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官
僚
た
ち
の
「
メ
ル
ヘ
ン
」

─
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
。

─
─

　

所
用
が
あ
っ
て
久
し
ぶ
り
に
初
夏
の
霞
が
関
に
出
向
き
ま
し
た
。

特
許
庁
の
脇
か
ら
、
霞
が
関
ビ
ル
を
右
手
に
見
て
、
第
四
合
同
庁
舎

に
向
か
う
ゆ
る
い
坂
道
を
登
り
ま
す
。

　

第
四
合
同
庁
舎
は
わ
た
し
が
昭
和
の
終
わ
り
ご
ろ
に
初
め
て
奉
職

し
て
、
そ
れ
こ
そ
寝
泊
ま
り
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
懐
か
し
い
ビ
ル

で
す
。
苦
し
き
こ
と
の
み
多
か
り
き
・
・
・
で
す
が
、
悔
し
い
こ
と

情
け
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
の
多
さ
の
ゆ
え
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い

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

第三回



— 50 —

て
、
先
輩
た
ち
と
の
深
夜
の
バ
カ
話
（
徹
夜
に
近
く
な
る
と
な
ん
で

も
な
い
こ
と
が
お
か
し
く
て
し
よ
う
が
な
か
っ
た
）
と
か
、
食
堂
が

二
つ
あ
っ
た
の
で
昼
飯
二
回
食
っ
た
と
か
、
そ
ん
な
楽
し
い
こ
と
だ

け
覚
え
て
い
ま
す
。

（
七
〇
年
前
の
夏
）

　

さ
て
、
わ
た
し
の
思
い
出
は
た
か
だ
か
四
〇
年
前
で
す
が
、
城
山

三
郎
さ
ん
の
『
官
僚
た
ち
の
夏
』（
昭
和
五
〇
年
新
潮
社
）
の
冒
頭

近
く
に
印
象
深
い
一
節
が
あ
り
ま
す
。
今
を
去
る
こ
と
約
七
〇
年
、

昭
和
三
〇
年
代
の
初
夏
の
あ
る
日
の
こ
と
─
─

　

晴
れ
渡
っ
た
空
に
、正
午
を
告
げ
る
サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
渡
っ
た
。

く
の
字
坂
を
、
男
や
女
が
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
下
り
て
く
る
。・
・
・
ひ

と
り
坂
を
上
っ
て
い
く
風
越
（
福
井
注
：
風か
ざ

越ご
し

信
吾
。
こ
の
小
説

の
主
人
公
で
あ
る
通
産
官
僚
）
は
、
何
度
も
男
や
女
に
ぶ
つ
か
っ

た
。
み
ん
な
役
人
で
あ
る
。
通
産
省
だ
け
で
な
く
、文
部
省
か
ら
、

大
蔵
省
か
ら
、
次
々
と
溢
れ
出
て
く
る
。・
・
・
風
越
は
空
を
見

上
げ
て
歩
い
た
。（
下
略
）

　

こ
の
坂
が
、
こ
の
坂
の
は
ず
。
坂
と
カ
ー
ブ
は
そ
の
ま
ま
に
、
周

囲
の
姿
を
変
え
た
の
が
、
①
の
写
真
の
姿
で
す
。

①特許庁脇からの緩い登り道。左手・
新霞が関ビル、正面・第四合同庁舎、
右手は霞が関コモンゲート。
さらに右手には霞が関ビルがあります。
（撮影筆者）

②昭和39年「東京都都市計画及び都市計画事業の決
定等」所収の附図。矢印は筆写が記入。矢印の根っ
こ左側にあるのが改修前の特許庁。上の写真も風越
信吾の進行方向もこの矢印になっているはず。
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①
の
写
真
は
、
昭
和
三
〇
年
代
の
地
図
②
の
矢
印
の
方
向
を
撮
影

し
て
い
ま
す
。小
説
の
中
の
風
越
も
同
じ
方
向
に
歩
い
て
い
る
は
ず
。

矢
印
の
右
上
（
F
）
が
大
蔵
省
（
現
在
の
財
務
省
）、
矢
印
の
先
っ

ぽ
の
す
ぐ
右
に
「
会
計
検
査
院
」。
矢
印
右
の
空
白
に
は
こ
の
数
年

後
に
霞
が
関
ビ
ル
が
建
ち
、
そ
の
後
、
会
計
検
査
院
や
そ
の
右
側
の

文
部
省
（
G
）
は
、現
在
で
は
霞
が
関
コ
モ
ン
ゲ
ー
ト
に
様
変
わ
り
。

な
お
、（
C
）
の
と
こ
ろ
、
昭
和
三
九
年
段
階
で
は
す
で
に
「
通
商

産
業
省
」
に
な
っ
て
い
ま
す
（
現
在
は
経
済
産
業
省
）
が
、
昭
和
三

〇
年
頃
は
こ
こ
に
は
六
本
木
移
転
前
の
「
防
衛
庁
」
が
あ
り
、
通
商

産
業
省
は
、
会
計
検
査
院
に
間
借
り
し
て
い
ま
し
た
。

　
『
官
僚
た
ち
の
夏
』（
以
下
、『
夏
』
と
表
記
し
ま
す
）
は
、
主
人

公
の
風
越
が
ふ
り
〇
ん
で
家
の
中
を
歩
き
回
っ
た
り
、
無
定
量
で
働

く
こ
と
が
推
奨
さ
れ
た
り
、
今
や
「
不
適
切
文
学
」
の
一
つ
で
は
な

い
か
・
・
・
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、『
中
央
公
論
』
の
本
年
三

月
号
に
、
座
談
会
「
女
性
官
僚
の
リ
ア
ル
」
と
い
う
の
が
載
っ
て
い

て
、
そ
の
中
で
、
元
経
済
産
業
省
の
門か
ど

寛ひ
ろ

子こ

さ
ん
が

　

・
・
・「『
官
僚
た
ち
の
夏
』
を
読
ん
で
経
産
省
に
入
り
ま
し
た
。」

と
言
う
後
輩
が
い
ま
し
た
が
、
わ
た
し
は
「
あ
れ
は
メ
ル
ヘ
ン
だ

か
ら
！
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。

　

と
い
う
発
言
し
て
お
ら
れ
る
の
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。

　
「
メ
ル
ヘ
ン
」
？　

な
ん
と
い
い
評
価
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
メ

ル
ヘ
ン
な
ら
、
ネ
コ
が
長
靴
を
は
く
だ
ろ
う
し
、
ロ
バ
も
歌
う
で
あ

ろ
う
。
お
じ
さ
ん
が
ふ
り
〇
ん
で
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
今
回
は
『
夏
』
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
昭
和
三
〇
年
代
の

霞
が
関
、
特
に
主
人
公
・
風
越
信
吾
ら
「
官
僚
た
ち
」
と
、
そ
の
モ

デ
ル
と
さ
れ
る
佐さ

橋は
し

滋し
げ
る

通
産
事
務
次
官
と
そ
の
周
辺
を
徘
徊
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
佐
橋
さ
ん
に
は
『
異
色
官
僚
』（
一
九
六
七

年
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）（
以
下
『
自
伝
』）
と
い
う
自
伝
と
、
佐さ

高た
か

信ま
こ
とさ

ん
が
本
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
ま
と
め
た
「『
官
僚
た

ち
の
夏
』
の
佐
橋
滋
」（
七
つ
森
書
館
二
〇
〇
九
）（
以
下
『
夏
の
佐

橋
』）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
ま
す
。

　

城
山
三
郎
さ
ん
は
、『
夏
』
を
書
き
終
え
た
後
で
佐
橋
さ
ん
と
会

談
し
、

「
取
材
の
過
程
で
お
会
い
し
な
く
て
よ
か
っ
た
。
私
が
ふ
く
ら
ま

せ
た
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
強
烈
な
個
性
に
ね
じ
ふ
せ
ら
れ
た

ろ
う
か
ら
だ
」

　

と
述
懐
し
て
い
た
、と
佐
高
信
さ
ん
が
書
い
て
い
ま
す
。（『
自
伝
』

現
代
教
養
文
庫
版
（
一
九
九
四
社
会
思
想
社
）「
解
説
」）

　

城
山
さ
ん
が
「
ね
じ
ふ
せ
ら
れ
」
そ
う
に
な
っ
た
「
本
物
」
の
方

は
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
、
公
文
書
の
中
に
そ
の
人
は
現
れ
る
の
だ

ろ
う
か
、
興
味
が
湧
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
湧
き
ま
す
よ
ね
？ 

（
青
年
官
僚
・
佐
橋
滋
）

　
『
自
伝
』
に
よ
る
と
、
佐
橋
滋
さ
ん
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

岐
阜
県
生
ま
れ
、
八
高
、
帝
大
を
経
て
昭
和
一
二
年
に
商
工
省
に
入

省
。
一
三
年
の
一
月
か
ら
召
集
を
受
け
、
一
六
年
一
〇
月
に
主
計
中
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尉
で
復
員
し
た
と
の
こ
と
。『
夏
』
の
風
越
に
は
軍
隊
経
験
の
話
が

出
て
こ
な
い
の
で
、
こ
の
時
期
の
体
験
が
佐
橋
・
風
越
の
大
き
な
違

い
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
あ
と
で
ま
た
触

れ
ま
す
。

　

国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
検
索
し
て
み
る
と
、

入
省
直
後
の
「
佐
橋
滋
」
の
名
前
が
残
っ
て
い
ま
す
。
③
は
昭
和
一

二
年
八
月
、
ま
だ
商
工
省
の
「
属
」
で
あ
っ
た
佐
橋
さ
ん
を
内
閣
東

北
局
属
（
東
北
振
興
調
査
会
書
記
）
に
任
命
す
る
と
い
う
通
知
で
す
。

こ
の
ク
ラ
ス
の
人
の
任
免
書
が
残
っ
て
い
る
の
は
珍
し
い
。た
だ
し
、

『
自
伝
』
に
よ
れ
ば
佐
橋
さ
ん
は
、
入
省
八
か
月
（
一
二
月
ご
ろ
？
）

に
「
青
机
」（
高
等
官
の
机
に
は
青
ビ
ロ
ー
ド
の
敷
布
が
貼
っ
て
あ
っ

た
の
で
、「
事
務
官
」
の
こ
と
を
そ
う
呼
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
う
い

う
の
は
規
則
で
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
勉
強
に
な
り
ま

す
）
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
ま
も
な
く
一
三
年
一
月
に
入
営
し
た
、

と
あ
っ
て
、
革
新
官
僚
と
し
て
名
高
い
美
濃
部
洋
次
工
務
課
長
の
記

憶
や
吉
野
信
次
大
臣
に
ハ
ン
コ
取
り
に
行
っ
た
思
い
出
は
書
い
て
あ

る
の
で
す
が
、
東
北
局
の
仕
事
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
全
く
あ
り

ま
せ
ん
。

（
戦
後
、
佐
橋
と
風
越
の
「
合
流
」）

　

佐
橋
さ
ん
は
、
昭
和
一
六
年
の
除
隊
後
も
、
軍
需
省
時
代
に
陸
軍

の
臨
時
召
集
を
受
け
、出
港
直
前
に
解
除
に
な
る
と
い
っ
た
経
験（
お

そ
ら
く
陸
軍
の
い
や
が
ら
せ
な
の
で
し
ょ
う
。情
け
な
く
な
り
ま
す
）

も
経
な
が
ら
、
名
古
屋
地
方
商
工
局
で
終
戦
。
そ
の
後
、
全
商
工
労

組
委
員
長
や
本
省
の
労
働
課
長
を
経
て
紙
業
課
長
に
な
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
『
夏
』
の
風
越
さ
ん
と
経
歴
が
一
致
し
始
め
ま
す
。
よ
う
や

く
メ
ル
ヘ
ン
と
現
実
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

　

紙
業
課
長
時
代
の
決
裁
が
残
っ
て
い
ま
す
の
で
見
て
お
き
ま
す
。

④
は
需
給
調
整
法
に
基
づ
く
報
告
提
出
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
い
と

い
う
決
裁
。
紙
業
課
か
ら
繊
維
局
長
・
総
務
局
長
を
経
て
次
官
・
大

臣
へ
。
当
時
は
ま
だ
商
工
省
の
時
代
で
す
が
、
商
工
省
が
「
総
務
局

長
制
」
を
取
っ
て
い
た
こ
と
、
当
時
の
決
裁
書
が
「
右
下
か
ら
左
上

③昭和十二年八月一二日付け内閣任免裁可
書。「商工属　佐橋滋」の名前があります。
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へ
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
ま
す
。
紙
業
課

長
は
、
右
か
ら
左
へ
篆て
ん

字じ

で
「
佐
」「
橋
」
の
印
鑑
で
す
。
こ
の
印

影
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

報
告
を
取
り
ま
と
め
て
⑤
で
大
臣
に
報
告
し
て
い
ま
す
。
決
裁
の

流
れ
を
見
る
と
、
繊
維
局
長
→
総
務
局
長
と
次
官
の
間
に
秘
書
課
長

が
入
っ
た
よ
う
で
す
。
④
よ
り
ハ
ン
コ
の
数
が
増
え
て
い
る
の
は
、

中
身
を
知
ら
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
前
回
ま
わ

さ
な
か
っ
た
の
で
怒
ら
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。紙
業
課
の
方
に
は
、

ま
だ
ハ
ン
コ
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
か
、
自
署
で
「
三
宅
」
さ
ん

が
い
ま
す
。
三
宅
幸
夫
さ
ん
は
『
夏
』
に
登
場
し
て
無
定
量
で
働
く

「
木
炭
車
・
庭
野
」
さ
ん
（
木
炭
車
は
「
火
の
つ
く
ま
で
は
お
そ
い
が
、

い
っ
た
ん
エ
ン
ジ
ン
が
か
か
る
と
、
な
か
な
か
止
ま
ら
な
い
」
そ
う

で
す
。）
の
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

佐
橋
さ
ん
は
『
自
伝
』
の
中
で
、

　

国
会
の
解
散
と
い
え
ど
も
選
挙
用
紙
・
選
挙
公
報
の
関
係
で
紙

業
課
に
連
絡
な
し
に
は
支
障
を
き
た
す
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。

　

と
、
当
時
の
「
紙
」
の
重
要
性
を
書
い
て
い
ま
す
が
、『
夏
』
に
、

風
越
紙
業
課
長
が
老
首
相
・
篠
原
に
直
談
判
し
て
解
散
を
止
め
さ
せ

④通商産業省からの移管文書より、「昭和二二
年需給調整法の規定に基く報告提出に関する
件」。「提出」しているのではなく、「提出を求
める」文書です。

⑤④により求めた報告のとりまとめ報告です。
標題が「報告徴収の件」になっており、④と逆
みたいに感じます。行政文書の「件名」は中身
と合わないものが時々あって戸惑いますが、そ
の時の担当官の苦衷と理解して寛恕してやって
ください。
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る
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
首
相
は
幣し
で

原は
ら

喜き

重じ
ゅ
う

郎ろ
う

さ
ん
が

モ
デ
ル
で
す
が
、
そ
の
総
辞
職
時
に
は
佐
橋
さ
ん
は
ま
だ
紙
業
課
長

に
な
っ
て
な
い
は
ず
な
の
で
、
佐
橋
さ
ん
の
物
語
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
。

（
閣
議
に
出
席
し
た
の
か
）

　

そ
れ
よ
り
も
『
自
伝
』
の
中
で
気
に
な
る
記
述
は
、
紙
業
課
長
時

代
に
閣
議
に
出
席
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
点
で
す
。
現
在
の
運
用
で

考
え
る
と
閣
議
に
課
長
が
出
席
し
て
い
た
な
ん
て
、
そ
れ
こ
そ
、「
ほ

ん
と
に
メ
ル
ヘ
ン
で
は
」
と
思
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
『
自
伝
』
の
記
述
で
は
、
佐
橋
さ
ん
は
、
紙
業
課
長
在
職
す
ぐ
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
昭
和
二
二
年
の
早
い
こ
ろ
に
新
聞
協
会
に
乗
り

込
ん
で
、「
新
聞
を
タ
ブ
ロ
イ
ド
に
は
絶
対
に
し
な
い
、
三
か
月
後

に
は
夕
刊
を
発
行
さ
せ
る
」、
だ
か
ら
新
聞
も
協
力
し
て
応
援
し
て

く
れ
、
と
大
見
え
を
切
っ
た
。
そ
の
後
、
大
雪
で
王
子
製
紙
苫
小
牧

工
場
に
石
炭
が
運
べ
ず
、
紙
が
作
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
起
こ
り
、

閣
議
で
緊
急
増
産
に
関
す
る
閣
議
決
定
を
行
っ
た
（
こ
の
際
、
水み
ず

谷た
に

長ち
ょ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

商
工
大
臣
の
指
示
で
、閣
議
に
出
席
し
て
説
明
し
た
）上
で
、

現
地
に
乗
り
込
ん
で
、
配
炭
公
団
と
談
判
し
て
他
に
行
く
石
炭
を
苫

小
牧
に
運
ば
せ
、
窮
地
を
脱
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
か
ら
移
管
さ
れ
て
い

る
閣
議
資
料
を
丹
念
に
見
て
み
ま
し
た
が
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
く
だ
ら
な
い
こ
と
に
精
力
を
費
や
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

ま
す
が
、
と
に
か
く
お
も
し
ろ
い
の
で
申
し
訳
な
い
で
す
。
昭
和
二

二
年
の
片
山
内
閣
発
足
（
最
初
は
一
人
内
閣
、
六
月
一
日
か
ら
閣
僚

を
任
命
）
直
後
の
同
月
二
日
の
閣
議
で
、
⑥
の
最
初
の
項
目
に
あ
る

よ
う
に
、「
出
版
用
紙
の
担
当
大
臣
は
林は
や
し（
平へ
い

馬ま

）
大
臣
と
す
る
」

と
決
め
て
い
て
、水
谷
商
工
大
臣
の
担
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

林
大
臣
が
一
一
月
二
五
日
に
公
職
追
放
に
よ
り
辞
職
し
て
い
る
の

で
、
そ
れ
以
降
、
商
工
大
臣
の
担
当
に
戻
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

そ
の
後
、
昭
和
二
三
年
に
入
っ
て
、
⑦
に
あ
る
よ
う
に
、
一
月
九

日
閣
議
で
、「
新
聞
巻
取
紙
生
産
用
原
木
の
確
保
に
関
す
る
件
」
が

案
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水
谷
商
工
大
臣
時
代
に
、
新
聞
用
紙
の
生

産
に
つ
い
て
閣
議
案
件
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
資
料
上
は
こ
の
時
だ

⑥昭和二二年六月二日閣議案件
表。当時はタイプ印字もせず、
手書きで、ときどき担当者のメ
モが入っていたりします。佐藤
達
たつ

夫
お

法制局次長（直後に長官に
就任）の出席がわざわざ特記さ
れています。
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け
で
す
。

　

そ
の
内
容
を
見
て
み
ま
す
。
⑧
は
意
外
と
は
っ
き
り
読
め
る
か
と

思
う
の
で
す
が
、
内
容
は
、
王
子
製
紙
苫
小
牧
工
場
に
必
要
な
原
木

が
回
っ
て
き
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
新
聞
は
タ
ブ
ロ
イ

ド
判
に
し
て
も
発
行
不
能
に
陥
り
由
々
し
き
事
態
」（
左
ペ
ー
ジ
四

～
五
行
目
）
に
な
る
の
で
、「
同
工
場
に
一
日
・
・
・
一
〇
五
〇
ト

ン
を
万
難
を
排
し
て
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
」（
右
ペ
ー
ジ
文
章
の

二
～
三
行
目
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
稟
請
書
」
は
問
題
提
起

だ
け
を
し
て
い
て
、
こ
れ
を
受
け
て
何
を
ど
う
す
る
こ
と
に
し
た
か

は
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
内
容
は
あ
く
ま
で
原
木
の
問

題
な
の
で
、
石
炭
の
問
題
と
は
さ
す
が
に
思
い
違
い
は
あ
り
え
な
い

と
思
い
ま
す
。
一
方
、
こ
の
「
原
木
」
の
件
に
つ
い
て
は
『
自
伝
』

で
何
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
関
係
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
単

な
る
記
憶
違
い
に
し
て
は
『
自
伝
』
の
話
が
現
実
味
に
あ
ふ
れ
て
い

る
の
で
、も
し
か
し
た
ら
書
面
で
は
「
原
木
」
だ
け
を
問
題
に
し
て
、

口
頭
で
石
炭
に
つ
い
て
触
れ
た
・
・
・
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
不

明
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
一
月
九
日
閣
議
に
、
紙
業
課
長
が
出
席
し
た
と
い
う

記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
す
が
に
特
別
扱
い
な
ら
何
か
メ
モ
で
も
あ

⑦昭和二三年一月九日片
山内閣閣議案件表。珍し
くタイプ。商工大臣から
「新聞巻取紙生産用原木確
保に関する件」が登録さ
れている。

⑧同閣議に提出されている「新聞巻取紙生産用原木の確保に関す
る件」（閣議稟

りん

請
せい

案）（「稟請」なんて言い方をしていたんですね）。
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る
と
思
う
の
で
す
が
、
一
方
、
一
月
二
七
日
付
け
の
官
房
長
官
通
知

で
「
関
係
官
を
出
席
せ
し
め
る
場
合
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
、

例
外
的
な
取
扱
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
佐
橋
さ
ん

の
せ
い
で
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
の
か
も
。
結
局
、
本
当
に
閣
議
に
出

席
し
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
ず
、
も
や
も
や
し
た
ま
ま
で
す
ね
。
当

時
の
関
係
者
に
訊
い
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

（
高
度
経
済
成
長
期
、
局
長
と
し
て
取
り
組
む
）

　

占
領
を
終
え
、「
も
は
や
『
戦
後
』
で
は
な
い
」
と
い
う
昭
和
三

〇
年
代
に
入
り
、
佐
橋
さ
ん
も
重
工
業
局
次
長
・
局
長
や
企
業
局
長

と
し
て
活
躍
し
ま
す
。

　

専
用
船
、
機
械
類
割
賦
信
用
保
険
、
呉
旧
海
軍
工
廠
跡
地
、

I
B
M
問
題
、
ど
れ
も
こ
れ
も
産
業
政
策
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
の

で
す
が
、あ
い
に
く
そ
う
い
う
興
味
で
は
な
い
の
で
、『
自
伝
』
で
「
国

会
の
ど
ぎ
も
を
抜
」
い
た
と
い
う
計
量
法
改
正
に
つ
い
て
、
見
て
み

ま
す
。

　

⑨
の
計
量
法
改
正
案
の
決
裁
書
、上
か
ら
四
行
目
に
（
重
工
業
局
）

局
長
が
い
ま
す
。
印
影
が
少
し
つ
ぶ
れ
て
い
ま
す
が
、
戦
後
と
同
じ

「
佐
橋
」
の
印
影
で
す
。

　

こ
の
決
裁
書
を
見
る
と
、
わ
た
し
な
ど
は
ち
ょ
っ
と
驚
き
ま
す
。

戦
後
の
商
工
省
の
決
裁
書
は
右
か
ら
左
上
に
昇
っ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
通
商
産
業
省
の
決
裁
は
、
上
か
ら
下
に
降
り
て
い
く
、
と
い
う

形
の
稟
議
書
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

畏
友
（
と
勝
手
に
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
）、
通
商
産
業
省
時
代

の
「
官
僚
気か
た
ぎ質

」
を
お
持
ち
の
ま
ま
と
思
し
き
中な
か

石い
し

斉な
り

孝た
か

内
閣
府
健

康
・
医
療
戦
略
推
進
事
務
局
長
に
意
見
を
求
め
て
み
ま
す
。

⑨昭和三七年二月「計量法の一部を改正する法律案」の閣議請議決裁
書。通産省はこういう請議書を系統だてて移管してくれているのであ
りがたいです。
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「
今
は
電
子
決
済
で
す
が
、
紙
の
時
代
に
他
省
の
よ
う
に
決
裁
上

位
者
が
上
か
ら
下
へ
並
ん
で
い
る
と
。
起
案
を
回
す
順
番
と
上
下

が
逆
に
な
る
面
倒
く
さ
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
内
容
を
一
番
分

か
っ
て
い
る
の
は
起
案
者
な
の
で
、
一
番
上
に
書
き
、
そ
こ
か
ら

順
次
偉
い
人
を
下
へ
並
べ
て
い
く
の
で
い
い
の
で
は
と
。
紅
白
歌

合
戦
の
番
組
表
と
同
じ
で
、一
番
偉
い
人
は
オ
オ
ト
リ
で
ど
う
ぞ
、

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
」

　

最
後
の
一
言
が
と
て
も
説
得
的
で
す
ね
。

　

佐
橋
局
長
は
、
こ
の
法
案
の
国
会
答
弁
で
、「
説
明
し
て
い
る
当

の
本
人
が
わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
メ
ー
ト
ル
や
ケ
ル
ビ
ン
度
の

説
明
を
行
い
、
国
会
の
「
ど
ぎ
も
を
ぬ
い
た
」
そ
う
で
す
。

　

⑩
の
一
段
目
最
初
の
段
落
、「
光
の
波
長
と
申
し
ま
し
て
も
、・・・

ク
リ
ン
プ
ト
ン
八
六
の
原
子
か
ら
発
し
ま
す
光
、
こ
れ
が
ダ
イ
ダ
イ

色
の
光
で
あ
り
ま
し
て
・
・
・
」
と
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
質
問

者
の
田た

中な
か

武た
け

夫お

議
員
は
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
生
ま
れ
、
中
央
大

学
か
ら
国
鉄
に
進
み
、
戦
後
社
会
党
か
ら
立
候
補
、
昭
和
三
〇
年
初

当
選
。
佐
橋
局
長
と
は
ほ
ぼ
同
年
齢
の
二
人
の
や
り
と
り
で
す
。
佐

橋
局
長
に
し
ゃ
べ
る
だ
け
し
ゃ
べ
ら
せ
て
お
い
て
、
三
段
目
の
左
の

方
、「
こ
こ
で
委
員
長
に
お
願
い
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
百
聞

は
一
見
に
し
か
ず
と
い
い
ま
す
か
ら
、
当
委
員
会
と
し
て
・
・
・
必

要
な
実
際
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
そ
の
よ
う
な
視
察

と
い
う
こ
と
を
一
つ
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
委

員
会
視
察
の
提
案
に
う
ま
く
振
り
向
け
て
い
ま
す
。「
ど
ぎ
も
」
を

抜
か
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
き
れ
い
に
「
わ
ざ
」
を
決
め
て

ま
す
ね
。

（
佐
藤
大
臣
を
な
じ
る
）

　

企
業
局
長
時
代
、
昭
和
三
六
年
の
年
末
に
、
翌
年
度
予
算
の
最
終

調
整
過
程
で
、
工
業
立
地
の
た
め
に
国
が
計
画
的
に
土
地
造
成
を
行

う
と
い
う
予
算
に
つ
い
て
、
大
蔵
大
臣
と
の
折
衝
か
ら
帰
っ
て
き
た

⑩昭和三六年四月四日、衆議院商工委員会議事録
（衆議院の国会会議録検索システムを使わせていた
だきました。）
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佐さ

藤と
う

栄え
い

作さ
く

通
産
大
臣
が
「
あ
れ
は
お
り
て
き
た
よ
」
と
報
告
し
た
の

に
対
し
、
佐
橋
局
長
が
声
を
あ
げ
て
な
じ
っ
た
、
と
い
う
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。『
夏
』
に
よ
れ
ば
、

　

風
越
は
そ
の
前
に
つ
め
寄
り
、
大
声
で
浴
び
せ
か
け
た
。

　
「
大
臣
、
そ
れ
で
も
、
あ
な
た
は
実
力
者
な
ん
で
す
か
」

　

次
官
室
の
空
気
は
、
動
き
を
止
め
た
。
次
官
も
局
長
も
、
は
ら

は
ら
し
て
二
人
を
見
守
る
。

　

と
、
緊
迫
し
た
状
況
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

佐
藤
栄
作
元
総
理
に
つ
い
て
は
、戦
後
か
ら
つ
け
て
お
ら
れ
た「
佐

藤
栄
作
日
記
」（
朝
日
新
聞
社
か
ら
公
刊
）
や
総
理
・
大
臣
時
代
を

含
む
写
真
ア
ル
バ
ム
が
国
立
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
閲
覧

が
可
能
で
す
。「
日
記
」
を
見
る
と
、
市
販
の
自
由
日
記
帳
な
ど
に

書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
書
き
始
め
て
し
ば
ら
く
す
る
と
止

め
て
し
ま
い
、
ま
た
し
ば
ら
く
し
て
書
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
て
お
ら
れ
、
三
日
で
は
な
い
の
で
す
が
、
三
か
月
坊
主
ぐ
ら

い
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
な
ん
か
子
ど
も
の
こ
ろ
、「
テ
レ

ビ
に
出
て
く
る
こ
わ
い
お
じ
さ
ん
」
み
た
い
に
見
え
て
ま
し
た
が
、

同
じ
ぐ
ら
い
の
年
に
な
っ
て
み
る
と
、
少
し
親
近
感
も
湧
い
て
ま
い

り
ま
す
。
こ
の
「
日
記
」、
昭
和
三
六

年
後
半
は
書
か
れ
て
な
い
時
期
で
、
局

長
に
な
じ
ら
れ
た
日
の
感
想
な
ど
が
見

ら
れ
な
い
の
は
残
念
で
す
が
、
年
明
け

の
三
七
年
一
月
三
〇
日
に
省
内
で
法
案

の
打
ち
合
わ
せ
会
が
あ
り
、
⑫
に

　

 　

懸
案
の
地
方
工
業
都
市
調
整
法
案

は
本
ぎ
ま
り

　

と
書
い
て
あ
っ
て
、
問
題
に
な
っ
て

い
た
の
は
こ
の
法
案
の
関
連
予
算
で
す

か
ら
、
ず
っ
と
気
に
し
て
い
た
ら
し
い

の
が
わ
か
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
同
法
案
は
、
結
局
、
国
会

提
案
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

⑪佐藤栄作アルバム（下、水田大蔵大臣ととも
に筑豊の炭田を視察中、左上、鉄道省時代、海
外出張地から家族に送った絵葉書。ほほえまし
いです。）と右上、佐藤栄作日記。

⑫佐藤栄作日記、昭和三七年一月三〇日。「　」
印は筆者。
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（
特
定
産
業
振
興
臨
時
措
置
法
案
）

　

佐
橋
さ
ん
の
名
前
を
高
め
た
も
の
に
、
昭
和
三
八
年
、
第
四
三
回

通
常
国
会
に
紆
余
曲
折
の
末
に
提
出
さ
れ
た
「
特
定
産
業
振
興
臨
時

措
置
法
案
」（
特
振
法
）が
あ
り
ま
す
。
同
法
案
は
全
部
で
一
三
条
の
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
法
案
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

産
業
政
策
史
で
は
有
名
な
法
案
な
の
で
、
い
ろ
ん
な
本
で
触
れ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、や
は
り
担
当
局
長
に
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
す
。『
自

伝
』
に
よ
れ
ば
、

・・・
予
想
以
上
に
い
ろ
い
ろ
の
抵
抗
に
遭
遇
し
、や
っ
と
こ
、さ
っ

と
こ
成
案
を
得
て
国
会
に
送
り
込
ん
だ
。
こ
れ
で
勝
負
あ
っ
た
と

思
っ
た
が
、
国
会
で
は
ス
ポ
ン
サ
ー
な
き
法
律
と
い
う
印
象
の
下

に
全
然
審
議
さ
れ
な
い
ま
ま
に
審
議
未
了
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
う
で
す
が
、

　

内
容
は
、

　

一　

開
放
体
制
下
に
お
い
て
、
国
際
競
争
力
を
も
ち
う
る
た
め

に
は
現
在
の
産
業
の
再
編
成
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

二　

そ
の
た
め
に
は
企
業
は
集
中
、
合
併
、
専
門
化
を
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

　

三　

集
中
、
合
併
、
専
門
化
を
実
施
す
る
た
め
に
政
府
は
そ
れ

を
エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
す
る
施
策
を
講
ず
る
。（
イ
）
税
制
上
の
優
遇
、

（
ロ
）
金
融
、（
ハ
）
独
禁
法
上
の
例
外
措
置

　

四　

望
ま
し
い
産
業
の
再
編
成
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
の
結
論

づ
け
は
政
府
、業
界
、金
融
機
関
の
三
者
協
議
に
よ
っ
て
行
う
。（
官

民
協
調
方
式
）

　

こ
の
粗
案
を
ベ
ー
ス
に
各
方
面
に
説
明
を
し
、
了
解
工
作
を
開
始

し
た
。

　

と
の
こ
と
で
す
。

　

各
省
庁
や
団
体
と
の
折
衝
が
始
ま
る
の
で
す
が
、
こ
の
昭
和
三
〇

年
代
、
コ
ピ
ー
も
フ
ァ
ッ
ク
ス
も
無
い
時
代
に
、
現
在
で
あ
れ
ば
デ

ジ
タ
ル
空
間
で
行
わ
れ
て
い
る
「
各
省
協
議
」
が
実
際
に
ど
の
よ
う

に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
具
体
的
に
わ
か
り
ま
せ
ん
。

係
長
や
係
員
が
ど
ん
な
作
業
を
し
て
、
ど
こ
を
ど
う
歩
い
て
成
案
に

至
っ
て
い
た
の
か
、
ど
こ
か
で
整
理
し
て
お
か
な
い
と
も
う
永
久
に

忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
・
・
・
。

　

法
案
は
政
府
と
し
て
提
出
す
る
以
上
、
内
閣
で
了
解
さ
れ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
か
ら
、
現
代
で
も
全
く
同
様
に
、
責
任
の
大
臣
か
ら
閣
議

に
諮
ら
れ
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
意
見
を
聴
い
て
、
閣
僚
全
員
が
了

解
し
、サ
イ
ン
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
と
少
し
違
う
の
は
、

当
時
は
閣
議
前
日
に
事
務
次
官
等
会
議
が
開
催
さ
れ
、
こ
こ
で
了
解

を
得
て
い
な
い
法
案
は
閣
議
に
か
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
は
、
現
在
に
も

続
い
て
い
る
「
与
党
事
前
審
査
制
」
が
完
成
し
た
時
期
と
さ
れ
、
閣

議
の
前
に
与
党
（
当
時
は
自
民
党
一
党
）
の
政
策
調
査
会
、
総
務
会

の
了
解
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
か
な
か
遺
り
に
く
い
の
で
す
が
、
あ
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り
が
た
い
こ
と
に
⑬
の
文
書
が
読
め
ま
す
。
内
閣
官
房
か
ら
、
昭
和

三
九
年
の
年
末
近
く
に
、
去
る
一
〇
月
一
四
日
に
文
書
課
長
会
議
で

検
討
を
お
願
い
し
た
「
内
閣
参
事
官
室
の
要
望
」（
こ
う
い
う
ふ
う

に
し
て
く
れ
、
と
い
う
お
願
い
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
）
を

整
理
し
て
「
内
閣
関
係
事
務
処
理
要
領
」
と
し
て
印
刷
し
た
の
で
各

省
に
送
り
ま
す
、
以
降
は
こ
れ
に
沿
っ
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
の

趣
旨
の
文
書
で
す
。
閣
議
に
向
け
て
い
ろ
ん
な
案
や
添
付
資
料
を
、

閣
議
の
庶
務
と
国
会
へ
の
法
案
等
の
提
出
事
務
を
行
う
内
閣
官
房
参

事
官
室
に
持
ち
込
む
タ
イ
ミ
ン
グ
や
分
量
、
書
式
な
ど
に
つ
い
て
、

過
去
の
取
り
決
め
を
含
め
て
取
り
ま
と
め
て
、
い
わ
ば
知
の
共
有
を

図
ろ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

わ
た
し
も
こ
の
「
要
領
」
と
同
じ
よ
う
な
資
料
を
見
な
が
ら
仕
事

し
ま
し
た
し
、今
で
も
お
そ
ら
く
こ
の
「
子
孫
」
が
、各
省
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
文
書
は
、
内
閣
官
房
の
方
で
な

く
、
も
ら
っ
て
各
部
局
に
通
知
し
た
文

部
省
官
房
が
残
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
三
九
年
末
の
取
り
ま
と
め
で
す

が
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
慣
習
な
ど
が
ま

と
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
特
振
法
案
も

こ
れ
に
則
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

は
ず
で
す
。

　

⑭
の
（
7
）
を
み
る
と
、
予
算
関
連

法
案
は
予
算
提
出
か
ら
三
週
間
以
内
、

そ
れ
以
外
の
法
案
は
㆕
週
間
以
内
（
予

算
関
連
法
案
後
四
週
間
と
は
読
め
な
い
）

に
国
会
に
提
出
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て

い
ま
す
（
現
代
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
だ
い

た
い
二
月
上
旬
、
三
月
上
旬
に
な
っ
て

い
る
は
ず
で
す
）。

⑬昭和三九年一二月八日付け、内閣参事官から各省の
文書担当課長あて、「内閣関係事務処理要領について」

⑭「要領」の一部。
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特
振
法
案
は
、
三
月
二
二
日
の
閣
議
決
定
で
す
か
ら
、
す
で
に
時

期
自
体
が
異
常
で
す
。
ど
こ
に
も
そ
ん
な
記
述
は
な
い
の
で
す
が
、

こ
の
「
要
領
」
自
体
が
、
前
年
の
特
振
法
案
の
騒
ぎ
な
ど
が
き
っ
か

け
に
な
っ
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

（「
異
形
」
の
閣
議
決
定
）

　

特
振
法
の
閣
議
決
定
（
⑮
）
を
見
て
み
ま
す
。
右
肩
に
は
昭
和
三

八
年
三
月
二
〇
日
と
決
定
書
の
起
案
日
、
右
下
に
三
月
二
十
二
日
閣

議
決
定
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
に
は
、
七
月
六
日
閉
会
の
第
四
三
回

通
常
国
会
に
お
い
て
審
議
未
了
と
い
う
記
述
。

　

内
閣
総
理
大
臣
は
池
田
勇
人
、「
勇
」
の
字
を
く
ず
し
た
花
押
が

特
徴
的
。
通
商
産
業
大
臣
は
福
田
一
、「
福
」
の
字
を
〇
で
囲
ん
で

下
に
「
一
」
福
田
大
臣
の
上
に
、
田
中
角
栄
大
蔵
大
臣
。
こ
の
三
人

が
共
同
で
、
閣
議
で
の
議
題
に
す
る
こ
と
を
請
求
、
す
な
わ
ち
「
閣

議
請
議
」
し
て
い
ま
す
（
⑯
）。

　

閣
議
請
議
に
は
、
内
閣
法
制
局
の
審
査
書
が
付
さ
れ
ま
す
（
⑰
）。

⑮昭和三八年三月二二日、閣議決定書。

⑯昭和三八年三月二〇日付け、内閣総理大臣、大
蔵大臣、通産大臣の共同閣議請議書。主たる請議
官庁である「通産」省の通し番号が打ってあります。

⑰昭和三八年三月二〇日付け内閣法制局の審査書
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こ
れ
が
な
い
と
、
大
臣
た
ち
が
請
議
し
て
い
て
も
、
内
閣
官
房
は
閣

議
に
附
議
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
内
閣
法
制
局
長
官
は
林
修
三
、
昭
和

二
九
年
か
ら
こ
の
翌
年
の
三
九
年
ま
で
長
官
を
務
め
ま
し
た
。
次
長

に
「
高
」
の
略
字
サ
イ
ン
は
、
五
月
号
で
枢
密
院
書
記
官
室
に
い
た

高
辻
正
己
さ
ん
が
出
世
し
て
ま
す
。

　
「
異
形
」
な
の
は
、
こ
の
後
に
添
付
さ
れ
た
「
提
案
附
せ
ん
」、
す

な
わ
ち
法
案
そ
の
も
の
の
状
態
で
す
。
ま
ず
、
上
記
の
閣
議
請
議
書

の
後
に
、
⑱
の
文
書
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
月
一
九
日
の
閣
議
に
法
案
の
要
綱
を
提
出
し

て
了
解
を
得
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
条
文
を
一
部
修
正
す
る
こ
と
に
し

た
の
で
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
願
い
た
い
、
と
の
こ
と
。

　

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
条
文
案
が
修
正
さ
れ
て
、
閣
議

の
「
提
案
附
せ
ん
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
第
二
条
、

第
六
条
（
⑲
、
⑳
）
を
み
て
く
だ
さ
い
。
も
と
の
案
の
上
に
手
書
き

の
別
案
を
貼
り
付
け
て
あ
り
ま
す
。
国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
版
の
右
下
に
は
「
め
く
れ
ず
」
と
い
う
注
記
が
あ
り
ま

す
の
で
、「
フ
ィ
ル
ム
撮
影
時
に
貼
り
付
け
の
下
も
撮
影
し
よ
う
と

し
た
け
ど
め
く
ろ
う
と
す
る
と
剥
ぎ
取
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
で

⑱昭和三八年三月二十日付け、通商産業事務
次官から法制次長あて、「特定産業振興臨時措
置法案の一部修正について」

⑲閣議決定書「別紙附せん」第二条

⑳閣議決定書「別紙附せん」第六条
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き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
閣
議
決
定
附
せ
ん
を
見
た

者
が
、
修
正
前
を
見
な
い
よ
う
に
、
全
面
に
糊
を
つ
け
て
貼
っ
て
く

れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
な
る
と
、
隠
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
見
た
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ

こ
で
、
後
世
の
人
間
に
し
か
で
き
な
い
ズ
ル
を
し
て
み
ま
す
。

　

通
商
産
業
省
か
ら
、
こ
の
貼
り
付
け
が
行
わ
れ
る
前
の
請
議
案
が

移
管
さ
れ
て
い
る
の
で
、
比
べ
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
㉑
の
左

が
当
初
の
通
商
産
業
省
案
。
法
律
の
対
象
業
種
は「
別
表
に
定
め
る
」

六
事
項
か
ら
政
令
で
指
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、右
側
の
二
十
日
段
階
の
法
制
局
審
査
終
了
後
の
案
は
、

対
象
業
種
を
三
つ
に
絞
り
込
み
、
さ
ら
に
か
な
り
具
体
的
な
書
き
方

に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
第
六
条
な
ど
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
比
較
が
で
き
ま

す
が
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
も
う
止
め
と
き
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
ん
な
「
紙
を
貼
り
付
け
た
」
閣
議
書
な
ん
て

な
か
な
か
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

（
霞
が
関
は
大
騒
ぎ
だ
っ
た
は
ず
）

　

最
終
段
階
以
前
も
含
め
た
条
文
の
修
正
内
容
か
ら
見
て
、
化
学
工

業
の
う
ち
肥
料
を
所
管
す
る
農
林
省
、
医
薬
品
に
関
わ
る
厚
生
省
、

政
府
金
融
や
銀
行
行
政
に
関
わ
る
大
蔵
省
、
そ
れ
に
独
禁
法
の
特
例

を
定
め
る
こ
と
に
な
る
た
め
公
正
取
引
委
員
会
が
強
く
意
見
を
述
べ

た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

◯21第二条部分の比較。左が当初閣議請議時。右が閣議決定時。
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農
林
省
に
つ
い
て
は
、同
省
か
ら
、通
商
産
業
省
と
整
理
し
た
「
覚

書
」
が
移
管
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

㉒
で
は
、
起
案
者
は
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
左
側
上
の
方

の
「
記
事
欄
」
に
農
林
経
済
局
の
総
務
課
長
と
企
業
課
長
が
臨
時
措

置
法
の
運
用
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
趣
旨

を
書
き
こ
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
通
産
省
と
違
っ
て
、
右
下
側

か
ら
左
上
に
昇
っ
て
い
く
決
裁
書
で
す
。

　

右
ペ
ー
ジ
に
あ
る
よ
う
に
、
覚
書
の
当
事
者
は
農
林
経
済
局
長
松

岡
亮
さ
ん
と
通
商
産
業
省
企
業
局
長
佐
橋
滋
。
事
務
次
官
ま
で
決
裁

を
取
っ
て
ま
す
か
ら
、
農
林
省
も
大
騒
ぎ
だ
っ
た
の
だ
と
想
像
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
通
産
省
か
ら
、
特
振
法
案
の
逐
条
解
説
、
想
定
問
答

を
移
管
し
て
く
れ
て
ま
す
（
㉓
デ
ジ
タ
ル
化
は
さ
れ
て
ま
せ
ん
）
の

で
、
想
定
問
答
を
み
て
い
る
と
、
統
制
経
済
の
焼
き
直
し
で
は
な
い

か
と
い
う
意
見
、
労
働
側
の
意

見
を
ど
う
聞
く
の
か
、
中
小
企

業
切
り
捨
て
に
な
ら
な
い
か
、

通
産
省
の
権
限
強
化
が
目
的
な

の
で
は
？　

な
ど
な
ど
な
ど
、

大
量
の
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ

て
、
答
え
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
通
産
省
だ
け

で
は
回
答
で
き
な
い
は
ず
の
想

定
問
も
多
い
の
で
、
お
そ
ら
く

法
制
局
の
指
導
を
受
け
な
が

ら
、
霞
が
関
中
を
巻
き
込
ん
で

作
成
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

特
振
法
は
し
か
し
、
一
度
も

議
論
さ
れ
ず
に
審
議
未
了
、
廃

案
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

◯22農林省移管資料・三八年三月二〇日付け決裁書「特
定産業振興臨時措置法案に関する覚書について」

◯23昭和三八年、通産省作成の想定問答等（撮影筆者）。
写真ではなかなか伝わりませんが、かなりの分量があ
ります。
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同
年
中
の
臨
時
国
会
と
翌
年
の
通
常
国
会
に
も
提
出
し
て
い
ま
す

が
、
い
ず
れ
も
廃
案
と
な
り
、
通
産
省
は
そ
れ
以
降
、
提
出
を
諦
め

ま
す
。

（
隣
の
「
夏
」）

　

こ
の
特
振
法
と
並
ん
で
、
同
じ
よ
う
に
三
月
一
九
日
閣
議
に
要
綱

を
提
出
し
、
二
二
日
に
閣
議
決
定
し
て
国
会
に
提
案
し
た
法
案
が
あ

り
ま
し
た
。

　
「
甘
味
資
源
特
別
措
置
法
案
」
で
す
。
こ
ち
ら
は
農
林
省
所
管
、

砂
糖
の
輸
入
自
由
化
に
伴
い
、
砂
糖
農
家
や
製
糖
業
者
の
救
済
の
た

め
に
、
前
年
以
来
、「
政
府
に
よ
る
輸
入
砂
糖
の
買
入
れ
及
び
売
渡

し
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
案
」と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

こ
の
三
八
年
の
一
月
に
は
総
理
、
官
房
長
官
、
大
蔵
大
臣
、
経
企
庁

長
官
、
農
林
大
臣
が
、
三
月
三
一
日
に
自
由
化
に
な
る
の
で
、
そ
の

前
に
何
か
の
対
応
を
示
す
必
要
が
あ
る
、
と
し
て
、
協
議
し
、
三
月

中
に
「
甘
味
資
源
作
物
の
生
産
の
振
興
及
び
糖
業
の
合
理
化
に
関
す

る
法
律
案
」な
る
も
の
を
提
案
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

㉔
に
よ
れ
ば
、
砂
糖
類
は
四
月
を
目
途
に
自
由
化
、
国
内
産
品
の

買
い
上
げ
や
緊
急
関
税
制
度
を
活
用
す
る
な
ど
の
方
策
が
申
し
合
わ

さ
れ
、
あ
わ
せ
て
右
ペ
ー
ジ
の
法
案
の
骨
子
が
検
討
さ
れ
た
模
様
で

す
。
こ
ん
な
会
議
に
陪
席
し
た
ら
び
び
り
ま
す
よ
ね
。

　

こ
の
法
案
は
、
三
月
二
二
日
、
政
調
会
長
と
大
蔵
・
農
林
大
臣
が

覚
書
を
結
ん
で
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
廃
案
。
次
の
特
別
会
で
も
廃

案
。
一
二
月
の
特
別
会
に
も
出
し
て
廃
案
。
四
五
回
通
常
会
で
成
立
。

奄
美
諸
島
な
ど
の
砂
糖
生
産
者
や
関
係
業
界
を
ど
う
す
る
の
か
と
い

う
、
佐
橋
さ
ん
の
言
葉
で
は
「
ス
ポ
ン
サ
ー
」
の
あ
る
法
案
で
す
。

政
治
に
お
け
る
「
ス
ポ
ン
サ
ー
」
は
決
し
て
社
会
的
強
者
で
は
な
い

の
で
す
。

◯24昭和三八年一月一八日、総理、大蔵、経企、農林、官房長
官五大臣会談のメモ。内閣法制局の甘味資源特別措置法案の
法令審査録の中に入っていました。大臣会談に陪席したであ
ろう内閣官房か農林省のひとのメモと想像されます。
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㉕
の
申
合
せ
案
、
右
上
の
手
書
き
部
分
に
は
、「
こ
れ
で
ま
と
ま
っ

て
い
た
が
、
第
三
項
に
つ
い
て
、
別
に
政
調
会
長
申
入
れ
が
あ
り
、

今
後
の
行
く
末
は
不
透
明
」
と
書
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
メ
モ
を
し

た
の
は
農
林
省
等
の
担
当
者
な
の
か
、
法
制
局
参
事
官
な
の
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。ど
こ
か
に
正
式
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
も
。

　

申
合
せ
の
三
者
は
、
自
民
党
政
調
会
長
・
賀か

屋や

興お
き

宣の
り

、
大
蔵
大
臣
・

田た

中な
か

角か
く

栄え
い

、
農
林
大
臣
・
重し
げ

政ま
さ

誠せ
い

之し

。
近
衛
・
東
条
内
閣
の
大
蔵
大

臣
（
賀
屋
さ
ん
）
や
小
磯
・
東
久
邇
内
閣
の
農
林
次
官
（
重
政
さ
ん
）

と
や
り
あ
う
田
中
蔵
相
は
こ
の
年
四
五
歳
。
こ
の
年
か
ら
十
年
な
ら

ず
し
て
、
昭
和
四
七
年
に
首
相
に
就
任
。
こ
の
三
人
の
や
り
と
り
、

端
で
な
ら
見
て
い
た
か
っ
た
も
の
で
す
。

　

こ
こ
に
も
確
実
に
彼
ら
の
夏
が
あ
っ
た
は
ず
。

（
佐
橋
さ
ん
の
そ
の
後
）

　

特
振
法
が
審
議
未
了
と
な
っ
た
第
四
三
回
国
会
の
閉
会
後
、
最
右

翼
と
み
ら
れ
て
い
た
佐
橋
さ
ん
で
は
な
く
、
同
期
の
今い
ま

井い

善ぜ
ん

衛え
い

さ
ん

が
次
官
に
就
任
、
佐
橋
さ
ん
は
今
井
さ
ん
の
後
の
特
許
庁
長
官
と
な

り
ま
し
た
。
こ
の
人
事
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
風
評
が
あ
り
、
国
内

産
業
の
調
整
を
重
視
す
る
佐
橋
さ
ん
と
国
際
自
由
化
を
目
指
す
今
井

さ
ん
の
路
線
の
違
い
や
、
お
二
人
の
個
性
や
政
治
家
と
の
つ
な
が
り

な
ど
い
ろ
い
ろ
説
が
あ
る
よ
う
で
す
。
わ
た
し
は
産
業
政
策
論
や
経

済
学
の
学
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
政
治
学
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

自
称
「
在
野
の
官
庁
民
俗
学
者
」
で
す
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

こ
れ
だ
け
の
大
騒
ぎ
を
起
こ
し
て
、
し
か
し
法
案
を
通
し
き
れ
な

か
っ
た
佐
橋
さ
ん
を
そ
の
ま
ま
次
官
と
す
る
こ
と
に
、
や
は
り
関
係

者
が
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
・
・
・

と
妄
想
し
ま
す
。
メ
ル
ヘ
ン
の
解
釈
で
あ
れ
ば
妄
想
で
あ
っ
て
も
よ

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

佐
橋
さ
ん
は
そ
の
後
、
特
許
庁
長
官
と
し
て
も
功
績
を
残
さ
れ
、

翌
昭
和
三
九
年
に
通
産
事
務
次
官
と
な
り
、
昭
和
四
一
年
に
退
官
し

ま
し
た
。（
㉖
）

　
『
夏
』
で
は
、風
越
信
吾
次
官
は
退
官
三
年
後
、か
つ
て
の
部
下
（
庭

◯25三月二二日の甘味資源特別措置法案の閣議
決定に際しての「三者申合せ」案。これも法
令審査録の中に綴じられています。
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野
さ
ん
）
が
倒
れ
た
と
い
う
報
に
タ
ク
シ
ー
で
病
院
（
国
家
公
務
員

共
済
虎
ノ
門
病
院
で
し
ょ
う
か
）
に
向
か
う
の
で
す
が
、そ
の
途
中
、

霞
が
関
を
通
り
過
ぎ
る
。
そ
の
と
き
、

　
「
お
客
さ
ん
、
雪
に
な
り
ま
し
た
ね
え
」

　

運
転
手
が
つ
ぶ
や
い
た
。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
の
中
へ
、
白
い
も
の

が
無
数
に
お
ど
り
こ
ん
で
く
る
。
そ
の
向
う
に
、
懐
し
い
官
庁
街

が
見
え
た
。
ど
こ
も
ほ
と
ん
ど
真
暗
な
中
で
、
そ
の
夜
も
通
産
省

の
建
物
に
は
、
ま
だ
か
な
り
の
灯
が
と
も
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
が
『
夏
』
の
最
終
シ
ー
ン
。
冬
の
中

で
物
語
は
終
わ
り
ま
す
。

　

佐
橋
さ
ん
に
あ
っ
て
、『
夏
』
の
風
越
さ
ん

に
は
無
い
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
軍
隊
経
験
で
す
。
佐
橋
さ
ん
は
軍

隊
時
代
に
つ
い
て
、

　

�　

五
味
川
純
平
氏
の
『
人
間
の
条
件
』
と

ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
の
手
段

で
い
じ
め
ら
れ
た
。

　

と
言
い
な
が
ら
、

　

�　

な
ぐ
ら
れ
る
の
も
エ
ン
ジ
ョ
イ
の
う
ち

で
、
悪
い
面
か
ら
み
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
愚
劣

で
悲
惨
な
こ
と
は
少
な
か
ろ
う
が
、
や
は

り
人
間
の
生
活
だ
。
そ
こ
に
は
笑
い
も
あ

れ
ば
楽
し
さ
も
皆
無
で
は
な
い
。・
・
・
そ

の
生
活
に
は
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
結
構
楽
し
か
っ
た
し
、
負
け
惜

し
み
で
な
く
、
弾
丸
の
下
を
く
ぐ
っ
た
戦
場
生
活
も
、
え
が
た
い

体
験
で
あ
っ
た
。

　

と
言
っ
て
ま
す
。
軍
隊
生
活
が
い
い
悪
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
わ
り
に
開
け
っ
ぴ
ろ
げ
の
実
に
健
康
な

人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
ひ
と
つ
、
風
越
さ
ん
の
設
定
は
仙
台
の
旧
制
二
高
出
身
、
先
祖

は
水
戸
天
狗
党
、
態
度
も
い
か
に
も
水
戸
っ
ぽ
ら
し
い
強
情
さ
で
す

が
、
佐
橋
さ
ん
は
名
古
屋
の
八
高
、
多
治
見
の
写
真
屋
さ
ん
の
息
子

で
す
。
八
高
時
代
、
寮
生
活
を
嫌
が
っ
て
、
無
断
で
自
宅
か
ら
通
学

し
て
い
た
そ
う
な
ん
で
す
が
、
風
越
が
雪
の
霞
が
関
を
通
り
過
ぎ
て

い
た
の
と
同
じ
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
、
次
官
退
任
後
、
特
段
の
仕
事
も

せ
ず
に
研
究
所
を
作
っ
て
い
た
佐
橋
さ
ん
が
、
一
九
七
〇
年
の
年
賀

状
に
こ
う
書
い
て
い
る
そ
う
で
す
。
一
九
七
〇
年
は
（
前
の
）
大
阪

万
博
の
年
で
す
ね
。

　

浪
人
生
活
も
四
年
に
な
ん
な
ん
と
し
、
ま
す
ま
す
板
に
つ
い
て

き
た
感
じ
で
す
。
毎
日
、
本
を
読
ん
だ
り
、
武
道
に
精
進
し
た
り

で
、

　

見
よ
、
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
耀
も
野
の
白
百
合
に
し
か
ざ
る
を
。

　

と
い
う
寮
歌
の
一
節
が
口
ず
さ
ま
れ
る
心
境
で
す
。　
（『
夏
の

佐
橋
滋
』）

　
「
見
よ
、
ソ
ロ
モ
ン
の
・
・
・
」
は
、
第
八
高
等
学
校
寮
歌
「
伊

吹
お
ろ
し
」
の
一
節
、
新
約
聖
書
の
イ
エ
ス
の
言
葉
を
引
い
て
、
イ

◯26佐橋さんの次官時代のサインです。「サハレ」？
少し親しみがわきませんか。
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ス
ラ
エ
ル
王
国
の
最
盛

期
を
現
じ
た
ソ
ロ
モ
ン

王
の
栄
華
の
極
み
の
衣

服
や
装
飾
も
、
神
が
作

ら
れ
た
野
の
白
百
合
の

美
し
さ
に
か
な
う
で
あ

ろ
う
か
、
と
、
バ
ン
カ

ラ
ど
も
が
歌
っ
て
い
た

の
で
す
。

　
「
白
百
合
の
喩
え
」
を

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の

写
本
『
新
約
聖
書
』
で

見
て
み
ま
し
ょ
う
。（
㉗
）

　

�　

野
の
百
合
の
い
か

に
し
て
そ
だ
つ
た
る

か
思
ひ
み
よ
。
そ
れ

ハ
つ
と
め
ず
紡
が
ず
、

我
、
爾
な
ん
じ

等ら

に
つ
げ
ん
。

ソ
ロ
モ
ン
の
い
と
さ

か
ん
な
る
と
き
で
さ

へ
こ
の
花
の
一
ツ
程

も
よ
そ
は
ざ
り
し

を
。 

　

佐
橋
さ
ん
は
、
栄
耀
栄
華
よ
り
、
野
の
白
百
合
を
愛
で
る
、
短
歌

や
俳
句
好
き
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
な
ら

メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
で
当
た
り
前
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
読
者
諸
姉
兄
に

お
か
れ
て
は
如
何
に
思
わ
れ
ま
す
か
。

◯27『新約聖書』馬太伝福音書第六章。左ページ2行目、野の百合・・・
の部分があります。ほんとは漢字ばかりの本が好きなので、そち
らを紹介したいのですが、こんなものも国立公文書館にある、と
言いたくて、今日はこれを見てもらいます。実にやさしい筆遣い
ですが、この本は明治年間の「写本」で、どなたの手になってど
のような経緯でここにあるのか、よくわからない、ということです。

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）
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