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北
朝
鮮
が
軽
視
し
て
い
る
「
重
大
事
件
」
本
紙
編
集
部

　
ア
メ
リ
カ
世
論
が
激
怒
す
る
爆
弾
の
導
火
線
へ
自
ら

点
火
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
ど
う
や
ら
北
朝
鮮
は
気

づ
い
て
い
な
い
よ
う
だ
。
仮
に
気
づ
い
て
い
た
と
し
て

も
、
か
な
り
軽
視
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
そ
の
爆
弾
と
い
う
の
は
、
二
〇
一
六
年
に
ツ
ア
ー

で
北
朝
鮮
に
渡
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
大
学
生
オ
ッ
ト
ー
・

ワ
ー
ム
ビ
ア
君
（
当
時
二
二
）
が
、
結
果
的
に
北
朝
鮮

当
局
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　
彼
は
平
壌
の
ホ
テ
ル
で
、
雨
に
濡
れ
た
自
分
の
革

靴
を
直
接
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
置
く
の
は
気
が
引
け
る
と

思
い
、
購
入
し
た
労
働
新
聞
に
包
ん
で
置

い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
翌
朝
、
部
屋
に
い

き
な
り
乗
り
込
ん
で
き
た
公
安
取
締
官
に

よ
っ
て
「
不
敬
罪
」
で
現
行
犯
逮
捕
さ
れ

て
し
ま
う
。
革
靴
を
包
ん
で
い
た
労
働
新

聞
に
は
「
最
高
指
導
者
」
の
顔
写
真
が
掲

載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
取
り
調
べ
の
拷
問
に
よ
り
「
不
敬

罪
」
を
認
め
さ
せ
ら
れ
、
裁
判
に
よ
っ
て

十
五
年
の
労
働
教
化
刑
を
言
い
渡
さ
れ

た
。
こ
の
刑
は
強
制
労
働
に
よ
っ
て
思
想

を
北
朝
鮮
主
体
思
想
に
変
更
す
る
も
の

だ
。
そ
の
過
程
で
彼
は
虐
待
を
受
け
て
い

た
よ
う
で
意
識
不
明
の
植
物
人
間
に
な
り
、
ア
メ
リ

カ
国
務
省
は
人
道
的
配
慮
を
北
朝
鮮
に
申
し
入
れ
て

彼
を
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
さ
せ
た
。
北
朝
鮮
と
し
て
は
、

不
敬
罪
の
罪
人
を
刑
罰
の
執
行
途
中
に
釈
放
す
る
特

別
配
慮
を
し
た
と
自
慢
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
た
彼
が
精
密
検
査
を
受
け
た

と
こ
ろ
、
首
や
顔
面
を
強
く
圧
迫
さ
れ
続
け
て
い
た

こ
と
に
よ
る
脳
血
流
不
全
に
よ
っ
て
脳
死
状
態
に

陥
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
原
因
と
な
り
、
彼
は
意
識
を

取
り
戻
す
こ
と
な
く
死
去
し
た
。

　
ホ
テ
ル
の
部
屋
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
汚
し
て
は
な
ら

な
い
と
濡
れ
た
革
靴
を
新
聞
紙
に
包
ん
だ
こ
と
が
問

題
で
は
な
く
、
そ
の
新
聞
に
「
最
高
指
導
者
」
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
か
ら
問
題
だ
と
す
る
北
朝
鮮

の
当
局
に
対
し
て
、「
そ
れ
な
ら
古
新
聞
は
ど
う
し
て

い
る
の
か
？
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
世
論
の
質
問
に
は

一
切
の
回
答
は
無
い
。

　
ア
メ
リ
カ
世
論
、
つ
ま
り
国
民
感
情
は
オ
ッ
ト
ー
・

ワ
ー
ム
ビ
ア
君
の
事
件
を
忘
れ
て
は
い
な

い
し
、
マ
ス
コ
ミ
も
決
し
て
忘
れ
て
い
な

い
。
そ
の
後
の
「
ト
ラ
ン
プ
劇
場
」
に
振

り
回
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
、
彼
の
こ
と
を

忘
れ
た
訳
で
も
北
朝
鮮
を
許
し
た
訳
で
も

な
い
。
い
ず
れ
爆
発
し
て
ア
メ
リ
カ
国
民

が
激
怒
す
る
の
は
確
実
で
あ
り
、
そ
の
導

火
線
に
は
す
で
に
火
が
点
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
北
朝
鮮
当
局
も
「
ト
ラ
ン
プ
劇
場
」
に

振
り
回
さ
れ
て
、
彼
の
事
件
を
忘
れ
た
か

の
よ
う
に
軽
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
余

り
に
も
ア
メ
リ
カ
国
民
感
情
を
知
ら
な
す

ぎ
る
。
核
兵
器
や
大
陸
間
弾
道
弾
の
問
題
は
あ
く
ま

で
国
家
レ
ベ
ル
の
政
治
的
問
題
に
過
ぎ
ず
、
国
民
感

情
を
激
発
さ
せ
る
の
は
将
に
オ
ッ
ト
ー
・
ワ
ー
ム
ビ

ア
君
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
が

理
解
で
き
て
い
な
い
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
も
多
い
が
、

理
不
尽
な
死
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
国
民
性
を
分
析
す

れ
ば
、
必
ず
北
朝
鮮
に
鉄
槌
を
下
す
選
択
を
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
が
解
る
は
ず
だ
。

　
日
本
で
は
安
倍
政
権
が
ア
メ
リ
カ
政
府
と
歩
調
を

合
わ
せ
、北
朝
鮮
に
対
し
て
は「
核・ミ
サ
イ
ル・拉
致
」

を
セ
ッ
ト
に
し
て
強
硬
な
交
渉
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。「
一
ミ
リ
も
譲
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
菅

官
房
長
官
の
コ
メ
ン
ト
に
も
あ
る
よ
う
に
、
北
朝
鮮

と
個
別
課
題
を
解
決
に
向
け
て
話
し
合
う
な
ど
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
北
朝
鮮
は
、
半
島
の
問
題
は
我
々
（
南
北
の
政
府
）

だ
け
で
決
定
す
る
と
い
う
姿
勢
を
韓
国
の
文
在
寅
政

権
と
申
し
合
わ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
政
府
に

も
ア
メ
リ
カ
政
府
に
も
「
口
を
出
す
な
」
と
言
っ
て

い
る
に
等
し
い
。
韓
国
政
府
高
官
た
ち
は
、
日
本
に

も
ア
メ
リ
カ
に
も
気
を
遣
い
つ
つ
文
大
統
領
に
意
見

で
き
な
い
腰
抜
け
揃
い
な
の
で
、
優
柔
不
断
の
国
際

対
応
し
か
出
来
て
い
な
い
。

　
北
朝
鮮
と
し
て
は
、
韓
国
世
論
は
情
緒
的
で
瞬
間

北
朝
鮮
が
画
策
す
る
「
日
本
世
論
分
断
作
戦
」
と
は
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湯
沸
か
し
器
的
な
も
の
だ
が
、
日
本
世
論
は
韓
国
よ

り
も
洗
練
さ
れ
た
慎
重
な
判
断
で
動
く
と
見
て
お
り
、

在
日
朝
鮮
人
組
織
を
利
用
し
て
日
本
人
政
治
家
な
ど

の
影
響
力
を
持
つ
者
を
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
」
の
世

論
操
作
手
段
に
使
お
う
と
計
画
し
た
。オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
と
は
、
二
者
択
一
の
判
断
を
大
衆
に
迫
る
と
い
う

単
純
な
方
法
で
あ
り
、
第
三
の
道
な
ど
を
認
め
ず
に

提
示
し
た
二
者
択
一
だ
け
に
絞
っ
て
判
断
を
迫
る
も

の
を
言
う
。
こ
れ
は
世
論
操
作
の
基
本
的
な
手
段
で
、

情
報
機
関
が
マ
ス
コ
ミ
を
利
用
し
て
世
論
操
作
す
る

場
合
に
や
ら
せ
て
い
る
。

　
さ
て
、
北
朝
鮮
の
直
属
工
作
機
関
で
あ
る
朝
鮮
総

連
で
は
、「
反
米
」「
反
安
倍
」「
反
Ｙ
Ｐ
体
制
」
の
日

本
人
に
積
極
的
に
接
触
す
る
こ
と
で
、「
北
朝
鮮
に

行
っ
て
も
よ
い
」
と
い
う
個
人
や
団
体
を
選
別
し
て

い
る
。
可
能
な
限
り
影
響
力
の
強
い
右
派
や
保
守
派

の
人
物
を
選
び
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
自
説
を
主
張
す

る
こ
と
も
許
可
す
る
の
で
「
拉
致
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
訪
朝
し
て
下
さ
い
」
と
ス
カ
ウ
ト
し
て
い
る
。

こ
れ
に
乗
る
者
は
、
朝
鮮
総
連
が
手
配
し
て
訪
朝
さ

せ
る
が
、「
招
待
状
」
が
無
け
れ
ば
平
壌
に
入
れ
な
い

の
で
日
本
人
旅
行
者
た
ち
は
勝
手
な
行
動
は
最
初
か

ら
制
限
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
小
市
民
と
は
別
に
、
朝
鮮
総
連
か
ら
一

本
釣
り
さ
れ
た（
ス
ポ
ン
サ
ー
契
約
？
）日
本
人
政
治

家
が
「
ポ
ス
ト
安
倍
」
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
祭
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
で
大
義
名
分
が
出
来
る
と
喜
び
、
ま

ん
ま
と
朝
鮮
総
連
の
用
意
し
た
バ
ス
に
乗
っ
て
い
る
。

　
「
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
な
」
と
叫
ん
で
い
る
日
本
の

一
部
世
論
は
、
北
朝
鮮
の
建
国
が
そ
も
そ
も
日
本
人

特
務
機
関
の
協
力
で
成
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実

が
「
今
で
も
同
じ
価
値
観
で
語
ら
れ
て
い
る
」
と
誤

解
し
て
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
不
思
議
な
シ
ン
パ
シ
ー

を
感
じ
て
い
る
節
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
部
の
対
立

す
る
政
治
家
た
ち
を
「
日
米
韓
の
集
団
安
保
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル
」
を
選
ぶ
者
と
「
日
朝
直
接
対
話
に
よ
っ

て
米
韓
を
黙
ら
せ
る
」
こ
と
を
選
ぶ
者
と
に
分
断
し
、

そ
れ
を
マ
ス
コ
ミ
を
使
っ
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
で
世

論
操
作
す
る
カ
ラ
ク
リ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
四
月
の
金
日
成
記
念
日
を
狙
い
目
と
し
た

訪
朝
政
治
家
は
誰
な
の
か
？　
朝
鮮
総
連
の
許
宗
萬

議
長
と
密
会
を
繰
り
返
し
て
い
る
政
治
家
は
誰
な
の

か
？　
「
反
米
・
反
安
倍
・
反
Ｙ
Ｐ
体
制
」
で
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
す
る
お
人
好
し
右
翼
は
誰
な
の
か
？　
よ

く
見
て
お
い
て
欲
し
い
。

　
今
後
と
も
北
朝
鮮
の
画
策
す
る
「
半
島
統
一
」
は

進
ん
で
ゆ
く
だ
ろ
う
と
思
う
が
、結
婚
と
同
じ
で「
周

囲
の
祝
福
」
を
受
け
る
か
ど
う
か
は
爾
後
の
結
婚
生

活
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。「
愛
こ
そ
す
べ

て
」
と
周
囲
の
意
見
を
無
視
し
て
結
婚
し
た
夫
婦
が

幸
せ
に
添
い
遂
げ
ら
れ
る
確
率
が
ど
の
く
ら
い
か…

 

そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。

　
中
国
で
は
宗
教
は
自
由
化
さ
れ
て
い
な
い
。
国
家
が

許
し
て
い
る
の
は
一
部
の
仏
教
や
道
教
に
限
ら
れ
て
お

り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
絶
対
に
許
さ
れ
な

い
。
　
習
近
平
政
権
は
現
在
、
中
国
各
地
に
あ
る
秘
密
教
会

や
家
庭
教
会
と
呼
ば
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
を

閉
鎖
し
て
破
壊
す
る
措
置
を
進
め
て
い
る
。
信
者
た
ち

は
逮
捕
さ
れ
る
が
、
実
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
大

半
が
「
全
能
神
」
の
信
者
な
の
で
あ
る
。

　
逮
捕
さ
れ
た
全
能
神
の
信
者
は
四
万
人
を
越
え
て
お

り
、
彼
ら
は
逮
捕
さ
れ
て
も
「
我
々
の
神
様
は
共
産
党

思
想
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
て
い
る
」
と
堂
々

と
叫
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
逮
捕
さ
れ
た
信
者
は
、
す
ぐ

に
有
罪
判
決
を
受
け
て
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
る
。

　
全
能
神
の
教
祖
は
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
お
り
、
そ

の
安
全
は
Ｃ
Ｉ
Ａ
が
保
証
し
て
い
る
。
中
国
の
秘
密
教

会
な
ど
の
拠
点
は
「
末
端
細
胞
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
で
、
基
幹
拠
点
は
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
に
置
い
て
い

る
。
も
う
す
ぐ
日
本
に
も
基
幹
拠
点
を
設
立
す
る
運
び

だ
が
、
こ
れ
に
は
法
輪
功
に
失
望
し
た
支
援
者
た
ち
も

乗
り
換
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
法
輪
功
は
江
沢
民
を
敵
と
し
て
批
判
し
て
い
た
の

に
、
習
近
平
は
味
方
だ
と
言
っ
て
擁
護
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
彼
ら
法
輪
功
は
「
反
共
」
な
の
で
は
な
く
、
自

分
た
ち
を
弾
圧
す
れ
ば
敵
と

し
て
批
判
す
る
だ
け
な
の
で

あ
る
。少
し（
習
近
平
の
よ
う

に
）優
し
く
さ
れ
る
と
味
方

だ
と
、
破
廉
恥
に
も
共
産
党

擁
護
に
変
節
す
る
組
織
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
Ｃ
Ｉ
Ａ
に

も
見
放
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
全
能
神
の
世
界
的
な
信
者

数
は
不
明
だ
が
、
中
国
人
が

大
規
模
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者

に
な
る
こ
と
で
世
界
中
の
カ
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ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
支
援
す
る
の
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。

　
中
国
共
産
党
と
し
て
は
、
過
去
の
中
国
で
は
「
白
蓮

教
団
」
が
観
音
様
を
信
仰
す
る
信
者
を
増
や
し
続
け
て

体
制
を
傾
け
た
こ
と
が
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
残
っ
て
お

り
、
法
輪
功
が
脅
威
で
な
く
な
っ
た
今
で
は
、「
怖
い

の
は
全
能
神
だ
け
」
に
な
っ
て
い
る
。
全
能
神
を
人
知

れ
ず
壊
滅
さ
せ
る
こ
と
が
、
習
近
平
が
公
安
部
に
出
し

て
い
る
密
命
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
に
Ｃ
Ｉ
Ａ
が
目
を
つ
け
な
い
は
ず
が
な
い
。
全

力
で
国
際
的
支
援
を
拡
大
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
動
き
始
め

て
い
る
。
日
本
国
内
に
は
在
日
韓
国
人
の
キ
リ
ス
ト
教

信
者
も
多
く
、
韓
国
そ
の
も
の
が
国
教
を
キ
リ
ス
ト
教

に
定
め
て
い
る
関
係
か
ら
、
中
国
人
と
韓
国
人
の
キ
リ

ス
ト
教
信
者
の
新
し
い
連
帯
も
進
め
ら
れ
る
と
の
こ

と
。
そ
う
な
れ
ば
「
宗
教
は
麻
薬
だ
、
絶
対
に
認
め
な

い
し
許
さ
な
い
」
と
宣
言
し
て
い
る
北
朝
鮮
も
射
程
に

入
れ
ら
れ
る
。

　
今
で
は
香
港
が
中
共
の
取
締
強
化
に
よ
っ
て
自
由
が

制
限
さ
れ
、
報
道
や
出
版
に
関
係
す
る
中
国
人
は
い
つ

逮
捕
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
く
な
り
、
ど
ん
ど
ん
台
湾
に

逃
げ
出
し
て
い
る
。
こ
れ
も
全
能
神
の
拡
大
戦
術
に
追

い
風
と
な
っ
て
い
る
。

　
習
近
平
と
金
正
恩
は
、
信
仰
の
自
由
や
宗
教
の
自
由

を
今
さ
ら
認
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な

れ
ば
「
自
由
の
敵
」
と
位
置
付
け
る
大
義
名
分
が
整
う

の
で
、Ｃ
Ｉ
Ａ
は
余
裕
で
作
戦
が
進
め
ら
れ
る
。
面
白

く
な
り
そ
う
だ
。

　
現
行
の
日
本
国
憲
法
が
い
く
ら
押
し
付
け
憲
法
だ
と

言
っ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
改
正
さ
れ
て
い
な
い
憲
法
は
世

界
的
に
も
珍
し
い
。
国
家
基
本
法
と
し
て
の
憲
法
を
時

代
に
合
わ
せ
て
改
正
し
な
く
て
も
良
い
ほ
ど
、
日
本
は

完
成
さ
れ
た
国
家
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
終
戦
直
後
に
乗
り
込
ん
で
き
た
占
領
軍
総
司

令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
こ
の
「
押
し
付
け
憲
法
」
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
押
さ
え
て
お
き
た

い
。
そ
う
し
な
い
と
、
国
会
で
始
ま
る
憲
法
改
正
論
議

に
対
し
て
マ
ス
コ
ミ
評
論
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
危

険
性
が
あ
る
。

　
大
日
本
帝
国
憲
法
を
否
定
さ
せ
る
憲
法
を
作
る
時

に
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
世
界
的
政
治
状
況
が
大
き
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一

次
世
界
大
戦
の
終
了
と
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
没
落

し
、
代
わ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
台
頭
し
て
き
た
。
基
本
的

な
当
時
の
思
想
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
敗
戦
国
に
押
し
付
け
て
、
矯
正
的

な
変
革
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
思
想
に
反
す
る
の
が
帝
国
主
義
で
あ
り
、
全

体
主
義
や
社
会
主
義
も
同
様
に
敵
対
思
想
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
第
一
次
大
戦
の
勝
ち
組
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が

提
唱
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
そ
、
世
界
の
あ
る
べ
き
姿

な
の
だ
と
思
い
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
昭
和
十
七
年
に
、
ア
メ
リ
カ
は
既
に
日
本
に
勝
て
る

と
し
て
「
戦
後
政
策
」
の
策
定
に
着
手
し
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
国
務
省
を
中
心
と
し
た
占
領
政
策
に
軍
部
も

全
面
的
に
協
力
し
、
日
本
は
二
度
と
ア
メ
リ
カ
の
脅
威

に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
基
本
方
針
を
容
れ
、
民
主

化
と
非
軍
事
化
を
憲
法
に
よ
っ
て
固
定
化
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　
国
務
省
は
当
初
、
天
皇
を
排
除
す
る
考
え
方
だ
っ
た

が
、
占
領
政
策
の
円
滑
で
早
急
な
推
進
の
た
め
に
は

「
天
皇
の
権
威
」
を
フ
ル
活
用
す
る
方
が
合
理
的
だ
と

い
う
考
え
方
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
が
占
領
軍
総
司
令
官
と
し
て
日
本
に
到
着
し
た

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
手
書
き
で
三
ケ
条
を
記
し
た
「
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
ノ
ー
ト
」
に
よ
り
、①
天
皇
は
元
首
、②
戦
争

の
完
全
放
棄
、③
封
建
制
の
廃
止
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
採

用
）
の
三
項
目
が
既
定
事
項
と
な
っ
た
。

　
一
週
間
で
原
案
を
作
り
、
日
本
側
が
用
意
し
て
い
た

原
案
を
棄
却
し
た
の

は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が

「
占
領
成
果
」
を
急
い

で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
大
統
領

選
挙
に
出
馬
す
る
た
め

だ
。
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
に
は
、
軍
人
は
軍
籍
を
離

れ
て
か
ら
一
年
以
上
経
過
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
彼
は
占
領
政

策
が
順
調
に
進
む
よ
う
必
死
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
天
皇
の
権
威
を
目
一
杯
使
う
た
め
に
は
、
天
皇
を
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
管
理
下
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
枢
密
院
と
い
う
天
皇
の
諮
問
機
関
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

管
理
下
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し

て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
、
天
皇
の
権
威
を
簡
単
に
利

用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
憲
法
案
を
承
認
し
な
け
れ
ば
、
天
皇
を
極
東
裁
判

に
出
廷
さ
せ
る
」
と
い
う
恫
喝
は
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
枢
密
院
に
と
っ
て
も
、
復
帰
し
て
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読
者

投
稿

国
会
で
憲
法
改
正
論
議
が
始
ま
る
前
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と



い
た
政
治
家
に
と
っ
て
も
渡
り
に
船
の
言
い
訳
と
し
て

効
果
的
だ
っ
た
。天
皇
の
権
威
の
逆
利
用
も
、マ
ッ
カ
ー

サ
ー
の
方
針
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
帝
国
憲
法
下
で
女
性
の
政
治
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
も
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
推
進
す
る
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
に
は
追
い
風
と
な
っ
た
。
女
性
の
政
治
参
加

こ
そ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
象
徴
的
事
例
と
し
て
考
え
ら

れ
た
か
ら
だ
。

　
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
押
し
付
け
は
「
ハ
ー
グ
条
約
」（
一
九
〇

七
年
）
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
第
一
次
大
戦
ま
で
の
戦
争
で
は
「
戦
勝
国
は
敗

戦
国
の
国
民
を
奴
隷
と
し
て
利
用
で
き
る
」
と
い
う

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
慣
習
を
廃
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
日
本
の
戦
後
処
理
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
の
見

解
で
進
め
ら
れ
た
。

　
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
は
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
で
天
皇
の

地
位
を
変
更
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
と
し
て
い
た
も
の

が
、
宮
沢
俊
義
教
授
の
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
は
一
種

の
革
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
が
根

本
的
に
変
更
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
「
八
月

革
命
説
」
の
発
表
で
一
八
〇
度
態
度
を
変
え
て
、
占
領

軍
は
革
命
軍
だ
と
い
う
変
わ
り
身
の
早
さ
を
示
し
た
。

　
こ
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
し
て
も
、
当
初
は
「
日
本
国

政
府
の
無
条
件
降
伏
」
と
し
て
い
た
も
の
を
、
こ
れ
で

は
受
け
入
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
「
日
本
軍
の

無
条
件
降
伏
」
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ソ
連
の

南
進
を
防
ぐ
と
い
う
理
由
と
、
日
本
人
に
受
け
入
れ
や

す
い
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
す
る
よ
う
に
と
い
う
元
駐
日
大

使
グ
ル
ー
の
進
言
に
よ
っ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
ア
メ

リ
カ
大
統
領
選
挙
を
最
終
目
標
に
し
て
走
り
出
し
た
の

で
あ
る
。

　
憲
法
の
前
文
に
は
リ
ン
カ
ー
ン
演
説
の
内
容
を
取
り

入
れ
、「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
リ
ン
カ
ー
ン
思
想
を
占
領

国
制
定
の
憲
法
と
し
て
日
本
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
に

改
造
し
た
」
と
い
う
実
績
を
ア
メ
リ
カ
国
民
に
ア
ピ
ー

ル
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
点
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、「
ア
メ
リ
カ
は
日

本
の
宗
主
国
で
あ
り
、
日
本
人
の
生
命
財
産
を
守
る
義

務
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
。

　
今
の
日
本
は
、自
民
党
か
ら
共
産
党
ま
で
「
独
立
国
・

自
由
主
義
国
」
だ
と
認
識
し
て
い
る
。ア
メ
リ
カ
を
宗

主
国
だ
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い
。な
ら
ば
、日
本
人
の

生
命
財
産
を
守
る
義
務
は
誰
に
あ
る
の
か
は
明
白
だ
。

　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
い
う
人
物
の
「
お
家
の
事
情
」
を

知
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
在
り
方
が
見
え

て
く
る
と
い
う
の
も
皮
肉
な
も
の
で
あ
る
。
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文
学
博
士
が
語
る
「
国
語
」
の
意
味

　
大
阪
大
学
名
誉
教
授
で
文
学
博
士
の
加
地
伸
行
氏
の

講
演
会
が
二
月
十
七
日
に
あ
っ
た
。
社
団
法
人
パ
ー

セ
ー
実
践
哲
学
研
究
会
の
勉
強
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
加

地
博
士
が
「
国
語
」
に
つ
い
て
面
白
い
話
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
っ
た
。

　
ま
ず
国
語
と
は
、
国
家
の

歴
史
伝
統
文
化
を
表
し
て
展

開
す
る
言
語
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
意
味
や
背
景
を
知
る
こ

と
が
重
要
だ
と
い
う
。
そ
し

て
、
国
語
は
民
族
的
特
徴
が

表
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　
そ
の
民
族
的
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
狩
猟
民
族
と
は

能
力
主
義
で「
脳
力
の
あ
る
者
が
多
く
の
獲
物
を
得
る
」

こ
と
で
、
こ
れ
が
個
人
主
義
（
成
果
主
義
）
に
結
び
つ

い
て
い
る
。

　
逆
に
日
本
な
ど
は
農
耕
民
族
で
あ
り
、
獲
物
を
追
っ

て
移
動
す
る
の
で
は
な
く
耕
作
し
て
定
住
し
、
共
同
体

主
義
で
社
会
を
構
築
し
て
き
た
。
ま
た
穀
物
は
保
存
性

も
良
く
「
富
の
象
徴
」
と
し
て
の
意
味
合
い
も
あ
る
。

　
狩
猟
民
族
は
肉
食
で
、
そ
の
た
め
に
腸
が
短
い
（
胴

が
短
く
足
が
長
い
）。
獲
物
を
追
う
た
め
に
足
が
速
く

頭
は
小
さ
い
。
農
耕
民
族
は
穀
物
食
で
腸
が
長
く
、
定

点
労
働
の
た
め
に
走
る
必
要
も
な
く
、
屈
ん
で
仕
事
を

す
る
体
型
に
な
っ
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
民
族
的

体
型
に
合
わ
せ
て
得
意
ス
ポ
ー
ツ
が
違
う
こ
と
に
留
意

す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
幕
末
に
な
っ
て
欧
米
の
先
進
的
技
術
に
度
肝
を
抜
か

れ
た
日
本
で
は
、
物
質
文
明
で
個
人
主
義
の
、
欧
米
の

真
似
を
す
る
こ
と
で
発
展
で
き
る
と
考
え
た
。
先
進
的

技
術
は
富
を
約
束
し
、
現
状
の
日
本
の
ま
ま
で
は
貧
し

い
と
考
え
た
。

　
貧
し
さ
は
時
代
に
よ
っ
て
考
え
方
は
違
う
が
、「
裕

福
に
な
り
た
い
」
と
い
う
欲
望
が
先
進
的
文
化
を
取
り

入
れ
た
の
で
、
明
治
以
降
の
日
本
で
は
、
無
償
の
愛
情

に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
共
同
体
は
時
代
遅
れ
の
貧
し
い
象

徴
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
戦
後
は
、
家
族

や
村
落
共
同
体
を
時
代
遅
れ
の
貧
し
さ
と
煩
わ
し
さ
の

象
徴
と
蔑
む
よ
う
に
な
っ
た
。

　
裏
返
し
て
考
え
れ
ば
、幕
末
ま
で
の
「
日
本
ら
し
さ
」

を
捨
て
去
っ
た
と
こ
ろ
の
延
長
線
上
に
今
の
日
本
が
あ



り
、
そ
の
時
か
ら
「
国
語
の
重
要
性
」
も
捨
て
去
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
支
那
大
陸
で
作
ら
れ
た
漢
字
を
日
本
で
は
古
代
か
ら

採
用
し
て
い
た
が
、
そ
の
漢
字
は
三
千
年
前
に
四
千
字

だ
っ
た
も
の
が
二
千
年
前
に
は
一
万
字
に
増
え
（
創
作

さ
れ
）、
四
百
年
前
に
は
五
万
字
に
ま
で
増
え
た
。
必

要
に
応
じ
て
、
ま
た
時
代
の
要
請
や
生
活
様
式
の
変
化

に
合
わ
せ
て
漢
字
は
増
え
続
け
て
き
た
。
つ
ま
り
、
創

造
力
と
想
像
力
が
漢
字
を
増
や
し
続
け
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
語
彙
（
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
）
も

豊
富
に
な
り
、
文
化
的
な
進
歩
発
展
は
可
能
に
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

　
生
命
の
連
続
性
の
中
に
祖
先
祭
祀
が
あ
り
、
そ
の
象

徴
と
し
て
天
皇
が
存
在
す
る
。つ
ま
り
文
化
そ
の
も
の
、

国
語
そ
の
も
の
が
天
皇
の
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
度
、「
日
本
ら
し
さ
」「
国
語
の
重
要
性
」
を

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
の
創
造
力

と
想
像
力
は
偉
大
な
文
化
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
の
民
族
的
特
徴
を
冷
静
に
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
幕
末
維
新
の
頃
に
捨
て
去
っ
た
も
の
を
、
も

う
一
度
「
拾
い
直
し
て
」
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
「
天
皇
」
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　
加
地
博
士
の
示
唆
に
富
む
お
話
か
ら
、
若
干
か
い
つ

ま
ん
で
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
。

5

知
っ
て
お
き
た
い
「
認
知
症
」
の
こ
と

　
認
知
症
研
究
の
権
威
で
あ
る
大
阪
大
学
大
学
院
の
佐

藤
真
一
教
授
の
勉
強
会
（
兵
庫
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
参
加

さ
せ
て
頂
き
、
い
ろ
い
ろ
知
ら
な
か
っ
た
事
を
勉
強
さ

せ
て
頂
い
た
。

　
ま
ず
認
知
症
と
い
う
病
気
と
、
そ
の
手
前
の
認
知
機

能
の
低
下
に
関
し
て
の
問
題
で
あ
る
。

　
我
が
国
厚
生
労
働
省
で
は

二
〇
一
二
年
に
「
六
十
五
歳

以
上
の
一
五
％
（
約
五
五
〇

万
人
）
が
認
知
症
の
有
病
者

で
あ
る
。
先
進
諸
国
の
平
均

は
一
〇
％
以
下
で
あ
る
。
二

〇
二
五
年
の
認
知
症
有
病
者

の
予
測
は
約
七
〇
〇
万
人
で

あ
る
」と
い
う
信
じ
ら
れ
な
い

発
表
を
し
て
い
る
そ
う
だ
。

ま
た
、有
病
者
で
は
な
い
が
軽

度
の
認
知
障
害
者（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
／
認
知
症
予
備
軍
）
も
六

十
五
歳
以
上
の
一
三
％
（
約
四
〇
〇
万
人
）
お
り
、
こ

れ
は
世
界
的
に
見
て
危
機
的
な
水
準
に
あ
る
よ
う
だ
。

　
二
〇
一
三
年
に
ア
メ
リ
カ
は
認
知
症
の
診
断
基
準
を

変
更
し
、Ｍ
Ｃ
Ｉ
を
認
知
症
有
病
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
基
準
に
照
ら
せ

ば
、
日
本
に
は
六
十
五
歳
以
上
の
二
八
％
が
認
知
症
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
日
本
の
百
歳
以
上
の
高
齢
者
は
約
六
万
人
い
る
が
、

自
分
の
こ
と
が
自
分
で
出
来
る
の
は
全
体
の
二
〇
％
以

下
と
言
わ
れ
て
い
る
。
介
護
を
必
要
と
す
る
割
合
を
減

ら
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
現
代
人
は
二
十
代
後
半
に
な
る
と
認
知
機
能
の
低
下

が
見
え
始
め
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
認
知
症
も
記
憶
障

害
の
目
立
つ
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
だ
け
で
な
く
、
鬱
や

倦
怠
状
態
の
目
立
つ
レ
ビ
ー
小
体
型
や
暴
力
的
に
な
っ

た
り
万
引
き
を
繰
り
返
し
た
り
す
る
前
頭
側
頭
型
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
認
知
症
の
七
〇
％
を
近
く
を
占
め
る
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
型
は
脳
細
胞
脱
落
と
言
わ
れ
、
脳
神
経
原
線
維
変

化
の
原
因
が
脳
内
の
ア
ミ
ロ
イ
ド
ベ
ー
タ
蓄
積
だ
と
仮

説
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
認
知
症
治
療
の
主
流

は
、
こ
の
ア
ミ
ロ
イ
ド
ベ
ー
タ
を
溶
解
す
る
薬
の
投
与

に
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
青
年
層
に
ま
で
見
え
始

め
た
認
知
機
能
の
低
下
は
、
視
野
狭
窄
や
言
葉
を
上
手

く
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
一
つ
の
こ
と
に

固
執
す
る
傾
向
が
出
て
く
る
こ
と
で
少
し
問
題
だ
と
感

じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
記
憶
障
害
が
出
て

く
る
と
、
認
知
出
来
な
い
（
記
憶
と
照
合
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
）
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
た
だ
「
認

知
の
異
常
」
と
「
感
覚
の
異
常
」
は
別
物
な
の
で
、
そ

こ
は
注
意
が
必
要
だ
。

　
前
述
の
レ
ビ
ー
小
体
型
で
は
、
有
病
者
に
写
真
を
見

せ
て
「
何
に
見
え
る
か
」
と
聞
い
て
も
全
く
別
物
に
見

え
て
く
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
リ
ン
ゴ
を
見
せ
て
「
何

に
見
え
る
か
」
と
尋
ね
て
名
前
を
思
い
出
せ
な
い
と
い

う
の
が
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
で
あ
る
。
脳
血
管
性
の
場

合
に
は
、
簡
単
な
記
号
を
見
な
が
ら
書
か
せ
て
も
、
全

く
同
じ
も
の
が
書
け
な
く
な
る
。

　
注
意
が
必
要
な
の
は
、
肝
臓
ガ
ン
な
ど
で
体
内
毒
素

が
浄
化
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
体
内
毒
素
が

脳
に
回
っ
て
認
知
症
と
間
違
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
相
手
の
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
表
情
認
知
が
可
能
か
、
世

間
的
常
識
的
な
判
断
が
可
能
か
、
ヒ
ン
ト
を
出
せ
ば
記

憶
が
出
て
く
る
か
を
見
て
、
認
知
障
害
の
程
度
を
判
断

す
る
の
が
一
般
的
な
チ
ェ
ッ
ク
と
な
る
が
、
一
般
的
に

認
知
症
で
も
「
相
手
の
笑
顔
は
認
知
で
き
る
」「
相
手



の
感
情
が
共
有
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
て
い

る
。「
相
互
意
志
疎
通
」
を
最
重
要
と
考
え
て
認
知
症

に
対
応
す
る
以
外
に
、
我
々
に
出
来
る
こ
と
は
な
さ
そ

う
だ
。

　
日
本
に
は
認
知
症
及
び
Ｍ
Ｃ
Ｉ（
認
知
予
備
軍
）
が
先

進
諸
国
に
比
べ
て
異
常
に
多
い
理
由
は
何
か
と
考
え
る

と
、
民
族
的
な
性
質
と
社
会
的
な
問
題
が
浮
か
び
上
が

る
。
　
日
本
人
は
几
帳
面
で
真
面
目
、
清
潔
好
き
で
世
間
体

を
気
に
す
る
。
表
面
的
な
威
厳
や
高
潔
な
態
度
を
好
ま

し
い
も
の
と
し
、
道
徳
性
を
重
ん
じ
る
。
他
人
の
評
価

を
気
に
し
な
が
ら
、自
分
や
他
人
を
評
価
す
る
。昔
か
ら
、

他
人
と
世
間
を
恐
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
人
様
、
世
間

様
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
脳

に
過
剰
な
負
担
を
か
け
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
食
品
か
ら
蛋
白
質
の
一
種
で
あ
る
ア
ミ
ロ
イ
ド
ベ
ー

タ
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
の
原
因

と
考
え
る
の
が
仮
説
の
主
流
だ
が
、
そ
れ
だ
け
な
ら
日

本
人
に
認
知
症
が
多
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
脳
は
小
さ
な
宇
宙
で
あ
り
、
科
学
分
析
で
解
明
出
来

る
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。

　
佐
藤
真
一
教
授
の
お
話
を
聞
い
て
、
我
々
が
マ
ス
コ

ミ
な
ど
を
通
じ
て
一
方
的
に
教
え
ら
れ
る
認
知
症
に
関

す
る
認
識
は
改
め
ら
れ
た
。
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■
本
部
、
関
東
・
東
北
本
部

◇
一
月
二
十
一
日
（
日
）

　
・
午
後
〇
時
五
〇
分
よ
り
、
京
都
市
南
区
「
京
都
テ
ル
サ
」

に
お
い
て
本
年
第
一
回
政
治
会
議
を
開
催
し
た
（
写
真
下
）。

出
席
者
は
鴨
田
、
阿
部
両
最
高
顧
問
、
丹
野
党
首
、
阿
部
、

杉
山
両
副
党
首
、
堤
党
首
代
行
、
谷
田
書
記
長
、
花
田
書

記
長
代
行
、
佐
伯
副
書
記
長
の
九
名
。　
　
　

　
丹
野
党
首
に
よ
る
挨
拶
に
始
ま
り
、
進
行
は
阿
部
副
党

首
。
議
題
は
主
に
昨
年
の
活
動
報
告
と
今
年
の
活
動
計
画
。

続
い
て
尖
閣
諸
島
・
竹
島
問
題
に
対
す
る
今
後
の
党
運
動

を
討
議
し
た
。

　
さ
ら
に
、
三
年
後
の
西
暦
二
〇
二
一
年
は
黒
龍
会
結
成

一
二
〇
年
で
あ
り
、
同
時
に
我
が
党
結
党
九
〇
周
年
に
当

た
る
た
め
、
全
国
大
会
、
記
念
式
典
・
懇
親
会
を
開
催
す

る
旨
決
定
し
た
。

　
会
議
は
五
時
に
終
了
、
夕
食
を
共
に
し
六
時
に
終
了
し

た
。

◇
一
月
二
十
七
日
（
土
）

　
・
午
後
六
時
よ
り
東
京
都
江
東
区
東
陽
に
て
、
山
口
申
先

生
勉
強
会
。
杉
山
副
党
首
が
出
席
。

■
関
西
本
部

◇
二
月
十
一
日
（
日
・
祝
）

　
・
午
後
一
時
十
分
よ
り
、
奈
良
橿
原
神
宮
に
て
「
紀
元
節

奉
祝
・
橿
原
神
宮
参
拝
」
を
行
な
う
。
党
員
・
有
志
や
そ

の
家
族
ら
約
二
十
名
が
参
加
（
写
真
表
紙
参
照
）。
阿
部
関

西
本
部
長
に
よ
る
代
表
参
拝
・
玉
串
奉
奠
、
谷
田
兵
庫
支

部
長
に
よ
る
祈
願
文
奉
読
。
同
神
宮
参
集
殿
に
て
直
会
を

行
な
い
、
午
後
二
時
半
頃
終
了
、
解
散
し
た
。

　
【
祈
願
文
】

　
建
國
紀
元
の
佳
節
に
當
た
り
、
大
日
本
生
產
黨
關
西
管

下
の
黨
員
有
志
一
同
、
橿
原
神
宮
の
御
神
前
に
、
謹
み
て
、

皇
國
日
本
の
彌
榮
を
祈
願
し
奉
る
。

　
今
上
陛
下
の
ご
讓
位
及
び
改
元
が
來
春
に
決
ま
り
、
二

百
年
ぶ
り
、
憲
政
史
上
初
の
慶
事
に
な
る
と
の
由
、
謹
み

て
ご
皇
室
の
彌
榮
を
祈
念
し
奉
る
。

　
扨
て
昨
年
十
月
の
衆
議
院
總
選
擧
に
於
い
て
自
民
黨
が

大
勝
、
第
四
次
安
倍
政
權
が
誕
生
し
た
が
、
そ
れ
に
は
野

黨
の
無
樣
な
離
合
集
散
が

大
き
く
寄
與
し
た
も
の
で

あ
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

現
下
日
本
で
政
權
交
代
が

起
こ
る
事
は
、
卽
ち
國
家

轉
覆
に
繫
が
り
か
ね
ぬ
と

い
ふ
國
民
の
危
機
感
が
正

常
に
働
き
、
我
が
國
の
急

場
を
凌
い
だ
に
過
ぎ
ぬ
と

言
へ
や
う
。

　
將
に
然
り
、
安
全
保
障
問
題
の
優
等
生
安
倍
政
權
を
以

て
し
て
も
、
中
國
を
相
手
に
し
た
尖
閣
諸
島
の
實
効
支
配

さ
へ
危
う
く
、
た
か
が
韓
國
一
國
相
手
の
竹
島
侵
略
に
も

手
を
拱
い
て
ゐ
る
。
自
衞
隊
は
未
だ
米
軍
の
後
方
支
援
以

上
の
事
は
爲
し
得
ず
、
悲
し
い
哉
、
現
時
点
で
我
が
國
は

米
國
に
縋
る
以
外
の
策
は
無
い
の
で
あ
る
。

　
戰
後
七
十
年
間
惰
眠
を
貪
つ
た
結
果
、
中
韓
両
國
に
よ

る
慰
安
婦
問
題
等
の
歷
史
戰
は
、
今
や
國
聯
か
ら
北
米
に

ま
で
舞
台
を
擴
大
さ
れ
、
在
外
日
本
人
と
そ
の
家
族
は
恥

辱
に
泣
い
て
ゐ
る
。
祖
國
日
本
は
た
だ
一
方
的
に
冤
罪
を

押
し
付
け
ら
れ
を
り
、
先
の
大
戰
に
散
つ
た
英
靈
を
始
め

祖
先
に
對
し
慚
愧
に
堪
へ
な
い
。

　
憲
法
も
ま
た
片
言
隻
句
の
改
正
論
議
に
終
始
し
を
り
、

核
家
族
化
と
家
庭
崩
壊
、
敎
育
の
頽
廢
な
ど
、
終
戰
時
聯

合
軍
の
意
圖
し
た
日
本
弱
體
化
は
、
今
や
日
本
人
自
ら
の

手
で
擴
大
さ
れ
る
慘
狀
を
呈
し
て
ゐ
る
。

　
ま
さ
に
内
憂
外
患
、
國
民
の
更
な
る
意
識
變
革
に
む
け
、

益
々
在
野
の
國
民
運
動
の
盛
り
上
が
り
が
必
須
で
あ
る
。

　
此
處
に
我
等
在
野
有
志
は
決
意
を
新
た
に
し
、
夷
敵
を

討
ち
拂
つ
て
維
新
日
本
の
建
設
の
た
め
に
努
力
、
邁
進
す

る
こ
と
を
御
神
前
に
誓
ひ
、
以
て
皇
國
の
彌
榮
を
祈
願
し

奉
る
。

　
皇
紀
二
千
六
百
七
十
八
年　
平
成
三
十
年
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　

大
日
本
生
産
黨
關
西
本
部　
及
び
有
志
一
同

◇
三
月
二
日
（
金
）

　
・
午
後
六
時
半
よ
り
尼
崎
に
て
「
む
す
び
の
集
い
」
勉

強
会
。
党
員
、
有
志
計
八
名
参
加
。
資
料
は
「
平
昌
五
輪

か
ら
読
み
解
く
朝
鮮
半
島
の
今
後
」
ほ
か
。

本
部
、地
方
本
部
活
動
報
告

政治会議
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