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はじめに

は
じ
め
に

　

昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
、
敗
戦
間
も
な
い
日
本
国
民
は
不
思
議
な
憲
法
体
験
を
し
た
。
八
カ
月
前
ま
で
「
不
磨
の
大

典
」
と
さ
れ
て
い
た
大
日
本
帝
国
憲
法
で
あ
っ
た
が
、
敗
戦
に
と
も
な
い
、
小
規
模
な
改
正
の
必
要
性
が
政
府
の
方
針
と
し

て
公
表
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
年
の
三
月
に
政
府
か
ら
発
表
さ
れ
た
憲
法
改
正
要
綱
は
、
大
雑
把
な
も
の
で
は
あ
っ
た

が
と
ん
で
も
な
い
大
改
正
案
で
あ
り
、
こ
の
新
憲
法
は
「
主
権
在
民
」
と
「
戦
争
放
棄
」
を
二
大
原
則
と
す
る
と
い
う
の
が

そ
の
説
明
で
あ
っ
た
。「
一
朝
目
覚
め
れ
ば
天
下
の
人
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
天
皇
陛
下
の
忠
実
な
臣
民
だ
っ
た
の
に
、

「
一
朝
目
覚
め
れ
ば
主
権
者
国
民
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
年
四
月
に
敗
戦
後
初
め
て
の
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
後
議
会
で
改
正
案
の
審
議
が
進
み
、
そ
の
様

子
は
新
聞
や
ラ
ジ
オ
で
報
道
さ
れ
た
が
人
々
が
理
解
す
る
に
は
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
。
一
番
中
心
の
「
主
権
在
民
」
と
敗

戦
に
よ
っ
て
も
国
体
が
護
持
さ
れ
た
は
ず
の
天
皇
制
と
の
関
係
さ
え
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
審
議
が
完
了
し
た
。
主
権
者

で
あ
れ
ば
、
直
接
に
賛
否
を
問
う
国
民
投
票
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
が
そ
れ
も
な
く
、
そ
れ
に
代
え
て
、
ま
だ
議
会
で
の
審

議
も
始
ま
る
前
で
憲
法
条
文
の
形
も
見
え
な
い
時
期
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
政
府
案
に
賛
成
を
表
明
し
た
政
党

の
候
補
者
に
投
票
し
た
こ
と
が
、
新
憲
法
へ
の
賛
成
の
意
思
表
明
と
み
な
さ
れ
た
。

　

で
き
上
が
っ
た
「
日
本
國
憲
法
」（
以
下
で
は
「
國
」
は
「
国
」
も
併
用
）
は
同
年
一
一
月
三
日
に
「
公
布
」
さ
れ
て
全
国
各

地
で
祝
賀
行
事
が
行
わ
れ
て
、
多
く
の
人
々
が
祝
典
に
参
加
し
、
行
事
や
余
興
を
楽
し
ん
だ
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
新
憲
法
の
画

期
的
な
意
義
を
説
く
解
説
、
啓
発
の
活
動
が
盛
ん
に
な
り
、
同
年
一
二
月
一
日
に
帝
国
議
会
の
外
郭
団
体
と
し
て
「
憲
法
普
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及
會
（
会
）」
が
で
き
る
と
、
政
府
の
普
及
、
啓
発
活
動
が
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
人
々
に
降
り
そ
そ
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
硬

い
解
説
の
書
物
か
ら
、
紙
芝
居
、
レ
コ
ー
ド
、
か
る
た
な
ど
の
国
民
向
け
の
啓
発
グ
ッ
ズ
ま
で
が
多
種
多
様
に
世
に
送
り
出

さ
れ
て
、
こ
の
祝
福
ム
ー
ド
の
中
で
翌
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
五
月
三
日
に
新
憲
法
は
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
「
日
本
国
憲
法
」
の
生
誕
の
経
緯
は
、
社
会
史
と
し
て
は
実
は
あ
ま
り
よ
く
分
か
っ
て
は
い
な
い
。
敗
戦
に
と

も
な
い
主
権
を
失
い
、
外
国
軍
隊
の
支
配
下
に
あ
っ
た
国
で
起
き
た
日
本
国
民
の
不
思
議
な
憲
法
体
験
の
実
相
は
、
そ
の
記

録
も
記
憶
も
歴
史
の
闇
に
隠
れ
て
し
ま
い
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
日
本
国
憲
法
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
社
会
に
は
、
当
時
の
社
会
の
実
相
を
鮮
明
に
伝
え
て
い
る
物
品
が
実
は
多
数
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

昭
和
二
一
年
、
二
二
年
当
時
に
大
量
に
作
ら
れ
て
ば
ら
ま
か
れ
た
新
憲
法
の
記
念
グ
ッ
ズ
、
啓
発
グ
ッ
ズ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
物
品
史
料
は
、
社
会
の
片
隅
に
捨
て
ら
れ
て
い
て
だ
れ
も
見
向
き
も
し
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
を
よ
く
見
て
、
そ
の
語
る

と
こ
ろ
に
耳
を
澄
ま
せ
れ
ば
、
そ
こ
に
、
今
ま
で
の
正
史
の
説
明
で
は
聞
い
た
こ
と
の
な
い
日
本
国
憲
法
誕
生
の
真
相
が
明

ら
か
に
な
る
。

　

こ
れ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
グ
ッ
ズ
が
語
る
日
本
国
憲
法
誕
生
の
ド
ラ
マ
を
ひ
も
解
い
て
み
た
い
。
私
た
ち
が
昭
和
二
一
年
の

日
本
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
、
日
本
国
憲
法
誕
生
の
当
時
に
、
新
憲
法
制
定
の
意
義
と
、
政
府
が
強
調
し
た
①
象
徴
天
皇

制
を
含
ん
だ
主
権
在
民
と
②
戦
争
放
棄
と
い
う
新
憲
法
の
二
大
原
則
の
意
義
が
日
本
社
会
で
ど
う
説
明
さ
れ
、
人
々
に
ど
う

理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
を
追
体
験
し
て
み
た
い
。
こ
こ
に
戦
後
憲
法
社
会
史
を
探
求
す
る
扉
が
開
か
れ
る
の
で
あ
り
、
不
毛

な
改
憲
・
護
憲
論
争
を
冷
却
す
る
入
り
口
が
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
物
品
の
説
明
、
解
説
は
す
る
が
、
な
る
べ
く
感
想
、

意
見
は
ひ
か
え
て
、
グ
ッ
ズ
そ
の
も
の
が
語
る
と
こ
ろ
に
す
な
お
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
と
思
う
。
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はじめに

　

な
お
、
こ
こ
で
本
書
の
表
記
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
本
書
で
は
、
旧
漢
字
と
新
漢
字
、
古
い
送
り
仮
名
と
現
在

の
送
り
仮
名
が
登
場
す
る
。「
國
」
と
「
国
」、「
思
ふ
」
と
「
思
う
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
最
近
の
憲
法
史
の
著
作
や
資

料
集
で
は
、
古
い
史
料
も
新
漢
字
に
直
し
て
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
ど
う
も
味
気
な
い
。
私
は
そ
れ
と
違
っ
て
、
歴
史

の
記
述
で
は
新
旧
の
使
い
分
け
を
し
て
い
る
。
本
書
で
も
「
日
本
國
」
も
あ
れ
ば
「
日
本
国
」
も
あ
る
。
基
準
は
単
純
で
、

歴
史
史
料
を
「
引
用
」
す
る
と
き
は
原
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
と
送
り
仮
名
を
使
い
、
私
が
説
明
す
る
文
章
で
は
新
漢

字
と
現
代
送
り
仮
名
を
使
う
。

　

こ
こ
で
「
日
本
國
憲
法
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
昭
和
二
一
年
に
こ
の
言
葉
が
登
場
し
た
当
時
に
は
、

昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
の
「
標
準
漢
字
表
」
の
「
簡
易
字
体
」
で
「
國
」
は
「
国
」
を
使
っ
て
も
よ
く
な
っ
た
が
、
そ

こ
で
の
「
留
保
」
条
項
に
よ
り
、
天
皇
の
詔
勅
や
大
日
本
帝
国
憲
法
の
よ
う
に
お
ご
そ
か
な
も
の
は
常
に
「
國
」
を
使
い
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
四
年
後
の
昭
和
二
一
年
に
生
じ
た
新
憲
法
の
検
討
時
に
は
、「
日
本
國
憲
法
」
で

も
「
日
本
国
憲
法
」
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
当
時
の
政
府
も
、
各
政
党
も
、
民
間
も
、
み
な
「
日
本
國
憲
法
」
と
表
記
し

た
。
新
憲
法
は
大
日
本
帝
国
憲
法
を
改
定
す
る
お
ご
そ
か
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
旧
憲
法
と
は
断
絶

し
た
、
主
権
者
と
な
っ
た
国
民
が
自
ら
制
定
し
た
新
し
い
別
の
憲
法
で
あ
る
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
付
け
の
理

屈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
社
会
の
空
気
を
表
す
に
は
、
や
は
り
「
日
本
國
憲
法
」
で
始
め
る
方
が
よ
い
。
本
書
の
読

者
に
は
慣
れ
な
い
漢
字
や
送
り
仮
名
が
出
て
く
る
の
で
迷
惑
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
の
書
は
、
タ
イ
ム
・
カ
プ
セ
ル
の
よ

う
に
過
去
の
時
代
に
飛
ん
で
、
そ
の
時
代
、
そ
の
社
会
を
追
体
験
す
る
も
の
だ
し
、
慣
れ
る
ま
で
そ
れ
ほ
ど
時
間
も
か
か
ら

な
い
の
で
、
歴
史
の
体
験
へ
の
入
場
切
符
と
思
っ
て
我
慢
し
て
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い）1
（

。
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一
　
政
府
発
行
の
公
布
記
念
品

1
　「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
章
牌

　

日
本
国
政
府
は
、
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
一
一
月
三

日
の
日
本
国
憲
法
公
布
を
記
念
す
る
記
念
グ
ッ
ズ
を
制
作
、

配
布
し
た
。
こ
れ
は
一
般
に
も
販
売
さ
れ
た
。
か
つ
て
明
治

二
二
（
一
八
八
九
）
年
二
月
一
一
日
の
大
日
本
帝
国
憲
法
発

布
で
は
こ
う
し
た
国
民
向
け
の
グ
ッ
ズ
は
制
作
、
配
布
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
一
般
市
民
向
け
に
記
念
品
を
制
作
す
る
と

い
う
こ
こ
ろ
み
は
国
民
主
権
の
新
憲
法
ら
し
い
新
企
画
で
あ

っ
た
。
記
念
品
は
四
種
類
あ
り
、
い
ず
れ
も
造
幣
局
で
制
作

さ
れ
た
。

　

一
つ
め
は
、「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
章
牌
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
径
五
五
ミ
リ
、
厚
さ
四
ミ
リ
の
円
形
を
し
た
青
銅

製
の
章
牌
で
あ
る
。
一
面）9
（

に
「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
と

あ
り
、
朝
日
と
国
会
議
事
堂
を
背
景
に
し
た
鶏
の
母
鳥
と
ひ

「日本國憲法公布記念」章牌　収納箱（造幣局製）
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よ
こ
が
描
か
れ
て
い
る
（
作
者
は
宮
島
久
七
）。
ひ
よ
こ
の
右
下
隅
に
「
造
幣
局
製
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
製
作
者
や

発
行
者
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
他
の
一
面
に
は
波
模
様
を
背
景
に
芽
吹
き
の
苗
木
が
え
が
か
れ
、
一
九
四
六
と
西
暦
で

年
代
が
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
の
年
号
は
使
わ
れ
て
い
な
い
（
作
者
は
木
田
文
雄
）。「
日
本
國
憲
法
」
は
「
昭
和
二
一

年
」
に
公
布
さ
れ
た
と
法
文
上
で
も
明
示
さ
れ
て
い
る
の
に
「
一
九
四
六
」
と
言
い
か
え
て
い
る
あ
た
り
に
当
時
の
日
米
関

係
の
空
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、「
日
の
丸
」
と
い
う
国
旗
、「
君
が
代
」
と
い
う
国
歌
、
そ
し
て
「
昭
和
」
と
い
う

年
号
の
使
用
を
禁
じ
よ
う
と
し
て
い
て
、
そ
の
気
持
ち
を
日
本
側
も
「
忖そ

ん

度た
く

」
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
縦
八
六
ミ
リ
、
横
八
六
ミ
リ
、
厚
さ
一
九
ミ
リ
の
桐
の
木
箱
に
納
め
ら
れ
た
。
木
箱
の
表
面
に
は
「
日
本
國
憲
法

公
布
記
念
」「
造
幣
局
製
」
と
い
う
金
文
字
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
造
幣
局
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
約
一
万
個
販
売
さ
れ
、
総
販

売
額
は
二
八
万
円
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
は
国
や
自
治
体
が
買
い
上
げ
て
関
係
者
に
贈
っ
た
物
も
相
当
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
一
般
に
販
売
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
実
際
の
販
売
者
の
手
数
料
や
利
益
を
く
わ
え
て
売
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
章
牌
の
一
面
の
図
柄
は
鶏
の
母
鳥
と
ひ
よ
こ
で
あ
り
、
背
景
に
国
会
議
事
堂
と
朝
日
が
あ
る
。
母
鳥
は
議
会
制
民
主

主
義
を
教
え
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
ひ
よ
こ
は
教
わ
る
日
本
を
想
像
さ
せ
る
。
も
う
一
面
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
考
え
に
そ
っ
て
新
し
い
日
本
の

芽
生
え
を
表
現
し
て
い
る
。
発
行
者
が
日
本
政
府
で
あ
る
こ
と
が
ど
こ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
ま
る
で
政
府

が
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
主
権
者
と
な
っ
た
日
本
国
民
が
自
分
た
ち
の
憲
法
の
制
定
を
喜
ん
で
自
主
的
に
制
作
し
た
も
の
の

よ
う
に
演
出
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
こ
れ
は
日
本
政
府
の
発
案
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
強
い
指
導
、
命
令
の
も
と
に
制
作

さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
母
鳥
と
ひ
よ
こ
の
図
柄
を
喜
ば
し
い
こ
と
と
感
じ
る
あ
た
り
に
、
当

時
の
日
本
政
府
関
係
者
の
挫
折
と
反
省
、
自
信
喪
失
の
気
持
ち
が
す
な
お
に
で
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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2
　「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
メ
ダ
ル

　

二
つ
め
は
「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
メ
ダ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
径
三
七
ミ
リ
、
厚
さ
二
ミ
リ
の
円
形
の
メ
ダ
ル
で
あ

る
。
上
部
に
吊
り
下
げ
の
た
め
の
環
が
つ
い
て
い
る
。
材
料
は
、
造
幣
局
の
記
録
上
は
青
銅
と
さ
れ
て
い
る
が
、
品
質
に
は

ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
表
面
は
中
央
に
議
事
堂
が
え
が
か
れ
、
四
周
に
農
業
、
工
業
、
水
産
業
、
文
化
産
業
を
あ
ら
わ
す
デ
ザ

イ
ン
が
え
が
か
れ
て
い
る
（
小
柴
利
孝
作
）。
裏
面
に
は
「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」「
一
九
四
六
」「
造
幣
局
製
」
と
あ
り
、

朝
日
を
背
景
に
し
て
鳩
が
え
が
か
れ
て
い
る
（
こ
の
二
面
の
う
ち
ど
ち
ら
が
表
面
で
あ
る
の
か
は
分
か
り
に
く
い
が
、
こ
こ
で
は
制

作
者
で
あ
る
造
幣
局
の
記
録）
10
（

に
従
っ
た
）。
経
済
の
復
興
と
文
化
国
家
の
建
設
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
メ
ダ
ル

は
、
造
幣
局
の
記
録
で
は
約
二
万
三
〇
〇
〇
個
販
売
さ
れ
、
総
販
売
額
は
約
三
〇
万
円
だ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
縦
七
〇
ミ
リ
、
横
五
三
ミ
リ
の
包
装
紙
で
く
る
ん
で
販
売
さ
れ
た
。
包
装
紙
は
紺
の
地
色
に
横
縞
模
様
で
く
り

か
え
し
白
鳩
と
め
で
た
い
瑞ず
い

雲う
ん

が
え
が
か
れ
て
い
る
。
こ
の
包
装
紙
に
は
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
Ｋ
Ｏ

Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｎ
と
い
う
文
字
の
地
模
様
が
あ
り
、
そ
の
上
に
、「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」「
造
幣
局
製
」
と
金
文
字
で

縦
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

　

す
で
に
紹
介
し
た
章
牌
は
民
主
主
義
の
夜
明
け
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
が
、
こ
の
メ
ダ
ル
は
、
表
面
に
農
業
、
工
業
、
水
産

業
、
文
化
産
業
を
中
心
に
し
た
新
社
会
、
文
化
国
家
の
建
設
が
描
か
れ
、
裏
面
に
平
和
主
義
の
国
家
を
象
徴
す
る
鳩
が
描
か

れ
て
い
る
。
章
牌
と
同
じ
よ
う
に
、
発
行
者
で
あ
る
日
本
国
政
府
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
や
昭
和
と
い
う
年
号
が

入
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
な
ぜ
か
包
装
紙
に
ロ
ー
マ
字
表
記
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
こ
こ
に
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
強
い
指
導
が
う
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か
が
わ
れ
る
。

　
「
日
本
國
憲
法
」
を
「
に
ほ
ん
こ
く
け
ん
ぽ
う
」
と
読
む
の
か
、「
に
っ
ぽ
ん
こ
く
け
ん
ぽ
う
」
と
読
む
の
か
は
憲
法
制
定

議
会
の
当
時
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
戦
前
の
栄
光
を
忘
れ
ら
れ
な
い
保
守
派
の
人
々
は
元
気
の
よ
い
「
に

っ
ぽ
ん
こ
く
」
を
好
み
、
戦
前
と
の
断
絶
と
戦
後
の
新
出
発
を
願
う
革
新
派
の
人
々
は
や
わ
ら
か
い
「
に
ほ
ん
こ
く
」
を
好

ん
だ
。
政
府
は
、
憲
法
審
議
の
帝
国
議
会
で
読
み
方
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
答
弁
を
し
て
い
た
が
、
昭
和
天
皇
は
「
に

っ
ぽ
ん
こ
く
け
ん
ぽ
う
」
と
読
み
、
平
成
天
皇
は
「
に
ほ
ん
こ
く
け
ん
ぽ
う
」
と
読
ん
だ
。
こ
の
メ
ダ
ル
の
包
装
紙
上
の
表

記
は
「
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
」
で
そ
の
後
も
切
手
な
ど
は
「
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
」
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
ロ
ー
マ
字
に

す
る
メ
リ
ッ
ト
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
と
日
本
政
府
の
巧
妙
な
細
工
に
感
心
す
る
。
な
お
「
日
本
国
」
を
「
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ

Ｎ
Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
」
と
分
か
ち
書
き
に
し
た
の
は
他
に
例
の
な
い
珍
し
い
表
記
で
あ
り
、「
公
布
」
が
「
Ｋ
Ｏ
Ｈ
Ｕ
」
で
は
な
く

「
Ｋ
Ｏ
Ｆ
Ｕ
」
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
図
案
家
の
好
み
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

3
　「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
ブ
ロ
ー
チ

　

三
つ
め
は
「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
ブ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
四
五
ミ
リ
×
三
五
ミ
リ
の
丹
銅
製
、
七
宝
細
工
入

り
の
ブ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
表
面
に
は
二
羽
の
鳩
が
描
か
れ
て
い
る
（
辻
蓊
介
作
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
平
和
主
義
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
二
羽
の
鳩
の
羽
の
色
の
組
み
合
わ
せ
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
赤
色
と
白
色
の
組
み
合
わ
せ
、
緑
色
と
白
色
の
組
み
合

わ
せ
、
紺
色
と
白
色
の
組
み
合
わ
せ
の
三
パ
タ
ー
ン
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ー
チ
に
は
発
行
の
趣
旨
も
、
発
行
者
名
も

記
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
裏
面
の
中
央
下
部
に
造
幣
局
の
製
造
で
あ
る
こ
と
を
示
す
小
さ
な
刻
印
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
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造
幣
局
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
約
一
一
万
個
販
売
さ
れ
、
総
販
売
額
は
約
三
一
万
円
だ
っ
た
。
こ
れ
は
縦
七
七
ミ
リ
、
横
六
三

ミ
リ
、
厚
さ
一
八
ミ
リ
の
桐
の
木
箱
に
お
さ
め
ら
れ
て
販
売
さ
れ
た
。
箱
の
表
面
に
「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」「
造
幣
局

製
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
一
度
こ
の
外
箱
か
ら
は
な
れ
る
と
ブ
ロ
ー
チ
が
日
本
国
憲
法
公
布
記
念
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
ブ
ロ
ー
チ
は
、
次
に
紹
介
す
る
帯
留
め
と
と
も
に
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
女
性
向
け
に
制
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
男
女
同
権
は
主
権
在
民
、
平
和
主
義
と
並
ぶ
日
本
国
憲
法
第
三
の
柱
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
す
で
に

前
年
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
で
女
性
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
は
実
現
さ
れ
て
い
て
、
実
際
に
こ
の
年
四
月
の
総
選
挙
で

三
九
名
の
女
性
衆
議
院
議
員
が
誕
生
し
、
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
の
審
議
と
議
決
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
時
代
の
風

が
吹
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
政
府
が
女
性
む
け
の
記
念
品
を
制
作
、
販
売
す
る
の
は
前
例
の
な
い
革
新
的
な
企
画
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
男
性
用
品
は
制
作
、
販
売
さ
れ
て
い
な
い
。
男
女
平
等
と
い
っ
て
も
、
男
女
が
平
等

に
「
相
互
の
協
力
に
よ
り
」
社
会
的
責
任
、
家
庭
的
責
任
を
果
た
す
「
男
女
共
同
参
画
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
ま
だ
ま
だ
距
離

が
あ
る
。

4
　「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
帯
留

　

四
つ
め
は
「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
帯
留
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ブ
ロ
ー
チ
と
同
じ
丹
銅
、
七
宝
細
工
、
表
面
に
二
羽
の

鳩
の
図
柄
で
で
き
て
い
る
も
の
で
、
大
き
さ
も
デ
ザ
イ
ン
も
同
じ
で
あ
る
。
違
い
は
、
裏
面
に
ブ
ロ
ー
チ
に
は
安
全
ピ
ン
が

つ
き
、
帯
留
め
に
は
帯
紐
を
通
す
環
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
造
幣
局
の
記
録
で
は
約
二
〇
〇
〇
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「日本國憲法公布記念」帯留　表面（上）・裏面（下）（造幣局製）



46

個
あ
ま
り
が
販
売
さ
れ
、
総
販
売
額
は
約
六
万
円
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
帯
留
め
の
現
存
品
は
と
く
に
少
な
く
、
私
は
、

赤
色
と
白
色
の
鳩
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
緑
色
と
白
色
の
鳩
の
も
の
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
。
制
作
個
数
が
少

な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
だ
け
し
か
作
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
紺
色
と
白
色
の
鳩
の
個
体
を

私
が
発
見
で
き
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
の
ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
映
像
や
新
聞
、
雑
誌
類
の
写
真
を
見
る
と
、
ま
だ
ま
だ
和
服
姿
の

女
性
が
多
く
登
場
し
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
を
意
味
す
る
帯
留
め
を
制
作
し
た
あ
た
り
に
も
、
当
時
な
ら
で
は

の
時
代
の
空
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

以
上
が
日
本
政
府
の
制
作
し
た
記
念
グ
ッ
ズ
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
逓
信
省
の
管
轄
で
、
記
念
切
手
や
は
が
き
が
発
行

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
扱
お
う
。
こ
れ
ら
の
記
念
グ
ッ
ズ
を
全
体
と
し
て
み
て
み
る
と
、
政
府
が
考
え

て
い
た
日
本
国
憲
法
の
基
本
原
則
は
、
①
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
指
導
さ
れ
る
議
会
制
民
主
主
義
、
②
産
業
復
興
と
文
化
国
家
の
建
設
、

③
戦
争
放
棄
と
平
和
主
義
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
方
で
、
基
本
的
人
権
に
対
す
る
理
解
は
不
十
分
だ
し
、
地
方
自
治
の

無
視
が
め
だ
っ
て
い
る
。
女
性
向
け
の
帯
留
め
が
制
作
さ
れ
て
お
り
、
女
性
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
女
性

の
権
利
の
尊
重
や
社
会
的
な
活
躍
の
期
待
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

二
　
匿
名
に
さ
れ
た
天
皇
か
ら
の
記
念
品

1
　
新
憲
法
公
布
記
念
の
「
菊
御
紋
章
付
銀
杯
」
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日
本
国
憲
法
の
制
定
経
過
で
い
ま
ひ
と
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
昭
和
天
皇
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
当
時
法
制
局

次
長
や
長
官
で
あ
っ
た
入
江
俊
郎
に
よ
る
と
、
天
皇
は
昭
和
二
一
年
二
月
二
二
日
の
閣
議
で
内
閣
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
基
本
的

な
受
諾
を
き
め
た
あ
と
に
幣
原
喜
重
郎
首
相
か
ら
そ
の
む
ね
の
報
告
を
う
け
て
こ
の
草
案
に
そ
っ
た
改
正
を
了
承
し
、
具
体

的
な
内
容
に
つ
い
て
は
三
月
五
日
の
政
府
案
の
閣
議
決
定
の
あ
と
に
幣
原
首
相
か
ら
内
奏
を
う
け
て
承
認
し
て
い
る
。
た
だ
、

主
権
在
民
と
天
皇
制
の
関
係
が
幣
原
か
ら
ど
う
説
明
さ
れ
た
の
か
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。
そ
の
後
の
天
皇
の
言
動
か
ら
す
る

と
「
君
民
共
治
で
立
憲
君
主
制
に
近
い
改
正
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
説
明
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
た
し
か
な
史
料
が
公
に

な
ら
な
い
の
で
判
断
は
さ
し
控
え
る
。

　

昭
和
二
一
年
一
一
月
三
日
に
は
、
午
前
一
一
時
か
ら
帝
国
議
会
貴
族
院
議
場
で
お
こ
な
わ
れ
た
日
本
国
憲
法
公
布
記
念
式

典
に
つ
づ
い
て
、
同
じ
出
席
者
で
、
内
閣
総
理
大
臣
官
舎
に
席
を
か
え
て
日
本
国
憲
法
公
布
祝
賀
会
が
立
食
形
式
で
お
こ
な

わ
れ
た
。
こ
の
席
で
「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」
の
「
菊
御
紋
章
付
銀
杯
」
が
記
念
品
と
し
て
出
席
者
に
配
布
さ
れ
た
。
た

だ
、
こ
の
日
に
配
ら
れ
た
の
は
目
録
だ
け
で
、
実
物
は
後
日
に
配
布
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
銀
杯
は
径
一
〇
五
ミ
リ
で
あ
り
、
表
面
に
は
、
皇
室
の
紋
章
で
あ
る
一
六
花
弁
の
菊
花
が
金
色
に
描
か
れ
て
い
る
。

裏
面
の
縁
に
は
、「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」「
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
西
暦
表
示
が
な
い
。
こ

の
銀
杯
は
、
形
式
的
に
は
政
府
が
閣
議
で
決
定
し
て
制
作
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
天
皇
か
ら
の
「
御
下
賜
」

の
品
物
で
あ
り
、
で
き
る
限
り
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
高
台
の
内
側
に
「
造
幣
局
謹
製
」

と
い
う
刻
印
が
あ
る
。
政
府
の
制
作
し
た
通
常
の
記
念
品
で
あ
れ
ば
「
造
幣
局
製
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
宮
中
に
関
連
す

る
特
別
の
も
の
と
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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銀
杯
は
、
白
色
の
絹
布
に
包
ま
れ
、
縦
横
一
三
〇
ミ
リ
の
桐
の
木
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
て
、
表
面
に
は
金
文
字
で
「
日
本

國
憲
法
公
布
記
念
」「
銀
杯
」
と
あ
る
。
ど
こ
に
も
そ
れ
が
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
載
は
な
い
。

そ
の
時
ま
で
の
天
皇
制
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
主
権
者
で
あ
っ
た
天
皇
が
憲
法
改
正
を
認
め
て
新
憲

法
を
「
発
布
」
し
た
記
念
品
で
あ
る
の
に
、「
発
布
記
念
」
と
も
「
御
下
賜
」
と
も
刻
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
不
本

意
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
天
皇
を
め
ぐ
る
憲
法
体
験
は
屈
折
し
て
い
る
。

2
　
新
憲
法
公
布
記
念
の
「
朱
塗
木
杯
」

　

な
お
、
そ
の
後
に
、
日
本
国
憲
法
制
定
に
か
か
わ
っ
た
公
務
員
に
は
木
製
の
朱
杯
が
配
布
さ
れ
た
。
表
裏
両
面
が
赤
漆
で

塗
ら
れ
た
も
の
で
、
表
面
の
中
央
に
菊
花
の
模
様
が
あ
り
そ
の
中
央
に
「
憲
」
の
文
字
が
デ
ザ
イ
ン
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
菊
花
の
模
様
も
、
皇
室
の
正
規
の
「
御
紋
章
」
と
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
の
縁
に
は
、「
日
本
國
憲
法
公
布
記
念
」「
昭
和

二
十
一
年
十
一
月
三
日
」
と
金
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
黄
色
の
綿
布
に
包
ま
れ
て
、
縦
横
一
二
三
ミ
リ
の
木
箱
に
収
納
さ

れ
て
い
る
。
箱
は
無
地
で
、
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
木
杯
な
の
で
造
幣
局
製
で
は
な
く
て
、
底
箱
の
内
側
に
「
白
木
屋
謹

製
」
と
朱
色
で
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
デ
パ
ー
ト
が
制
作
、
納
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
木
杯
の
制
作
、
配
布
に
つ

い
て
の
資
料
も
乏
し
い
が
、
国
立
公
文
書
館
に
あ
る
閣
議
の
記
録
を
見
る
と
、
内
閣
書
記
官
長
か
ら
宮
内
次
官
宛
に
御
紋
章

使
用
の
承
諾
を
求
め
る
書
類
が
あ
る
。
ま
た
、
議
会
史
の
著
作
に
一
言
だ
け
だ
が
職
員
に
配
布
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
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「日本國憲法公布記念 銀杯」及び「朱塗木杯」（内閣発行）
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