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皇
室
存
続
の
最
大
の
危
機
で
あ
っ
た

大
東
亜
戦
争
の
終
戦
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
め

ぐ
っ
て
国
体
護
持
が
で
き
る
か
否
か
の

大
議
論
が
あ
り
、
昭
和
天
皇
の
ご
聖

断
が
下
さ
れ
る
。
そ
の
八
月
十
四
日
の

夜
遅
く
、
御
前
会
議
で
対
立
し
た
阿あ

南な
み

陸
相
が
鈴
木
首
相
に
今
生
の
暇い
と
ま

乞ご

ひ
の
思
ひ
を
胸
に
秘
め
つ
つ
、
挨
拶
に

訪
れ
る
。
そ
の
時
、
首
相
は
「
阿
南

さ
ん
、
皇
室
は
必
ず
ご
安
泰
で
す
よ
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
今
上
陛
下
は
、
春

と
秋
の
ご
先
祖
の
お
祭
り
を
必
ず
ご
自

身
で
熱
心
に
お
つ
と
め
に
な
っ
て
ゐ
ら
れ

ま
す
か
ら
」
と
言
ひ
、
陸
相
も
「
私

も
さ
う
信
じ
ま
す
」
と
応
へ
た
と
い
ふ

（
迫
水
久
常
著
『
機
関
銃
下
の
首
相
官
邸
』）。

令
和
の
今
上
陛
下
も
祭
祀
を
熱
心

に
お
勤
め
に
な
っ
て
ゐ
る
。
お
祭
り
を

通
し
て
、
か
つ
て
の
国
民
を
慈
し
み
た

ま
う
た
ご
祖
先
に
お
心
を
通
は
せ
て

ゐ
ら
れ
る
こ
と
と
拝
さ
れ
る
。
そ
こ

に
ご
祖
先
の
神
々
の
ご
加
護
が
あ
る
と
、

終
戦
時
の
大
臣
た
ち
は
信
じ
た
の
で

あ
ら
う
。

天
皇
と
国
民
の
関
係
は
現
在
の
断
面

だ
け
で
は
と
ら
へ
き
れ
な
い
。
国
民
も

ま
た
か
つ
て
の
天
皇
を
仰
い
だ
懐
か
し

い
先
人
の
心
を
追
慕
し
た
い
も
の
で
あ

る
。
鳴
雪
の
一
句
に
込
め
ら
れ
た
思
ひ

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。「
一
系
の
天
子
」

の
永
遠
は
「
一
系
の
天
子
を
戴
く
日
本

国
民
」
の
永
遠
と
表
裏
す
る
。

日
」「
一
系
」「
天
子
」
と
い
ふ
一
連

の
漢
語
の
リ
ズ
ム
を
一
句
の
中
に
活
か

し
た
と
こ
ろ
に
も
、
明
治
の
時
代
の
息

吹
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
一
句
に
は
、
悠
久
の
歴
史
を
貫

く
、
気
高
い
日
本
の
国
の
姿
と
と
も
に
、

明
治
の
国
民
精
神
が
浮
び
上
が
っ
て
く

る
。
一
句
十
七
文
字
の
中
に
、
日
本

の
国
の
伝
統
が
生
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

現
在
、
こ
の
誇
る
べ
き
「
一
系
の
天

子
」
の
永
久
性
の
確
保
が
皇
位
の
安

定
的
継
承
と
し
て
課
題
に
な
っ
て
ゐ
る
。

ま
た
、
昨
年
の
真
子
様
の
ご
結
婚
に
際

し
て
は
、
各
種
報
道
か
ら
様
々
な
問
題

が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
点
で
、
評

論
家
の
江
崎
道
朗
氏
は
明
治
時
代
に

作
ら
れ
た
皇
室
を
支
へ
る
仕
組
み
（
皇

室
の
藩
屏
、
宮
内
省
、
皇
室
財
産
、
天
皇
に
よ

る
皇
族
の
監
督
な
ど
）
を
紹
介
さ
れ
、
そ

れ
ら
が
占
領
中
に
こ
と
ご
と
く
解
体

さ
れ
て
戦
後
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ

て
き
た
問
題
を
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
（
月

刊
『
正
論
』
令
和
四
年
一
月
号
「
皇
室
支
え

る
仕
組
み
の
再
建
を
」）。
安
定
的
皇
位
継

承
の
た
め
に
、
有
識
者
会
議
案
に
示
さ

れ
た
旧
宮
家
の
皇
籍
復
帰
の
実
現
を

急
ぐ
と
と
も
に
、
皇
室
を
支
へ
る
仕
組

み
作
り
を
進
め
る
べ
き
時
期
で
あ
る
。

今
は
い
は
ば
富
士
山
に
少
し
雲
が
か

か
っ
た
様
子
だ
が
、
そ
の
雲
の
向
う
に

美
し
い
富
士
が
聳
え
立
っ
て
ゐ
る
や
う

に
、
天
皇
が
厳
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
を
忘
れ
ま
い
。

た
（「
天て
ん

壌じ
よ
う

無む

窮き
ゆ
う

の
神し
ん

勅ち
よ
く

」）。
そ
れ
以
来

そ
の
神
勅
の
通
り
、
天
皇
は
万
世
一

系
（
父
系
）
で
現
在
に
至
っ
て
ゐ
る
。
こ

れ
が
「
一
系
の
天
子
」
で
あ
る
。

一
方
、「
富
士
の
山
」
は
、
神
勅
の

「
天
壌
（
天
地
）」
に
あ
た
る
存
在
だ
。

万
葉
の
歌
人
、
山
部
赤
人
は
「
天
地

の
分
か
れ
し
時
ゆ	

神か
む

さ
び
て
高
く
貴

き	

駿す
る

河が

な
る
不ふ

尽じ

の
高た

か

嶺ね

を
…
」
と

神
話
を
回
顧
し
て
富
士
の
神
山
を
望

ん
だ
長
歌
を
残
し
た
。

神
話
的
に
い
へ
ば
、
天
地
開か
い

闢び
や
く

以

来
、
我
が
国
に
は
「
一
系
の
天
子
」
と

「
富
士
の
山
」
が
あ
る
。
い
づ
れ
も
至

高
に
し
て
永
久
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ

を
現う
つ
つ

に
仰
ぐ
感
動
を
万
葉
の
歌
人
も

明
治
の
俳
人
も
共
に
う
た
っ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
鳴
雪
の
一
句
に
は
明
治

の
空
気
が
漂
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
。「
元

日
や
」
に
は
昇
る
朝
日
と
と
も
に
、
明

治
時
代
の
正
月
元
日
の
街
並
み
を
飾
っ

た
で
あ
ら
う
日
章
旗
の
姿
も
投
影
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
元

東
京
に
住
ん
で
ゐ
る
と
、
冬
晴
れ
の

朝
は
、
西
の
空
遠
く
に
真
白
な
富
士

山
の
姿
を
仰
ぐ
幸
に
恵
ま
れ
る
。

元
日
や
一
系
の
天
子
富
士
の
山

は
、
明
治
時
代
の
俳
人
、
内
藤
鳴め
い

雪せ
つ

の
有
名
な
一
句
だ
が
、
こ
の
句
も
ま
た

元
日
の
空
に
富
士
山
を
望
ん
で
生
れ
た

句
で
あ
ら
う
。
こ
の
句
を
読
む
と
、
晴

れ
や
か
で
ま
た
誇
ら
か
な
心
が
わ
き
、

背
筋
が
伸
び
る
や
う
な
思
ひ
が
す
る
。

「
元
日
や
」
―
新
た
な
年
が
明
け

て
万
物
が
改
ま
る
日
、
空
は
澄
み
わ

た
っ
て
、
初
日
の
光
が
照
り
輝
い
て
ゐ

る
。
そ
の
光
は
、
太
陽
の
神
、
天
照

大
御
神
の
み
光
で
あ
っ
て
、
そ
の
神
は

い
ふ
ま
で
も
な
く
皇
室
の
ご
祖
先
神
で

あ
る
。
日
本
書
紀
の
神
話
で
は
、
高

天
原
か
ら
皇
孫
瓊に
に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
が
地
上
に

降
臨
さ
れ
る
時
に
、
天
照
大
御
神
は

「
宝
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
祚
の
隆さ
か

え
ま
さ
ん
こ
と
、
ま
さ
に

天あ
め

壌つ
ち

と
窮
き
は
ま
り

無
か
る
べ
し
」（
皇
位
の
栄
え

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
天
地
と
同
じ
く
永
久
に

続
き
窮き
は

ま
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ら
う
）
と
仰
っ

  「
一
系
の
天
子
富
士
の
山
」

　

   —

皇
室
を
巡
る
議
論
の
中
で
お
も
ふ—
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