
昭
和
天
皇
の
戦
争
責
任

受
け
継
が
れ
る
「
聖
断
論
」
を
越
え
て

纐
纈

厚

一・
戦
前
と
戦
後
と
を
繋
ぐ
も
の
　
　
　
　
　
例
え
ば
、
．
〕
れ
ら
二
つ
の
切
断
論
は
、
大
方
の
戦
後
日
本
人
に
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
戦
争
と
い
う
歴
史
事
実
か
ら
の

　
戦
後
日
本
人
は
、
敗
戦
（
終
戦
）
を
境
に
戦
前
と
戦
後
は
切
断
さ
　
　
逃
避
と
い
う
消
極
的
な
感
情
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
と
反
対
に
戦

れ

た
と
考
え
て
き
た
。
あ
る
人
は
、
切
断
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
新
し
　
　
前
と
戦
後
は
、
あ
く
ま
で
時
間
の
経
過
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
り
、

い
戦
後
が
用
意
さ
れ
る
の
だ
と
捉
え
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
切
　
　
敗
戦
（
終
戦
）
に
よ
っ
て
も
、
戦
前
と
戦
後
は
不
変
で
あ
り
、
連
続

断
論
」
に
は
、
こ
れ
ま
た
多
様
な
解
釈
が
存
在
す
る
。
一
つ
に
は
、
　
　
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
抱
く
日
本
人
も
、
実
に
多
い
は
ず
で
あ

二
度
と
忌
ま
わ
し
い
軍
国
主
義
の
時
代
を
繰
り
返
し
た
く
な
い
、
と
　
　
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
と
い
う
歴
史
事
実
が
終
焉
し
た
だ
け
で
あ
っ
　
　
任

い

う
教
訓
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
の
辛
か
っ
た
戦
争
体
験
を
乗
て
、
天
皇
制
を
忠
と
す
る
日
本
と
い
う
国
の
形
や
本
質
は
変
わ
っ
領

り
整
て
、
曲
豆
か
さ
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
過
去
と
の
決
別
を
志
向
て
い
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
鐵

す
る
。
二
つ
め
に
は
、
必
ず
し
も
戦
前
を
全
否
定
す
る
訳
で
は
な
い
　
天
白
面
も
元
莫
皇
制
（
H
絶
対
義
的
天
白
爾
）
か
ら
象
徴
天
規

に
せ
よ
、
敗
戦
と
い
う
現
実
の
前
に
、
ど
こ
か
後
ろ
め
た
さ
の
感
情
　
　
皇
制
（
1
1
民
主
主
義
的
天
皇
制
）
へ
と
天
皇
制
の
民
主
化
が
行
わ
れ
　
　
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭

が
自
ら
の
精
神
を
取
り
巻
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
　
　
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
だ
が
、
日
章
旗
も
君
が
代
も
、
現
在
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
い
か

ら
切
断
論
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
制
化
さ
れ
、
「
国
旗
・
国
歌
」
と
な
っ
た
。
流
石
に
現
在
で
は
希
　
　
1
7



な
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
が
、
戦
後
か
ら
暫
く
は
天
皇
制
の
象
徴
で
あ
っ
　
　
は
戦
後
民
主
主
義
を
総
批
判
し
、
戦
後
の
政
治
体
制
を
解
体
し
よ
う
　
　
7
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

た
「
御
真
影
」
が
各
家
庭
の
床
の
間
に
飾
ら
れ
る
の
は
極
普
通
の
風
　
　
と
す
る
政
治
的
な
思
惑
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
戦
後
の
否
定
の
た
め

景
で
あ
っ
た
し
、
「
菊
の
御
紋
章
」
は
、
現
在
で
も
パ
ス
ポ
ー
ト
な
　
　
に
、
戦
前
を
肯
定
す
る
と
い
う
形
式
議
論
と
同
時
に
、
内
実
と
し
て
も

ど
に
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戦
後
日
本
を
丸
ご
と
戦
前
に
回
帰
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
性
も
強
い
。

　

日
本
と
同
様
に
敗
戦
国
と
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
が
、
戦
後
　
　
　
だ
が
、
単
純
な
戦
前
回
帰
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
戦
後
生
ま

に
国
歌
も
国
旗
も
新
し
く
変
更
し
た
事
例
と
比
べ
、
日
本
は
戦
前
を
　
　
れ
が
七
割
に
達
し
た
現
代
日
本
で
は
あ
ら
た
な
戦
前
の
創
造
は
無
理

敗
戦

に
よ
っ
て
も
全
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
強
い
思
い
が
、
　
　
で
あ
る
。
多
数
の
政
治
的
無
関
心
層
が
拡
散
し
て
い
る
現
状
の
な
か

戦
後

日
本
人
の
有
力
な
連
続
論
を
説
明
す
る
う
え
で
持
ち
出
さ
れ
　
　
で
、
そ
れ
で
も
新
た
な
戦
前
を
創
造
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
何
が
必
要

る
。
そ
の
よ
う
な
連
続
論
を
説
く
人
た
ち
は
、
要
す
る
に
ア
ジ
ア
太
　
　
か
、
ど
の
よ
う
な
道
具
立
て
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
か
、
実
は
そ
の
よ

平
洋
戦
争
の
結
果
を
敗
戦
と
受
け
止
め
ず
、
終
戦
あ
る
い
は
終
息
と
　
　
う
な
思
惑
を
抱
く
人
々
の
な
か
に
も
決
め
手
は
な
い
。

獄鐸
懸
韓
饗
敦
砺
響
蜘
触
縫
二
．
戦
前
回
帰
の
何
が
問
題
か

で
か

つ
正

当
な
目
的
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
た
尊
い
行
為
と
す
る
位
置
　
　
　
実
は
私
も
連
続
論
を
採
る
。
だ
が
、
以
上
に
挙
げ
た
連
続
論
と
決

づ
け
を
用
意
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
的
に
異
な
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
新
た
な
戦
前
を
創
造
し
よ
う

　

ア
メ
リ
カ
に
降
伏
し
た
の
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
は
正
当
で
崇
高
な
　
　
と
す
る
思
惑
に
反
対
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
戦
前
な
る
も
の
の
復

目
的
を
何
ら
既
め
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
の
戦
争
行
為
　
　
権
で
あ
れ
回
帰
で
あ
れ
、
そ
れ
が
再
び
戦
争
と
い
う
暴
力
国
家
へ
の

は
、
日
本
の
内
外
か
ら
称
揚
さ
れ
て
き
た
と
す
る
主
張
を
繰
り
返
　
　
道
を
辿
る
可
能
性
が
現
実
味
を
増
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
れ
だ

す
。
い
わ
ゆ
る
、
「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
　
　
け
の
侵
略
戦
争
と
加
害
行
為
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お

　

こ
の
よ
う
な
議
論
に
組
み
す
る
人
た
ち
は
、
現
在
に
お
い
て
も
決
　
　
戦
前
期
日
本
の
国
家
体
質
を
払
拭
で
き
な
い
の
は
次
の
理
由
が
あ
る

し
て
少
な
く
な
い
。
む
し
ろ
、
靖
国
神
社
参
拝
問
題
を
頂
点
と
す
る
　
　
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
問
題
が
浮
上
す
る
の
に
比
例
し
て
、
こ
う
し
た
議
論
が
様
々
な
　
　
　
第
一
に
、
天
皇
制
が
残
置
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
戦
前
の
国
家
体
制

装
い
を
凝
ら
し
な
が
ら
再
生
産
さ
れ
る
時
代
潮
流
に
あ
る
。
そ
こ
に
　
　
（
国
体
）
が
形
を
変
え
て
生
き
残
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
そ
の
具
体



事
例
と
し
て
、
天
皇
の
決
断
に
よ
る
「
終
戦
」
（
所
謂
「
聖
断
」
）
と
　
　
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
聖
断
」
が
戦
争
責
任
の
所

い
う
高
度
な
政
治
戦
略
が
功
を
奏
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
聖
断
」
は
　
　
在
を
曖
昧
に
し
、
む
し
ろ
最
大
の
戦
争
責
任
者
を
、
最
大
の
平
和
貢

天
皇
制
存
置
に
結
果
し
た
だ
け
で
な
く
、
天
皇
制
国
家
固
有
の
思
考
　
　
献
者
へ
と
移
し
替
え
た
。
そ
れ
は
戦
後
に
お
い
て
、
「
平
和
主
義
者

方
法
や
組
織
（
特
に
官
僚
組
織
）
を
も
存
置
さ
せ
、
そ
れ
が
そ
っ
く
り
　
　
天
皇
」
と
い
う
虚
像
を
再
生
産
す
る
こ
と
で
、
戦
後
日
本
人
に
も
戦

戦
後

に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
岸
信
介
に
代
表
さ
れ
　
　
前
期
日
本
へ
の
回
帰
さ
え
促
し
て
き
た
。
そ
の
一
端
が
、
靖
国
神
社

る
よ
う
に
、
人
物
を
も
戦
後
に
復
権
さ
せ
る
機
能
を
発
揮
し
た
。
そ
　
　
で
あ
り
、
「
神
の
国
」
日
本
へ
の
憧
憬
と
い
う
日
本
人
意
識
で
あ
る
。

の

意
味
で
「
聖
断
」
が
戦
前
と
戦
後
の
橋
渡
し
を
し
た
と
言
え
る
。
　
　
こ
の
点
を
正
面
か
ら
論
じ
な
け
れ
ば
、
日
本
人
は
戦
前
か
ら
解
放
さ

　
第
二
に
は
、
戦
争
指
導
者
と
し
て
の
昭
和
天
皇
及
び
日
本
陸
海
軍
　
　
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

軍
人

は
、
非
選
出
者
で
あ
り
、
国
民
の
意
思
と
関
係
な
く
戦
争
指
導

を
遂
行
し
た
か
ら
で
あ
る
・
そ
の
結
果
・
国
民
不
在
の
戦
争
と
し
て
　
三
．
徹
底
し
て
美
化
さ
れ
た
聖
断

先
の
戦
争
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
敗
戦
責
任
、
戦
争
責
任
へ
の
自
覚
　
　
　
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
午
後
一
〇
時
半
か
ら
宮
中
内
で
閣
僚
と

は
、
国
民
の
間
で
生
ま
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
。
戦
争
と
の
関
わ
り
方
　
　
最
高
戦
争
指
導
会
議
連
合
の
御
前
会
議
が
開
催
さ
れ
、
そ
こ
で
鈴
木

は
、
「
被
害
者
」
「
騙
さ
れ
た
」
と
す
る
没
主
体
的
な
位
置
に
徹
す
る
　
　
貫
太
郎
首
相
が
「
聖
断
」
を
上
奏
し
、
こ
れ
に
答
え
る
形
式
で
、
昭

こ
と
に
よ
っ
て
、
被
侵
略
諸
国
家
及
び
被
植
民
地
国
の
人
々
か
ら
加
　
　
和
天
皇
は
「
国
体
に
就
い
て
は
敵
も
認
め
て
居
る
と
思
う
毛
頭
不
安

害
者
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
事
実
に
全
く
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
例
　
　
な
し
」
（
原
書
房
編
集
部
編
『
敗
戦
の
記
録
』
原
書
房
、
一
九
六
七

え
、
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
「
臣
民
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
　
　
年
）
と
言
い
切
っ
た
。
御
前
会
議
を
受
け
て
の
閣
議
で
聖
断
を
受
け
　
　
壬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

も
、
そ
れ
は
自
ら
が
袈
．
者
で
は
な
い
．
」
と
の
弁
明
に
は
な
ら
な
い
る
形
で
ポ
ツ
ダ
含
一
言
を
受
諾
し
、
連
合
国
に
降
伏
す
る
こ
と
が
正
領

の

で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
に
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
戦
争
終
結
を
内
外
に
公
表
す
る
た
め
　
　
臓

第
三
に
、
璽
断
L
に
よ
っ
て
昭
和
天
皇
の
戦
争
責
任
が
免
罪
さ
に
「
詔
書
」
が
作
墜
こ
れ
、
同
日
の
午
後
二
時
半
に
天
白
言
ら
程

れ

た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
戦
後
日
本
人
に
と
っ
て
、
侵
略
戦
争
の
　
　
「
詔
書
」
を
朗
読
し
、
録
音
さ
れ
た
。
そ
れ
が
翌
日
の
正
午
に
放
送
　
　
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

責
任
主
体
を
明
確
に
し
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
　
　
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
玉
音
放
送
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
本
当
の
意
味
で
戦
後
は
出
発
出
　
　
　
こ
こ
で
、
「
詔
書
」
の
内
容
を
先
ず
見
て
お
こ
う
。
そ
こ
に
は
、
　
　
慌



聖

断
の
シ
ナ
リ
オ
を
主
導
し
た
宮
中
グ
ル
ー
プ
の
姿
勢
が
読
み
取
　
　
う
、
ま
さ
に
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
建
設
を
企
図
し
た
事
業
の
一
環
　
　
7
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

れ
、
同
時
に
詔
書
を
朗
読
し
た
昭
和
天
皇
の
戦
争
認
識
及
び
戦
争
責
　
　
だ
と
言
う
。
そ
こ
に
は
降
伏
の
文
字
は
全
く
使
用
さ
れ
ず
、
つ
い
で

任
意
識
の
欠
落
ぶ
り
が
如
実
に
さ
れ
て
い
る
。
詔
書
は
最
初
に
「
非
　
　
侵
略
の
事
実
も
、
敗
北
の
結
果
も
、
深
刻
な
反
省
も
一
切
見
ら
れ
な

常
の
措
置
を
以
て
時
局
収
拾
」
に
あ
っ
た
結
果
が
聖
断
で
あ
っ
た
と
　
　
い
。
さ
ら
に
聖
断
に
よ
る
戦
争
終
結
の
結
果
、
「
朕
は
弦
々
に
国
体

し
、
戦
争
終
結
に
到
っ
た
原
因
に
触
れ
て
、
「
戦
局
必
ず
し
も
好
転
」
　
を
護
持
し
得
て
忠
良
な
る
爾
臣
民
の
赤
誠
に
信
僑
し
」
、
「
神
州
の
不

し
な
か
っ
た
と
し
、
あ
く
ま
で
日
本
が
敗
北
し
た
と
い
う
事
実
を
認
　
　
滅
」
を
信
じ
て
国
家
再
建
に
当
た
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

め

て

い

な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ま
で
き
て
も
相
変
わ
ら
ず
「
国
体
護
持
」
「
神
州
不
滅
」
が

　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
敵
の
「
残
虐
な
る
爆
弾
」
（
原
子
爆
弾
の
こ
と
）
　
金
科
玉
条
の
如
く
使
用
さ
れ
る
。
戦
争
終
結
で
、
天
皇
制
国
家
の
一

に
よ
り
多
く
の
死
傷
者
を
出
す
結
果
と
な
り
、
こ
の
ま
ま
戦
争
を
継
　
　
大
事
業
が
一
端
中
断
さ
れ
は
し
た
が
、
「
臣
民
の
赤
誠
」
、
す
な
わ
ち

続
す
れ
ば
日
本
民
族
の
滅
亡
と
、
人
類
文
明
の
破
滅
を
招
来
す
る
恐
　
　
日
本
国
民
の
天
皇
へ
の
忠
誠
心
を
頼
り
に
し
て
、
再
び
こ
れ
ま
で
追

れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
聖
断
に
よ
っ
て
救
っ
た
、
と
す
る
。
つ
ま
り
、
　
　
求
し
て
き
た
目
標
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
文
面
で
全
体
が
ま
と
め
ら

原

子
爆
弾
の

投
下

に
至
る
経
緯
や
背
景
に
つ
い
て
は
一
切
ロ
を
瞑
　
　
れ
て
い
る
。

り
、
む
し
ろ
原
爆
投
下
の
責
任
を
暗
に
灰
め
か
す
だ
け
で
、
原
爆
投
　
　
　
こ
う
し
て
、
宣
言
受
諾
に
よ
り
無
条
件
降
伏
と
い
う
事
実
が
隠
蔽

下

を
誘
引
し
た
国
内
政
治
指
導
の
過
ち
に
背
を
向
け
る
。
　
　
　
　
　
　
さ
れ
、
併
せ
て
敗
戦
に
よ
る
戦
争
指
導
・
政
治
指
導
の
最
高
責
任
者

　
さ
ら
に
、
今
回
の
戦
争
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
「
抑
々
帝
国
　
　
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
と
天
皇
制
温
存
へ
の
新
た
な
シ
ナ
リ
オ
が
、

臣
民
の
康
寧
を
図
り
万
邦
共
栄
の
楽
を
楷
に
す
る
」
た
め
と
、
「
帝
　
　
こ
の
「
戦
争
終
結
の
詔
書
」
に
お
い
て
巧
み
に
練
り
あ
げ
ら
れ
る
こ

国
の
自
存
と
東
亜
の
安
定
と
を
庶
幾
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
と
位
置
　
　
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
天
皇
自
ら
国
民
に
向
け
て
肉
声

づ
け
る
。
そ
こ
で
は
、
中
国
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
侵
略
戦
争
　
　
で
訴
え
る
と
い
う
形
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
戦
争
の
被
害
と
敗
戦
の

や

朝
鮮
な
ど
植
民
地
支
配
に
よ
る
多
大
の
人
的
物
的
損
害
を
与
え
、
　
　
衝
撃
で
混
乱
の
極
致
に
陥
る
と
予
測
さ
れ
た
大
部
分
の
国
民
の
な
か

日
本
国
民
に
も
計
り
知
れ
な
い
苦
渋
を
味
合
わ
せ
た
戦
争
責
任
の
所
　
　
に
、
天
皇
の
戦
争
責
任
を
免
責
す
る
心
理
的
効
果
を
も
生
む
こ
と
に

在
を
棚
上
げ
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
。

　

あ
く
ま
で
今
回
の
戦
争
が
、
日
本
の
自
立
と
ア
ジ
ア
の
安
定
を
願
　
　
　
そ
の
効
果
は
、
東
條
英
機
ら
七
名
が
A
級
戦
犯
と
し
て
絞
首
刑
さ



れ

た
こ
と
と
の
対
比
の
な
か
で
、
一
層
鮮
や
か
に
昭
和
天
皇
免
責
論
　
　
と
い
う
超
憲
法
的
対
応
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
醸
成
し
て
い
く
。
戦
後
天
皇
制
を
保
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
後
　
　
で
あ
る
。

保
守
権
力
が
再
生
・
復
権
す
る
た
め
に
、
聖
断
の
政
治
手
法
は
決
定
　
　
　
敗
戦
に
よ
っ
て
本
来
解
体
さ
れ
る
べ
き
戦
争
指
導
の
主
体
が
、
自

的
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
の
再
生
を
目
的
と
し
て
、
言
う
な
ら
ば
自
己
変
革
を
遂
げ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
よ
っ
て
戦
前
権
力
の
中
身
を
保
守
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
れ

四
．
「
聖
断
神
話
」
の
形
成
　
　
　
　
　
　
豊
に
・
軍
事
組
織
の
解
体
や
憲
法
の
全
面
的
改
定
と
い
っ
た
政
治

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
終
結
が
、
天
皇
の
聖
断
に
よ
っ
て
決
定
さ
　
　
変
革
に
よ
っ
て
も
、
天
皇
制
は
あ
ら
た
な
施
し
を
得
て
温
存
さ
れ
る

れ

た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
重
要
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。
　
　
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

先
ず
第
一
点
目
に
は
、
天
皇
の
明
確
な
意
思
に
よ
っ
て
日
米
戦
争
が
　
　
　
確
か
に
、
統
帥
権
者
な
ど
と
し
て
の
天
皇
の
政
治
権
力
は
敗
北
に

開
始
さ
れ
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
が
終
結
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
　
　
よ
っ
て
失
わ
れ
た
が
、
天
皇
の
権
威
は
聖
断
と
い
う
政
治
的
儀
式
に

る
。
換
言
す
れ
ば
、
聖
断
と
い
う
旧
憲
法
の
枠
組
み
を
踏
み
越
え
た
　
　
よ
っ
て
、
逆
に
倍
加
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。
だ

形
式

に
よ
っ
て
の
み
戦
争
終
結
を
果
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
　
　
が
、
聖
断
に
よ
る
開
戦
決
定
お
よ
び
戦
争
終
結
方
式
が
採
用
さ
れ
た

で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
天
皇
の
大
権
を
代
行
す
る
政
治
・
軍
事
機
構
　
　
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
戦
争
責
任
の
所
在
を
曖
昧
し
、
戦

が
、
そ
の
内
部
調
整
と
統
制
に
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
、
最
終
的
に
は
　
　
争
行
為
を
発
動
し
た
国
家
の
意
思
を
も
ま
た
不
明
確
に
す
る
結
果
を

天
皇
の
権
威
を
背
景
と
す
る
調
整
と
統
合
に
依
存
す
る
し
か
な
い
国
　
　
招
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

家
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要
す
る
に
、
聖
断
は
戦
争
責
任
を
棚
上
げ
し
た
ば
か
り
か
、
天
皇
　
　
任

明
治
国
家
体
制
が
、
国
家
緊
急
事
態
に
陥
っ
た
場
食
国
会
も
内
制
機
構
を
戦
後
に
お
け
る
新
国
家
体
制
ヘ
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
？
え
で
籟

閣
も
あ
る
い
は
巨
大
な
官
僚
馨
も
、
何
ら
有
効
な
機
能
を
発
揮
し
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程
で
天
皇
の
戦
争
指
鐵

得
ず
、
天
皇
の
権
威
に
縄
る
し
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
根
本
原
　
　
導
政
策
の
失
敗
と
責
任
が
不
問
に
付
さ
れ
、
天
皇
制
機
構
が
温
存
さ
　
　
憩

因
を
明
治
国
家
体
制
の
分
権
性
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
　
　
れ
る
。
事
実
、
戦
後
の
保
守
再
編
強
化
の
過
程
で
、
こ
の
聖
断
に
　
　
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭

と
は
、
天
皇
制
支
配
国
家
の
弱
点
を
克
服
し
、
さ
ら
に
非
常
事
態
を
　
　
よ
っ
て
「
平
和
」
天
皇
に
く
変
身
V
し
た
新
た
な
天
皇
を
〈
象
徴
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乗
り
越
え
る
に
は
、
天
皇
の
持
つ
大
権
に
も
ま
し
て
、
天
皇
の
権
威
　
　
と
い
う
形
式
に
し
て
利
用
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7



　
そ
の
意
味
で
天
皇
〈
象
徴
〉
化
の
背
景
に
は
様
々
な
政
治
上
の
思
　
　
の
立
憲
主
義
が
過
剰
に
強
調
さ
れ
、
絶
対
主
義
的
側
面
が
後
方
に
追
　
　
7
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

惑
が
混
在

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
文
脈
で
言
う
な
ら
　
　
い
や
ら
れ
る
。
恰
も
昭
和
天
皇
が
「
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
と

ば
、
第
一
に
昭
和
天
皇
あ
る
い
は
近
代
天
皇
制
を
非
政
治
的
な
存
在
　
　
す
る
立
憲
君
主
制
の
原
則
を
曲
げ
ず
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
も
東
條

と
し
て
内
外
に
認
知
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
戦
争
責
任
と
し
て
の
主
　
　
英
機
、
梅
津
美
治
郎
ら
陸
軍
主
戦
派
の
横
車
に
押
さ
れ
て
、
仕
方
な

体
性
を
曖
昧
化
あ
る
い
は
不
在
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
非
政
治
的
　
　
く
開
戦
を
決
意
し
、
最
後
に
は
自
ら
の
権
能
を
発
揮
し
て
陸
軍
主
戦

か

つ
非
主
体
的
な
存
在
に
戦
争
責
任
と
い
う
歴
史
事
実
か
ら
派
生
す
　
　
派
か
ら
戦
争
指
導
権
を
取
り
上
げ
て
戦
争
終
結
に
持
ち
込
ん
だ
と
い

る
具
体
的
事
象
は
問
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ス
ト
リ
ー
が
創
作
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
昭
和
天
皇
と
東
條
英
機
と

　
陸
海
軍
と
い
う
戦
争
の
実
行
組
織
の
統
帥
者
で
あ
る
天
皇
の
責
任
　
　
の
信
頼
関
係
の
厚
さ
と
い
う
事
実
は
退
け
ら
れ
る
。

を
不
問
に
付
す
る
う
え
で
、
最
も
不
可
欠
で
説
得
的
な
方
法
と
し
て
　
　
　
「
平
和
天
皇
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
東
條
と
の
関
係
は
希
薄
化
さ

天
皇
及
び
天
皇
制
の
再
定
義
を
敢
え
て
な
す
こ
と
に
よ
る
戦
争
責
任
　
　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
陸
軍
主
戦
派
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
米
内
光

回
避
へ
の
道
を
聖
断
に
よ
っ
て
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
　
　
政
ら
海
軍
穏
健
派
と
の
関
係
や
、
聖
断
に
よ
る
戦
争
終
結
論
を
説
い

戦
争
責
任
者
で
な
い
が
ゆ
え
に
、
聖
断
の
主
役
を
担
え
る
資
格
と
条
　
　
た
近
衛
や
高
松
宮
と
の
事
実
以
上
の
良
好
な
関
係
が
強
調
さ
れ
る
。

件
を
備
え
て
い
た
昭
和
天
皇
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
創
り
出
さ
れ
た
の
　
　
そ
う
し
た
戦
後
か
ら
今
日
ま
で
連
綿
と
続
く
、
あ
る
種
の
歴
史
の
歪

で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
の
な
か
で
「
聖
断
神
話
」
が
戦
後
日
本
人
の
心
性
を
掴
ん
で
い
く

　
確
か

に
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
責
任
者
自
ら
責
任
を
問
い
、
自
ら
を
　
　
の
で
あ
る
。

裁

く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
常
識
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
戦
　
　
　
東
京
裁
判
で
一
旦
は
A
級
戦
犯
に
指
名
さ
れ
、
公
職
追
放
さ
れ
た

後
、
多
く
の
「
平
和
天
皇
」
論
が
流
布
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
天
皇
の
　
　
戦
前
の
権
力
者
た
ち
が
、
追
放
解
除
さ
れ
て
政
界
や
官
界
で
息
を
吹

聖
断
に
よ
っ
て
「
平
和
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
「
日
本
国
民
」
を
戦
争
　
　
き
返
す
背
景
に
は
、
聖
断
が
一
種
の
濾
過
装
置
の
役
割
を
果
た
し
た

の

惨
禍
か

ら
救
っ
た
と
い
う
「
聖
断
神
話
」
が
形
成
さ
れ
て
き
た
　
　
と
も
言
え
る
。
言
う
な
ら
ば
、
戦
前
の
悪
し
き
権
力
者
や
権
力
機
構

が
、
そ
の
根
底
に
は
こ
の
「
常
識
」
に
便
乗
し
た
判
断
が
作
用
し
て
　
　
が
、
国
体
護
持
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
合
っ
た
聖
断
と
い
う
濾

い

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
装
置
に
か
け
ら
れ
て
、
そ
し
て
洗
浄
さ
れ
て
衣
服
を
着
替
え
、
戦

　

そ
し
て
、
こ
の
「
聖
断
神
話
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
天
皇
　
　
後
に
同
じ
顔
で
再
登
場
し
た
の
で
あ
る
。



轟
後
天
皇
制
と
聖
断
論
　
　
　
　
蠣
助
鶴
到
鰻
鴛
額
購
畿
塑
欝

　
戦
前
の
天
皇
制
が
憲
法
の
改
編
の
み
な
ら
ず
、
財
政
面
に
お
い
て
　
　
共
産
党
の
撲
滅
は
第
一
に
思
想
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」

も
皇
室
財
産
・
資
産
の
凍
結
が
占
領
政
治
の
主
要
な
一
環
と
し
て
強
　
　
と
答
え
た
と
日
記
に
記
し
て
い
る
（
『
芦
田
均
日
記
』
一
九
四
入
年

行
さ
れ
る
な
か
で
、
天
皇
の
政
治
的
か
つ
物
理
的
な
基
盤
が
大
幅
に
　
　
八
月
一
〇
日
の
項
）
。

殺
が
れ
て

い
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
昭
和
天
皇
自
　
　
　
歴
代
の
首
相
で
も
内
奏
に
積
極
的
で
あ
っ
た
佐
藤
栄
作
を
は
じ

身
は
、
新
憲
法
制
定
前
後
か
ら
政
治
へ
の
関
心
を
失
わ
な
い
ば
か
り
　
　
め
、
幾
人
か
の
政
治
家
が
い
た
。
内
奏
に
及
ん
だ
閣
僚
あ
る
い
は
政

か
、
積
極
的
な
政
治
関
与
を
敢
え
て
行
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
治
家
た
ち
に
と
っ
て
、
昭
和
天
皇
は
依
然
と
し
て
戦
前
的
な
権
威
を

　
新
憲
法
体
制
の
発
足
後
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
地
位
・
身
分
が
　
　
保
持
し
た
君
主
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ

「象
徴
」
の
用
語
で
骨
抜
き
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
天
皇
自
ら
政
　
　
れ
ば
こ
そ
、
昭
和
天
皇
は
、
「
人
間
宣
言
」
を
行
っ
た
後
に
も
、
今

治
を
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
皇
周
辺
　
　
度
は
「
人
間
天
皇
」
と
し
て
、
新
憲
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
自
ら

お
よ
び
戦
後
内
閣
の
閣
僚
た
ち
は
、
天
皇
へ
の
「
内
奏
」
を
繰
り
返
　
　
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
を
意
に
介
す
る
こ
と
な
く
、
次
々
と
政
治
的

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
政
治
的
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
、
天
皇
　
　
発
言
や
政
治
的
行
為
を
重
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
ま
た
「
内
奏
」
を
受
け
る
こ
と
で
、
脱
政
治
化
さ
れ
た
天
皇
及
び
　
　
　
後
か
ら
政
治
問
題
化
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
沖
縄
占
領
統

天
皇

制
に
、
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
も
う
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
治
の
願
望
を
語
っ
て
み
せ
、
ま
た
、
日
米
安
保
の
締
結
に
積
極
的
な

　
「
内
奏
」
を
行
動
に
移
し
た
典
型
事
例
が
片
山
哲
内
閣
の
外
務
大
　
　
姿
勢
で
臨
も
う
と
し
た
昭
和
天
皇
の
ア
メ
リ
カ
追
随
と
沖
縄
の
切
り
　
　
任

臣
で
あ
っ
た
芦
田
均
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
芦
田
は
、
一
九
四
七
捨
て
と
い
う
姿
勢
も
、
天
皇
自
身
の
ひ
と
つ
の
政
治
判
断
と
し
て
、
　
領

年
七
月
二
二
日
に
天
白
王
に
拝
謁
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
折
り
に
は
間
接
的
な
が
ら
政
府
の
態
度
決
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
嚥

日
本
の
対
ソ
外
交
方
針
を
め
ぐ
り
天
皇
自
ら
の
見
解
を
披
渥
し
て
い
　
　
意
味
で
、
天
白
王
は
自
ら
立
目
心
識
す
る
以
上
に
政
治
的
行
為
を
重
ね
て
い
　
　
憩

る
。
つ
ま
り
、
日
米
関
係
を
重
視
し
、
ソ
連
と
は
一
定
の
距
離
を
保
　
　
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭

つ
べ
し
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
芦
田
外
相
は
、
幾
度
か
天
皇
　
　
　
新
憲
法
に
よ
る
規
制
が
あ
り
な
が
ら
、
昭
和
天
皇
が
次
々
と
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

へ
の
内
奏
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
四
八
年
八
月
一
〇
日
の
　
　
判
断
や
政
治
的
影
響
力
を
事
実
上
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
　
　
1
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背
景
に
は
、
天
皇
自
身
と
そ
の
周
辺
が
、
天
皇
の
戦
争
責
任
が
問
わ
　
　
た
。
そ
の
よ
う
な
結
果
が
、
聖
断
論
を
不
動
な
地
位
に
押
し
上
げ
る
　
　
7
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

れ

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
一
定
の
政
治
的
行
為
や
言
動
が
　
　
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
再
三
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
が

許
容

さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
　
　
昭
和
天
皇
の
戦
争
責
任
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

そ
れ
こ
そ
が
、
聖
断
論
を
再
生
産
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
の
本
質
を
探
り
、
戦
後
世
代
に
も
そ
の
侵
略
戦
争
を
問
い
続
け
る
こ

　
そ
こ
で
は
、
文
字
通
り
、
聖
断
が
政
治
的
演
出
と
し
て
格
好
の
役
　
　
と
で
教
訓
を
引
き
出
す
べ
く
機
会
を
奪
っ
て
い
く
。

割
・
期
待
を
与
え
ら
れ
た
。
事
実
、
天
皇
の
政
治
的
役
割
は
、
一
九
　
　
　
そ
の
結
果
、
昭
和
天
皇
の
戦
争
責
任
や
天
皇
制
そ
れ
自
体
を
問
う

四

五
年
九
月
当
時
か
ら
始
ま
っ
た
天
皇
の
「
地
方
巡
幸
」
に
よ
っ
　
　
こ
と
も
、
戦
前
と
同
様
に
事
実
上
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
、
一
段
と
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
方
巡
幸
は
、
「
人
間
宣
言
」
　
た
。
天
皇
報
道
へ
の
管
理
・
統
制
ぶ
り
が
、
際
だ
っ
て
い
る
戦
後
日

を
行
う
こ
と
で
、
天
皇
の
神
格
性
・
神
聖
性
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
と
　
　
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
態
を
指
摘
す
る
ま
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

引
き
替
え
に
、
あ
ら
た
な
”
天
皇
認
知
“
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
　
　
ま
た
、
天
皇
の
戦
争
責
任
に
言
及
し
た
本
島
等
長
崎
市
長
（
当
時
）

考
案
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
銃
弾
を
浴
び
、
地
方
議
会
に
お
い
て
、
天
皇
の
戦
争
責
任
に
関
す

　

こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ
た
背
景
に
は
、
か
つ
て
正
木
　
　
る
質
問
を
行
っ
た
議
員
へ
の
問
責
決
議
や
戒
告
処
分
な
ど
、
明
ら
か

ひ

ろ
し
が
、
『
近
き
よ
り
』
（
一
九
四
六
年
再
刊
第
一
号
）
の
な
か
　
　
に
言
論
封
殺
と
も
思
わ
れ
る
愚
行
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

で
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
と
は
、
「
朕
（
1
1
天
皇
）
の
身
の
安
全
の
　
　
　
こ
う
し
た
言
論
封
殺
の
行
為
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
毅
然
と
し

た
め
に
宣
戦
し
、
朕
の
身
の
安
全
の
た
め
に
降
伏
し
た
と
み
る
べ
き
　
　
た
態
度
を
取
る
こ
と
を
せ
ず
、
概
し
て
傍
観
者
の
立
場
に
終
始
す
る

で
あ
る
」
と
喝
破
し
た
よ
う
な
、
先
の
戦
争
の
経
緯
と
本
質
へ
の
自
　
　
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
ス
タ
ン
ス
は
世

覚
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
に
も
内
在
化
し
て
お
り
、
同
時
に
多
く
の
保
守
系
政
治
家
た
ち
の

　
聖

断
の
効
果
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
開
始
さ
れ
た
昭
和
天
皇
の
　
　
天
皇
観
に
も
表
現
さ
れ
て
い
く
。
な
か
で
も
、
森
喜
朗
首
相
（
当

地

方
巡
幸
は
、
戦
後
の
象
徴
天
皇
制
を
保
持
す
る
た
め
の
行
為
で
　
　
時
）
の
、
「
日
本
は
天
皇
を
中
心
と
す
る
神
の
国
」
と
論
じ
た
、
い

あ
っ
た
が
、
天
皇
周
辺
に
存
在
し
た
不
安
と
躊
躇
と
を
払
拭
す
る
結
　
　
わ
ゆ
る
「
神
の
国
」
発
言
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
五
日
）
を
行
っ
た
。

果

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
巡
幸
は
、
予
想
外
の
好
意
　
　
　
現
職
の
首
相
が
、
主
権
在
民
を
基
本
原
理
と
す
る
戦
後
民
主
主
義

的
な
反
響
を
引
き
出
し
、
ま
た
、
天
皇
へ
の
親
和
性
を
醸
し
出
し
　
　
を
否
定
し
て
み
せ
る
言
動
の
異
様
さ
と
、
こ
れ
へ
の
世
論
や
ジ
ャ
ー



ナ
リ
ズ
ム
の
反
応
ぶ
り
の
な
か
に
、
聖
断
論
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
　
　
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
昭
和
天
皇
と
政
治
・
軍
事
と
の
一
体
性
と

戦
後
天
皇
制
と
戦
後
保
守
政
治
体
制
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
　
　
い
う
歴
史
事
実
を
可
能
な
限
り
薄
め
る
こ
と
に
あ
る
。
「
人
柄
論
」

こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
日
本
が
こ
れ
ら
の
関
係
の
　
　
を
先
行
さ
せ
た
昭
和
天
皇
の
証
言
が
相
次
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
理
由
が

な
か
で
戦
争
責
任
を
問
え
な
い
、
問
わ
な
い
構
造
を
創
り
上
げ
て
し
　
　
こ
こ
に
あ
る
。
二
つ
に
は
、
天
皇
制
自
体
の
脱
政
治
化
で
あ
る
。
天

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
据
え
て
、
私
た
ち
は
こ
の
　
　
皇
が
国
家
的
地
位
に
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
脱
政
治
化
は
不
可
欠

構
造
を
解
析
し
、
解
体
す
る
努
力
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
昭
和
天
皇
　
　
と
踏
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。

の

戦
争
責
任
を
問
う
視
座
を
確
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
　
　
　
し
か
し
、
天
皇
制
の
政
治
的
位
置
の
変
容
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捉
え
る
か
は
、
今
後
の
天
皇
制
研
究
の
大
き
な
課
題
で
も
あ
る
。
元

六
・
顕
在
化
す
る
「
新
天
皇
制
」
へ
の
模
索
　
　
　
　
首
天
白
爾
か
ら
象
徴
天
皇
剣
さ
ら
に
脱
政
治
化
の
方
向
で
一
奪
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
「
新
天
皇
制
」
像
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
復
古
主
義
的
天

　
最
後
に
も
う
一
点
だ
け
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
「
天
　
　
皇
制
で
も
、
民
主
的
天
皇
制
で
も
な
い
、
と
す
れ
ば
意
図
さ
れ
る
天

皇
政
治
」
が
敗
戦
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
　
　
皇
は
、
か
つ
て
の
天
皇
機
関
説
論
の
よ
う
な
国
家
主
義
的
天
皇
制
と

も
、
天
皇
制
を
将
来
に
お
け
る
日
本
政
治
の
中
核
に
据
え
、
「
新
生
　
　
で
も
言
い
う
る
よ
う
な
国
家
機
関
の
主
要
な
一
つ
と
し
て
の
位
置
な

日
本
」
の
再
構
築
を
目
指
す
動
き
が
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
　
　
の
か
。

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
な
る
と
最
終
的
に
は
天
皇
制
の
政
治
化
が
目
論
ま
れ
、
現
行

　
昭
和
天
皇
の
証
言
録
の
資
料
公
開
が
進
め
ら
れ
て
い
る
背
景
に
　
　
憲
法
に
お
け
る
天
皇
関
連
の
条
項
も
変
更
が
政
治
日
程
に
上
が
っ
て
　
　
任

は
、
軍
人
天
白
王
で
あ
っ
た
昭
和
天
白
王
を
ギ
和
天
鼻
と
す
る
証
拠
こ
よ
う
。
天
皇
制
の
あ
り
方
に
決
着
を
つ
け
る
と
こ
ろ
ま
で
今
後
議
績

立
て

を
里
．
心
す
る
意
図
が
透
け
て
星
る
。
昭
和
天
白
王
の
戦
争
責
任
論
が
発
展
す
る
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、
戦
後
に
蓄
積
さ
れ
た
民
職

論
を
回
避
す
る
た
め
に
徹
底
し
た
人
柄
論
に
倭
小
化
す
る
試
み
が
、
　
主
主
義
の
成
果
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
薪
天
憩

あ
る
種
の
政
治
的
意
図
を
伴
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
皇
制
」
の
登
場
と
い
う
形
で
民
主
主
義
制
度
の
深
化
を
阻
む
よ
う
な
　
　
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
そ
れ
は
天
皇
制
及
び
昭
和
天
皇
の
脱
政
治
化
で
あ
る
。
そ
の
意
味
　
　
「
新
天
皇
制
」
へ
の
脱
皮
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
は
、
　
　
巨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
戦
後
の
天
皇
制
研
究
や
昭
和
天
皇
研
究
に
　
　
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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