
三
項
に
死
亡
ま
た
は
廃
庁
又

は
整
理
に
よ
り
退
職
し
た
職
員
に
対

し
て
は
、
第
一
項
の
退
職
手
当
と
、

そ
の
十
割
に
相
当
す
る
金
額
と
の
合

計
額
以
内
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ

の
閣
議
決
定
を
受
け
て
大
蔵
省
給
与

局
長
か
ら
発
出
さ
れ
た
支
給
準
則

◯23同、添付案

◯22昭和二二年三月二九日、退官・退職手当支給要綱閣
議書
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（
省
略
）
が
あ
り
、
そ
の
第
二
条
に
よ
っ
て
、
勤
続
年
数
に
よ
っ
て

満
一
年
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
退
職
手
当
の
率
が
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
五
年
以
内
だ
と
毎
年
の
五
〇
％
、
そ
の
後
五
年
は
毎
年
五

五
％
、・
・
・
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
掛
け
て
い
く
と
数
値

が
出
ま
す
。

　

計
算
す
る
の
め
ん
ど
く
さ
い
！　

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
あ
り
が

た
い
こ
と
に
、「
枢
密
院
文
書
」
の
昭
和
二
二
年
の
雑
件
中
に
「
枢

密
院
廃
止
に
関
す
る
件
」
と
い
う
ど
な
た
か
の
残
し
た
メ
モ
が
出
て

き
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
上
記
の
退
職
額
の
計
算
方
式
が
わ
か
り
ま

す
。

　

㉔
を
見
る
と
、
清
水
議
長
は
満
五
二
年
の
勤
続
年
数
が
あ
る
の
で

す
が
、
四
〇
年
で
打
ち
切
り
の
規
定
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
議
長
の

俸
給
月
額
二
二
〇
〇
円
を
も
と
に
し
て
計
算
す
る
と
、（
計
算
省
略
）

五
万
二
二
五
〇
円
が
出
ま
す
。廃
庁
に
よ
る
退
職
な
の
で
、一
〇
〇
％

の
増
額
が
あ
っ
て
、
一
〇
万
四
五
〇
〇
円
。
計
算
で
き
ま
し
た
。
清

水
議
長
だ
け
が
ず
ば
抜
け
て
い
た
の
は
勤
続
年
数
で
、
清
水
議
長
は

明
治
二
七
年
に
内
務
省
に
奉
職
し
た
時
か
ら
の
通
算
に
対
し
て
、
例

え
ば
潮
副
議
長
は
内
務
大
臣
等
の
経
歴
を
経
て
枢
密
顧
問
官
と
な
っ

た
昭
和
一
二
年
か
ら
の
計
算
に
な
り
ま
す
。
柳
田
国
男
顧
問
官
は
勤

続
が
満
一
一
か
月
な
の
で
、通
常
の
退
職
手
当
は
出
な
い
の
で
す
が
、

廃
庁
の
場
合
は
勤
続
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
俸
給
の
一
か
月
半
分
に

相
当
す
る
金
額
を
支
給
す
る
（
第
五
条
）
と
い
う
規
定
が
あ
る
の
で
、

俸
給
月
額
の
二
〇
〇
〇
円
の
一
倍
半
の
三
〇
〇
〇
円
が
支
給
さ
れ
ま

◯24「枢密院廃止に関する件」中メモ
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す
。
こ
れ
も
計
算
完
了
。
な
ん
と
か
実
務
に
つ
い
て
い
け
た
。

　

な
お
、
別
途
、
書
記
官
長
決
裁
で
「
嘱
託
職
員
の
退
職
手
当
」
も

決
裁
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
枢
密
院
の
最
後
の
仕
事
で
し
た
・
・
・
。

　

清
水
議
長
の
仕
事
は
こ
こ
ま
で
、
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
年
は
、

給
与
に
つ
い
て
も
、
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、
五

月
と
九
月
に
給
与
の
暫
定
加
給
が
行
わ
れ
、
こ
れ
が
一
月
に
遡
及
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、俸
給
基
準
額
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
退
職
手
当
が
追
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
枢
密
院
が
廃
止

◯26同、添付文書

◯25昭和二二年総理府公文一〇月一三日付け、元枢密顧問官小幡酉吉外十五名
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さ
れ
て
半
年
ほ
ど
を
隔
て
た
一
〇
月
一
三
日
付
け
総
理
庁
文
書
㉕

で
、
顧
問
官
ら
へ
の
追
給
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

㉕
美
濃
部
さ
ん
や
柳
田
先
生
に
も
支
給
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
決
裁

権
者
（「
了
」
と
し
て
い
る
）
は
内
閣
総
理
大
臣
で
す
。
な
お
、
こ

れ
も
別
途
内
閣
官
房
長
官
決
裁
で
、
嘱
託
職
員
へ
の
追
給
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
（
一
一
日
付
）。

　

よ
く
見
て
い
た
だ
く
と
、
こ
こ
に
は
、
清
水
議
長
や
潮
副
議
長
ら
、

例
え
ば
竹
越
顧
問
官
な
ど
何
人
か
の
名
前
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

　

ど
こ
に
行
っ
た
の
か
と
探
し
て
み
る
と
、
㉕
の
文
書
に
㉖
の
添
付

書
が
あ
り
ま
し
た
。

　

清
水
議
長
、
潮
副
議
長
、
林
、
竹
越
、
伊
沢
、
樺
山
、
河
原
各
顧

問
官
は
、
九
月
二
三
日
に
公
職
追
放
処
分
を
受
け
て
お
り
、
追
給
対

象
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
で
す
。

最
後
の
枢
密
院
議
長
は
…

　

と
こ
ろ
で
、
清
水
元
議
長
は
、
こ
の
追
給
決
裁
の
時
に
は
、
す
で

に
現
世
に
い
ま
せ
ん
。
確
か
に
ご
高

齢
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
九
月
二

五
日
死
亡
、
死
因
は
㉗
に
報
じ
ら
れ

て
い
る
と
お
り
、「
入
水
自
殺
」で
す
。

　

・
・
・（
博
士
は
、）
日
本
の
心
を

無
視
し
た
、
G
H
Q
か
ら
押
し
付
け

ら
れ
た
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
る

と
、
日
本
国
と
天
皇
制
の
将
来
を
憂

慮
さ
れ
、
幽
界
よ
り
わ
が
国
体
の
護

持
と
皇
室
の
御
安
泰
、
今
上
陛
下
の

御
在
位
を
祈
願
し
よ
う
と
自
決
を
決

意
さ
れ
、
汨べ
き

羅ら

の
渊ふ
ち

に
身
を
投
じ
た

楚
の
国
の
忠
臣
屈く
つ

原げ
ん

の
故
事
に
倣

い
、
九
月
二
十
五
日
、
か
ね
て
か
ら

そ
の
風
光
を
愛
さ
れ
て
い
た
熱
海
の

◯27毎日新聞昭和二二年九月二八日朝刊
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錦に
し
き

ヶが

浦う
ら

の
海
中
に
身
を
投
ぜ
ら
れ
た
。
博
士
は
大
日
本
帝
国
憲
法

に
殉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
浅
野
一
郎
「
清
水
博
士
の
学
説
の
特
色
」（「
清
水
博
士
論
文
・

資
料
集
」（
昭
和
五
八
年　

原
書
房
）
所
収
）
よ
り
）

　

紀
元
前
三
世
紀
の
人
と
さ
れ
る
屈
原
の
最
期
に
つ
い
て
は
「
史し

記き

」
に
記
述
が
あ
り
ま
す
。
㉘

　

左
側
三
行
目
。

是こ
こ

に
於
い
て
、
石
を
懐い
だ

き
て
遂
に
自
ら
汨
羅
に
投
じ
て
以
て
死
せ

り
。

　

新
聞
に
報
道
さ
れ
て
い
る
清
水
議
長
の
遺
書
に
は
、
自
ら
を
「
八

十
翁
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
明
治
元
年
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ

の
年
ち
ょ
う
ど
数
え
で
八
〇
歳
。
明
治
と
と
も
に
生
ま
れ
て
、
明
治

憲
法
と
と
も
に
去
っ
て
行
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、今
年
は
、

昭
和
二
〇
年
か
ら
満
で
八
〇
年
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
、
清
水
議
長
の

訃
に
接
し
て
、
口
う
る
さ
い
徳
富
蘇
峰
を
し
て
感
嘆
せ
し
め
た
よ
う

な
　

寔
ま
こ
と

に
寔
に
見
事
な
る
、
申
分
な
き
御
最
期

　

は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　　
（
参
考
）

　

本
文
に
明
記
し
た
も
の
の
ほ
か
、

　

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー　

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

　

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

◯28国立公文書館蔵「史記」巻八十四より。左側三行目、屈原の最期。
「是

ここ

に於いて、石を懐きて遂に自ら汨
べき

羅
ら

に投じて以て死せり。」
なお、この本は、菅

かん

得
とく

庵
あん

手識本。慶長の古活字で刷られた美しい本です。菅得庵は
林羅山と同じく藤原惺窩門の儒者、播磨のひと。自らの弟子に殺害されたというから、
この本もおそらく数奇な運命でここに蔵されたのであろう
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伊
藤
博
文
「
憲
法
義
解
」（
二

〇
一
九
年
改
版　

岩
波
文
庫
）

　

清
水
博
士
論
文
資
料
刊
行
会

「
清
水
博
士
論
文
・
資
料
集
」（
昭

和
五
八
年　

原
書
房
）

　

坂
本
国
夫
「
枢
密
院
の
文
書
に

つ
い
て
」（『
北
の
丸
』第
三
号（
昭

和
四
九
年
国
立
公
文
書
館
）所
収
）

　

佐
野
眞
一
「
枢
密
院
議
長
の
日

記
」（
二
〇
〇
七
年　

講
談
社
現

代
新
書
）

　

深
井
英
五
「
枢
密
院
重
要
議
事

覚
書
」（
一
九
五
三
年　

岩
波
書

店
）

　

美
濃
部
達
吉
「
憲
法
講
話
」（
二

〇
一
八
年　

岩
波
文
庫
）

福井　ひとし（ふくい・ひとし）氏
　一九六二年三重県生、東京大学法学部卒、八五年から総
務省、内閣官房、復興庁、沖縄総合事務局等に勤務。内閣
府参事官として公文書管理法の制定に参画、その後、福岡
大学教授、内閣審議官、国立公文書館理事、日本学術会議
事務局長、迎賓館長を経て、二〇二二年から国立公文書館
で首席研究官。役人時代、国会予算委員会で答弁、総理と
米大統領を先導、そして今、両憲法の原本と毎日一緒に暮
らしている、のが人生三大レガシー！（イラストも筆者）


