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前
後

東
条
内
閣
の
あ
と
を
受
け
て
、
昭
和
十
九
年
七
月
に
成
立
し
た
小
磯
国
昭
内
閣
の
蔵
相
に
は
石
渡
荘
太
郎
が
留
任
し
た
が
、

昭
和
二
十
年
に
入
っ
て
そ
の
あ
と
を
北
支
那
開
発
総
裁
の
津
島
寿
一
が
襲
っ
た
。

空
襲
に
よ
る
惨
害
の
善
後
策
な
ど
を
講
ず
る
上
で
予
算
増
額
の
必
要
を
感
じ
た
津
島
蔵
相
は
、
急
拠
二
十
億
円
の
追
加
予
算

を
作
る
と
と
も
に
、
就
任
後
の
初
人
事
で
池
田
勇
人
を
本
省
の
主
税
局
長
に
起
用
し
た
。
そ
し
て
、
津
島
蔵
相
の
秘
書
官
に
は
、

大
平
の
一
年
先
輩
の
黒
金
泰
美
（
の
ち
内
閣
官
房
長
官
）
が
任
命
さ
れ
た
が
、
翌
三
月
十
九
日
に
は
、
大
平
も
秘
書
官
事
務
取

扱
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

「
私
は
生
ま
れ
落
ち
て
か
ら
ま
さ
か
秘
書
官
稼
業
を
や
ろ
う
な
ど
と
は
夢
に
も
思
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
大
学
を
出
て
役

人
に
な
っ
て
か
ら
も
、
大
臣
と
か
秘
書
官
と
か
い
う
人
種
と
は
凡
そ
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
も
の
と
心
得
て
い
た
」。

戦
局
が
最
悪
の
状
態
に
近
づ
い
て
き
た
こ
と
を
悩
ん
だ
小
磯
内
閣
は
、
�
介
石
の
重
慶
政
府
と
和
平
を
結
ぶ
案
を
つ
く
り
、

三
月
二
十
一
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
に
提
出
し
た
が
、
重
光
葵
外
相
は
こ
れ
に
強
く
反
対
し
、
そ
の
結
果
は
内
閣
の
総
辞
職

に
つ
な
が
っ
た
。
津
島
の
蔵
相
在
任
期
間
は
わ
ず
か
四
十
五
日
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
蹟
は
、
さ
き
の
追
加
予
算
案
の
提
出
と
議

決
ぐ
ら
い
で
、
特
に
記
録
さ
る
べ
き
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
大
平
は
最
初
の
秘
書
官
稼
業
で
、
我
儘
な
殿
様
然
と
し
た
津
島
蔵

相
の
面
倒
を
み
る
た
め
に
、
人
に
知
ら
れ
ぬ
苦
労
を
す
る
一
方
、
物
事
を
大
所
高
所
か
ら
見
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
大
平
の

知
人
の
一
人
は
、「
大
平
さ
ん
は
�
日
本
が
敗
け
る
こ
と
は
何
よ
り
残
念
だ
が
、
今
の
日
本
の
よ
う
に
軍
部
独
走
で
も
し
勝
っ
た
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と
し
た
ら
恐
し
い
世
の
中
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
日
本
は
早
い
時
期
に
倒
れ
る
日
が
く
る
の
で
は
な
い
か
�
と

当
時
と
し
て
は
思
い
切
っ
た
こ
と
を
話
し
て
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
大
平
は
、
日
本
の
将
来
の
動
向
を
、
津
島
蔵
相
を
通
じ
て
十
分
に
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

小
磯
内
閣
の
あ
と
に
は
、
鈴
木
貫
太
郎
を
首
班
と
す
る
終
戦
内
閣
が
四
月
七
日
に
で
き
、
大
平
は
、
津
島
の
退
官
と
と
も
に
、

同
十
八
日
、
主
計
局
へ
戻
っ
た
。

昭
和
二
十
年
五
月
二
十
五
日
夜
半
の
帝
都
大
空
襲
の
日
に
は
、
た
ま
た
ま
津
島
蔵
相
に
仕
え
た
大
蔵
省
幹
部
が
津
島
邸
の
庭

に
集
ま
っ
て
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
た
が
、
B
29
爆
撃
機
の
編
隊
は
、
次
か
ら
次
へ
と
東
京
上
空
に
侵
入
し
、
焼
夷
弾
の
雨
を

降
ら
せ
、
津
島
邸
に
も
火
が
つ
い
た
。

「
私
は
津
島
夫
人
と
女
中
さ
ん
を
連
れ
て
逃
げ
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
途
中
で
、
突
然
夫
人
が
�
仏
壇
に
観
音
様
を
忘
れ
た
の

で
、
お
迎
え
し
て
来
て
ほ
し
い
�
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
私
は
す
ぐ
と
っ
て
返
し
、
火
災
の
中
で
観
音
様
を
救
い
出
し
た

も
の
の
、
夫
人
た
ち
の
一
行
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ず
っ
し
り
と
重
い
金
属
の
像
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
抱
き
か
か
え
な
が
ら

四
谷
駅
へ
向
う
途
中
、
一
、
二
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
焼
夷
弾
を
包
む
大
き
い
鉄
の
輪
が
落
ち
た
。
直
撃
を
免
れ
た
も

の
の
、
身
の
危
険
を
感
じ
た
私
は
、
駅
長
室
に
観
音
様
を
安
置
し
て
単
身
逃
げ
、
市
ケ
谷
駅
近
く
の
ト
ン
ネ
ル
で
一
夜
を
明
か

し
た
。
翌
朝
、
観
音
様
を
迎
え
た
私
は
、
や
っ
と
下
二
番
町
の
詰
所
で
、
津
島
一
家
と
無
事
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
津
島

邸
の
あ
っ
た
場
所
に
も
行
っ
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
津
島
邸
は
全
焼
し
て
跡
形
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
私
は
、
牛
込
の
自
宅
に
帰
っ
た
が
、
こ
こ
も
家
内
の
さ
と
も
ろ
と
も
全
焼
し
て
い
た
。
ピ
ア
ノ
線
が
飴
の
よ
う
に

横
た
わ
っ
て
、
霧
雨
が
し
と
し
と
降
っ
て
い
た
。
私
は
世
田
谷
の
烏
山
の
借
家
に
移
り
、
そ
こ
か
ら
同
じ
く
世
田
谷
の
桜
上
水

に
疎
開
し
て
い
た
主
計
局
に
通
い
な
が
ら
、
終
戦
を
迎
え
た
」。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
の
日
に
は
、
多
く
の
日
本
人
が
陛
下
の
玉
音
放
送
を
聞
い
て
涙
を
流
し
た
が
、「
私
に
は
ど

う
し
た
も
の
か
、
こ
れ
と
い
う
感
動
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
遂
に
来
る
べ
き
も
の
が
来
た
と
い
う
安
堵
感
に
浸
っ
て
い
た
」。
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終
戦
と
と
も
に
鈴
木
内
閣
は
総
辞
職
し
、
八
月
十
七
日
に
東
久
邇
宮
稔
彦
内
閣
が
成
立
し
た
。
津
島
は
こ
の
東
久
邇
内
閣
に

再
び
蔵
相
と
し
て
入
閣
し
、
大
平
も
ま
た
再
び
、
後
輩
の
宮
沢
喜
一
と
と
も
に
そ
の
秘
書
官
と
な
っ
た
。

こ
の
皇
族
内
閣
の
使
命
は
、
大
き
く
言
っ
て
三
つ
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
敗
戦
の
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
社
会
が
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
混
乱
に
陥
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
天
皇
の
�
終
戦
の
聖
断
�
を
仰
ぎ
、
こ
れ
を
軍
な
ら
び
に
一
般
国

民
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
若
干
の
暴
発
は
あ
っ
た
が
、
皇
族
、
軍
首
脳
部
の
協
力
を
得
て
こ
れ
に
成
功
し
た
。

第
二
は
、
日
本
の
国
が
は
じ
め
て
む
か
え
る
占
領
軍
を
無
用
の
摩
擦
や
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
諸
措
置

を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
降
伏
文
書
へ
の
調
印
を
は
じ
め
、
ほ
ぼ
そ
の
軌
道
を
敷
く
こ
と
が
で
き
た
。
第
三
は
、
降
伏
条
件
で
あ

る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
実
行
で
あ
っ
た
が
、
日
本
社
会
を
ど
う
改
革
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
占
領
軍
当
局
と
の
考
え
方
の
ず
れ
は

あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
前
途
は
多
難
を
予
想
さ
せ
た
。
十
月
四
日
、
占
領
軍
当
局
が
「
政
治
的
、
民
事
的
、
宗
教
的
自
由
に
対

す
る
制
限
撤
廃
の
覚
書
」
を
つ
き
つ
け
、
政
治
犯
の
釈
放
、
思
想
警
察
の
全
廃
等
を
要
求
す
る
に
及
ん
で
、
東
久
邇
内
閣
は
こ

れ
を
実
施
で
き
ず
と
し
て
総
辞
職
し
た
。
わ
ず
か
五
十
一
日
間
の
短
命
内
閣
で
あ
る
。

津
島
蔵
相
が
就
任
に
あ
た
っ
て
最
も
心
配
し
た
の
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
財
界
、
金
融
界
が
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
よ
う
な

混
乱
に
陥
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
具
体
的
に
、
言
う
と
、
預
金
取
付
け
な
ど
が
お
こ
っ
て
銀
行
の
休

業
閉
鎖
等
に
発
展
し
、
経
済
取
引
が
麻
痺
す
る
と
い
っ
た
重
大
事
態
に
陥
り
は
し
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
防
ぐ

の
が
東
久
邇
内
閣
の
蔵
相
と
し
て
の
第
一
の
使
命
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
津
島
は
、
関
東
大
震
災
の
際
、
銀
行
の
預
金
支
払
制
限
、

債
務
の
支
払
猶
予
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）
な
ど
の
非
常
措
置
を
講
じ
た
り
、
昭
和
二
年
の
金
融
恐
慌
時
に
取
付
け
騒
ぎ
で
銀
行
が

休
業
し
、
財
界
が
混
乱
し
た
と
い
う
苦
い
体
験
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
な
ん
と
し
て
も
そ
う
い
う
事
態
を
招
い
て
は
な
ら
な
い

と
考
え
、
就
任
第
一
日
目
に
�
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
行
わ
な
い
�
と
声
明
し
た
。
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次
に
津
島
蔵
相
が
気
に
し
て
い
た
の
は
、
進
駐
軍
の
軍
票
使
用
問
題
で
あ
る
。
も
し
米
軍
が
日
本
で
軍
票
を
使
い
は
じ
め
れ

ば
、
敗
戦
に
よ
り
下
落
化
し
た
日
本
通
貨
は
そ
の
信
用
が
ガ
タ
落
ち
と
な
り
、
ま
た
二
種
類
の
通
貨
の
流
通
に
よ
っ
て
、
敗
戦

後
の
経
済
は
混
乱
の
極
に
達
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
占
領

軍
が
軍
票
を
使
用
し
そ
う
な
気
配
が
明
ら
か
に
な
り
、
政
府
は
重
光
外
相
を
通
じ
て
、
ま
だ
マ
ニ
ラ
に
い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元

帥
に
日
銀
券
の
使
用
を
要
請
し
た
が
回
答
は
な
か
っ
た
。

津
島
自
身
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
…
…
進
駐
軍
の
先
遣
隊
は
八
月
二
十
八
日
に
、
ま
た
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
総
司
令
官
以
下
は
三
十
日
に
、
厚
木
へ
進
駐
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
、
渋
沢
日
銀
総
裁
と
相
談
し
、
差
当
り
日
銀
券
十
億
円
を
限
度
と
し
て
日
銀
の
仮
勘
定
で
払

い
出
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
進
駐
軍
に
渡
し
て
、
進
駐
軍
の
使
用
に
供
し
よ
う
と
い
う
非
常
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
ず
、
こ
の
現
金
の
一
部
を
厚
木
飛
行
場
へ
（
そ
の
他
横
須
賀
、
鹿
児
島
の
鹿
屋
へ
も
）、
ト
ラ
ッ
ク
で
運
び
、

こ
れ
を
米
軍
側
へ
手
渡
す
手
配
を
し
た
」。

政
府
は
厚
木
に
、
有
末
精
三
中
将
を
長
と
す
る
厚
木
連
絡
委
員
会
を
つ
く
っ
て
占
領
軍
を
む
か
え
る
用
意
を
し
て
い
た
が
、

米
軍
の
占
領
の
第
一
目
標
は
横
須
賀
軍
港
で
あ
り
、
部
隊
は
厚
木
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
横
須
賀
に
近
い
横
浜
へ
む
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
津
島
蔵
相
の
用
意
し
た
日
銀
券
は
、
こ
れ
を
米
軍
に
渡
す
機
会
が
な
か
っ
た
。

日
本
全
土
に
米
軍
が
は
じ
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
の
二
十
八
日
は
、
大
平
個
人
に
と
っ
て
は
深
い
悲
し
み
の
日
で
あ
っ
た
。

病
床
に
あ
っ
た
母
サ
ク
が
郷
里
で
他
界
し
た
の
で
あ
る
。
享
年
七
十
二
。
だ
が
、
終
戦
処
理
に
寧
日
な
く
働
い
て
い
た
大
蔵
大

臣
の
秘
書
官
と
い
う
立
場
は
彼
に
郷
里
に
帰
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
岳
父
の
鈴
木
三
樹
之
助
が
か
わ
っ
て
葬
儀
に
出
む
い
た
。

軍
票
問
題
は
横
浜
の
総
司
令
部
と
の
交
渉
事
と
な
り
、
久
保
外
資
局
長
は
自
ら
横
浜
へ
出
張
し
て
、
軍
票
使
用
阻
止
の
工
作

を
は
じ
め
た
。
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太
平
は
、
こ
の
秘
書
官
時
代
に
『
東
久
邇
宮
内
閣
大
蔵
大
臣
日
誌
』
と
題
す
る
日
記
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
降
伏
文

書
調
印
の
日
の
記
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
九
月
二
日
（
日
）

七
時
　
首
相
官
邸

本
日
横
浜
沖
ミ
ズ
リ
ー
号
上
ニ
テ
重
光
全
権
、
梅
津
全
権
ト
聯
合
国
側
ト
ノ
間
ニ
停
戦
協
定
調
印
サ
ル
。

午
前
五
時
全
権
一
行
ヲ
送
リ
タ
ル
早
朝
ノ
官
邸
、
粛
ト
シ
テ
声
ナ
シ
」。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
日
の
夕
方
、
総
司
令
部
か
ら
翌
三
日
付
で
発
表
予
定
の
布
告
案
文
が
日
本
政
府
に
手
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
は

三
号
か
ら
成
っ
て
お
り
、
第
一
号
は
軍
政
を
行
う
旨
の
も
の
、
第
二
号
は
治
安
維
持
、
命
令
違
反
に
対
す
る
処
罰
に
関
す
る
も

の
、
第
三
号
は
軍
票
の
使
用
を
行
う
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
て
驚
い
た
重
光
外
相
は
、
翌
三
日
、
横
浜
の
総
司
令

部
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
訪
ね
、
軍
政
反
対
の
意
見
を
述
べ
て
そ
の
中
止
を
要
請
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
外
相
の
主
張
を
容
れ
、

軍
政
施
行
は
中
止
さ
れ
た
。

重
光
外
相
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ヘ
の
直
訴
に
よ
っ
て
、
軍
政
へ
の
移
行
、
軍
票
使
用
は
一
応
阻
止
さ
れ
た
も
の
の
、
総
司
令
部

は
軍
票
に
つ
い
て
は
、
形
式
上
、
い
つ
で
も
発
行
す
る
と
い
う
方
針
を
貫
い
て
い
た
。
し
か
し
、
折
衝
の
結
果
、
占
領
軍
が
日

銀
券
を
使
用
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
九
月
七
日
に
は
、
�
占
領
軍
が
日
本
に
駐
留
す
る
た
め
必
要
と
す
る
資
金
�
と

し
て
一
億
円
が
提
供
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
軍
票
使
用
阻
止
工
作
は
事
実
上
成
功
し
、
日
本
は
占
領
に
よ
る
通
貨
の
混
乱

を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
占
領
軍
は
大
蔵
省
庁
舎
の
接
収
を
申
し
入
れ
て
き
た
。

「
九
月
十
日
、
曇
、
間
々
霖
雨
ア
リ
…
…
七
時
二
十
分
、
終
戦
中
央
事
務
局
成
田
第
一
部
長
来
訪
、
連
合
国
総
司
令
部
ニ
於

テ
�
大
蔵
省
庁
舎
ヲ
明
渡
ス
ベ
シ
�
ト
ノ
要
求
ヲ
齎
ス
、
一
同
愕
然
タ
リ
、
種
々
打
合
ノ
上
、
善
処
ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ
…
…
」。

だ
が
、
結
局
、
翌
十
一
日
に
は
、
十
五
日
正
午
ま
で
に
大
蔵
省
庁
舎
を
占
領
軍
に
引
き
渡
す
こ
と
が
正
式
に
決
定
さ
れ
、
津
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島
蔵
相
は
狸
穴
の
満
鉄
総
裁
の
官
舎
に
う
つ
り
、
各
部
局
は
、
日
本
勧
業
銀
行
、
内
務
省
、
東
拓
ビ
ル
、
東
京
証
券
取
引
所
、

四
谷
小
学
校
な
ど
へ
分
散
し
た
。
全
部
局
が
霞
が
関
の
古
巣
へ
戻
っ
た
の
は
、
十
年
後
の
昭
和
三
十
一
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

「
九
月
十
四
日
（
金
）
曇
、
十
時
、
閣
議
、
一
時
、
登
庁
、
霞
ケ
関
最
後
、
局
長
会
議
開
催
、
引
渡
直
前
、
大
臣
室
頗
ル
閑

散
。
庁
舎
引
渡
シ
準
備
ニ
各
局
大
童
。
車
馬
輻
輳
…
…
」。

九
月
二
十
三
日
に
、
津
島
蔵
相
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
を
訪
問
し
た
。
大
平
の
書
い
た
も
の
か
ら
、
こ
の
時
の
模
様
を
要
約

す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

津
島
蔵
相
は
、
か
ね
て
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
を
通
じ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
会
見
の
申
入
れ
を
し
て
い
た
が
、
間
も
な

く
、
総
司
令
部
か
ら
九
月
二
十
三
日
に
会
う
と
い
う
返
事
が
き
た
。
こ
れ
を
大
平
秘
書
官
が
津
島
蔵
相
に
伝
え
る
と
、
蔵
相
は
、

「
そ
れ
は
お
か
し
い
、
た
し
か
に
お
か
し
い
」
と
独
り
言
を
言
っ
た
。

「
ど
う
し
て
お
か
し
い
の
で
す
か
」。

「
そ
の
日
は
、
秋
季
皇
霊
祭
で
日
本
の
大
切
な
祭
日
で
あ
る
。
日
曜
、
祭
日
に
、
仕
事
の
件
で
面
会
の
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト

を
と
る
こ
と
は
、
失
礼
千
万
で
あ
る
。
敗
戦
国
と
は
い
え
、
私
は
、
天
皇
か
ら
親
任
さ
れ
た
国
務
大
臣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
措
置
は
日
本
国
に
対
す
る
非
礼
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
こ
の
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
は
断
る
こ
と
に
し
よ
う
」。

大
平
は
驚
い
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
言
え
ば
、
当
時
は
天
皇
の
上
に
位
置
す
る
人
で
あ
る
。
折
角
の
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
を

日
本
の
蔵
相
が
断
っ
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

大
平
は
津
島
蔵
相
を
説
得
し
た
。

「
ご
説
は
ご
も
っ
と
も
で
あ
り
ま
す
が
、
日
米
間
に
は
ま
だ
講
和
が
成
り
立
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
戦
争
状
態
で
あ
り

ま
す
。
い
わ
ば
野
戦
の
幕
営
で
会
い
ま
し
ょ
う
と
言
う
の
で
す
か
ら
。
こ
の
際
は
、
そ
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
守
ら
な
く
と
も
、
と

が
め
る
筋
合
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
お
受
け
さ
れ
る
の
が
至
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

津
島
蔵
相
は
不
承
不
承
、
大
平
秘
書
官
の
進
言
を
容
れ
て
、
宮
中
に
お
け
る
秋
季
皇
霊
祭
の
祭
儀
を
終
え
た
あ
と
、
午
前
十
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一
時
に
第
一
相
互
ビ
ル
七
階
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
官
の
部
屋
を
訪
れ
た
。
す
る
と
、
待
ち
か
ま
え
て
い
た
バ
ン
カ
ー
副
官
は
、

「
実
は
元
帥
は
き
の
う
の
午
前
十
一
時
に
貴
大
臣
の
来
訪
を
お
待
ち
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
お
見
え
に
な
ら
な
い
の
で
残
念

で
し
た
。
い
ま
幕
僚
会
議
中
で
す
が
、
す
ぐ
お
目
に
か
か
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
う
。

津
島
蔵
相
の
顔
は
見
る
見
る
う
ち
に
明
る
く
な
り
、
連
絡
の
不
備
に
よ
る
非
礼
を
詫
び
、
元
帥
の
部
屋
に
導
き
入
れ
ら
れ
、

元
帥
と
蔵
相
の
通
訳
ぬ
き
の
小
一
時
間
に
わ
た
る
会
談
が
行
わ
れ
た
。
話
題
の
中
心
は
、
当
時
困
窮
の
極
に
あ
っ
た
食
糧
問
題

の
打
開
策
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

九
月
三
十
日
、
津
島
大
臣
は
日
曜
に
も
か
か
わ
ら
ず
登
庁
し
、
朝
か
ら
会
議
が
二
つ
行
わ
れ
た
。
四
時
、
一
旦
帰
邸
し
て
い

る
が
、「
六
時
再
び
官
邸
ニ
登
庁
、
植
民
地
、
外
国
等
ノ
銀
行
・
開
発
会
社
及
特
別
戦
時
機
関
ノ
閉
鎖
命
令
ニ
対
ス
ル
協
議
ノ
続

行
、
十
月
一
日
翌
朝
五
時
ニ
及
ブ
、
五
時
二
十
分
帰
邸
」
と
あ
る
。

こ
の
日
の
模
様
が
ど
う
だ
っ
た
か
、
大
平
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
官
は
、
日
本
政
府
に
覚
書
を
交
付
し
て
、
朝
鮮
銀
行
と
台
湾
銀
行
と
の
閉
鎖
を
命
令
し
て
き
た
。
こ

の
覚
書
を
受
取
っ
た
大
蔵
省
は
異
常
な
衝
撃
を
受
け
て
当
惑
し
た
。
早
速
省
議
を
開
い
て
善
後
策
を
協
議
し
た
。
そ
の
席
上
大

臣
は
、
当
時
の
金
融
局
長
に
対
し
て
、
極
め
て
不
機
嫌
に
か
つ
語
気
荒
く
次
の
様
に
い
わ
れ
た
。

�
一
体
君
は
こ
の
覚
書
を
、
は
い
、
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
、
と
い
っ
て
受
取
っ
て
き
た
の
か
。
君
も
承
知
し
て
い
る
通
り
銀
行

に
は
数
多
く
の
預
金
者
が
あ
る
。
そ
の
預
金
者
の
中
に
は
寡
婦
も
お
れ
ば
孤
児
も
い
る
。
そ
の
人
達
は
預
金
の
引
出
し
を
禁
止

さ
れ
て
、
明
日
か
ら
の
暮
し
を
ど
う
立
て
た
ら
よ
い
か
と
い
う
の
で
今
頃
は
碌
々
眠
れ
な
い
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
も

し
私
が
君
で
あ
れ
ば
、
そ
の
覚
書
を
交
付
さ
れ
た
時
、
直
ち
に
司
令
部
の
係
官
に
対
し
て
、
こ
の
預
金
の
始
末
を
何
時
ま
で
に

ど
う
つ
け
る
か
を
念
を
押
し
て
か
ら
で
な
い
と
、
こ
れ
を
受
取
る
わ
け
に
は
ま
い
ら
ぬ
と
い
っ
て
頑
張
る
よ
。
少
し
は
寄
辺
の

な
い
預
金
者
の
こ
と
を
考
え
た
ら
ど
う
だ
ね
�
と
。
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こ
の
言
葉
に
は
誰
か
ら
も
一
言
半
句
の
弁
解
も
抗
議
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
夜
は
そ
の
善
後
対
策
の
た
め
省
議
が
徹
宵

続
け
ら
れ
た
。
夜
が
深
々
と
更
け
わ
た
る
二
時
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
局
長
一
同
に
は
疲
労
の
色
が
歴
然
と
見
え
か
け
た
。
た

ま
り
か
ね
た
私
が
傍
か
ら
大
臣
に
向
っ
て
、
�
大
臣
、
こ
の
作
業
は
明
朝
更
に
続
け
る
こ
と
に
し
て
、
今
晩
は
こ
の
辺
で
打
切
ら

れ
て
は
如
何
か
と
思
い
ま
す
。
次
官
や
局
長
の
中
に
は
大
臣
の
よ
う
に
健
康
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
方
も
居
ら
れ
る
し
、
ま
た
家

庭
に
お
い
て
も
多
数
の
子
供
さ
ん
を
抱
え
て
い
る
人
も
多
い
（
津
島
さ
ん
に
は
子
供
が
い
な
い
）
の
で
あ
る
か
ら
、
差
出
が
ま

し
い
が
こ
の
辺
で
省
議
を
中
断
し
て
明
朝
再
開
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
�
と
進
言
し
た
。

と
こ
ろ
が
大
臣
の
顔
は
み
る
み
る
紅
潮
を
お
び
て
き
て
�
こ
の
国
家
非
常
の
時
に
、
そ
の
よ
う
な
心
懸
け
で
ど
う
す
る
の
だ
。

さ
っ
き
か
ら
見
て
い
る
と
隣
の
席
の
者
と
時
計
を
見
合
せ
た
り
し
て
い
る
不
心
得
者
が
い
る
。
そ
ん
な
に
細
君
が
恋
し
い
か
ね
。

も
し
腹
が
す
い
た
と
い
う
の
な
ら
こ
の
津
島
が
握
り
飯
ぐ
ら
い
食
わ
せ
て
や
る
。
大
体
君
（
小
生
を
指
す
）
も
そ
ん
な
に
細
君

の
顔
が
み
た
い
の
か
い
�
と
逆
襲
さ
れ
る
始
末
で
手
の
つ
け
様
が
な
い
。
そ
こ
で
漸
く
山
際
（
正
道
）
次
官
と
愛
知
（
揆
一
）

文
書
課
長
の
二
人
が
明
朝
八
時
ま
で
に
対
策
の
一
切
を
二
人
で
ね
っ
た
上
、
大
臣
の
お
屋
敷
に
参
上
す
る
と
い
う
こ
と
で
け
り

が
つ
き
、
省
議
は
朝
三
時
頃
散
会
と
な
っ
た
。

翌
朝
山
際
次
官
と
愛
知
文
書
課
長
は
約
束
の
八
時
に
ち
ゃ
ん
と
長
文
の
司
令
部
に
対
す
る
嘆
願
書
（
英
文
）
と
善
後
措
置
要

綱
を
携
え
ら
れ
て
碑
文
谷
の
石
川
邸
（
津
島
の
寄
寓
先
）
の
門
を
叩
か
れ
た
。
そ
れ
か
ら
本
件
の
交
渉
が
軌
道
に
乗
っ
た
の
で

あ
る
」。

大
平
は
、
こ
の
夜
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
大
体
役
人
と
い
う
の
は
お
し
な
べ
て
事
勿
れ
主
義
で
あ
り
、
一
つ
の
目
的
を
追
い
求

め
て
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
な
ど
と
い
う
熱
情
に
は
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。
国
民
の
利
害
休
戚
と
い
う
こ
と
に
鈍
感
に
な
り
が

ち
な
も
の
で
あ
る
。
役
所
仕
事
自
体
に
そ
う
い
う
性
質
が
ま
と
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
積
弊
を
津
島
蔵
相
は
こ
う
い

う
や
り
口
で
矯
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
疲
労
と
睡
気
で
床
急
ぎ
を
し
て
い
た
私
は
、
横
面
を
大
き
く
た
た
か
れ
た
よ
う
な
緊
張

味
を
感
得
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
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十
月
五
日
、
東
久
邇
内
閣
は
総
辞
職
し
、
幣
原
喜
重
郎
内
閣
に
政
権
を
ゆ
ず
っ
た
。

す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
大
平
は
、
戦
争
末
期
に
空
襲
で
家
を
焼
か
れ
、
世
田
谷
区
烏
山
の
仮
住
い
で
終
戦
を
む
か
え
た
が
、

終
戦
後
比
較
的
早
く
、
疎
開
し
て
い
た
家
族
と
一
緒
に
住
ま
う
こ
と
が
で
き
た
。
九
月
下
旬
、
岳
父
の
鈴
木
三
樹
之
助
が
駒
込

林
町
に
家
を
手
に
入
れ
、
そ
こ
へ
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
家
の
も
と
も
と
の
持
主
は
、
荻
生
徂
徠
の
末
裔
、
大
給
子
爵
で
あ
り
、
敷
地
は
千
二
百
坪
、
庭
に
は
、
樹
齢
五
百
年
に

及
ぶ
銀
杏
の
樹
が
あ
っ
た
。
床
の
間
や
畳
廊
下
が
つ
い
た
十
五
畳
、
十
二
畳
な
ど
の
大
き
な
部
屋
が
あ
る
大
名
屋
敷
だ
っ
た
。

焼
野
原
の
東
京
に
は
、
疎
開
地
や
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
て
も
、
住
む
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
大
き

な
家
に
は
、
鈴
木
家
や
大
平
家
の
関
係
者
が
何
組
も
同
居
す
る
こ
と
と
な
る
。
最
も
多
い
と
き
に
は
、
鈴
木
三
樹
之
助
夫
妻
、

大
平
一
家
、
そ
の
他
七
世
帯
が
在
住
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
伊
東
正
義
一
家
も
い
た
。
伊
東
は
以
後
二
年
間
、
こ
こ
に
起
居
し
、

そ
の
後
生
涯
に
わ
た
る
大
平
の
友
人
と
な
っ
た
。

な
お
、
二
十
一
年
九
月
九
日
、
三
男
の
明
が
出
生
し
た
の
も
こ
の
家
に
お
い
て
で
あ
る
。
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