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青
天
の
霹
靂
と
も
い
う
べ
き
報
道
に
よ
り
、
国
民
の
間
に
衝
撃
が
走
っ
た
。

　
「
譲
位
」
を
巡
る
議
論
が
極
め
て
重
要
な
国
体
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
本
誌
で
は
、
各
新
聞
、
各
雑
誌
に
お
け
る
識
者
の
発
言

や
論
文
を
集
成
、
如
何
な
る
言
論
が
存
在
す
る
か
を
一
覧
出
来
る
よ
う
便
宜
を
図
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
、
天
皇
陛
下
の
お

言
葉
が
発
表
さ
れ
る
以
前
の
発
言
・
論
文
で
あ
る
こ
と
を
特
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
識
者
に
よ
っ
て
は
発
表
さ
れ
た
論
文
等
が
複
数
あ
る
が
、
代
表
的
な
も
の
に
絞
り
紹
介
。
文
意
を
変
え
な
い
こ
と
に
努

め
、
太
字
に
し
た
り
、
縮
約
し
た
り
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
見
解
に
与
す
る
か
否
か
な
ど
恣
意
的
な
意
図
は
排
し
た
こ
と
を

付
記
し
て
お
く
。
そ
の
点
を
鑑
み
、
本
誌
で
断
筆
勧
告
し
た
論
者
の
発
言
も
掲
載
し
た
。
　
文　

責
・
本
誌
編
集
部

「
譲
位
」
に
関
す
る
発
言
・
論
文
集
成
①

▼
有
田
芳
生
（
参
議
院
議
員・ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

　

天
皇
陛
下
の
「
生
前
退
位
の
意
向
」
は
戦

後
史
の
な
か
で
も
大
ス
ク
ー
プ
だ
。
１
年
ほ

ど
ま
え
か
ら
の
お
考
え
を
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
公
表
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
こ
と
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
流
れ
て
い
る
。
20
年
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
も
新
た
な
装
い
で
行

わ
れ
る
。
日
本
史
の
う
え
で
は
「
第
二
の
人

間
宣
言
」
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

 　
（
本
人T

w
itter

よ
り
）

▼
石
原
慎
太
郎
（
元
東
京
都
知
事
・
作
家
）

　

シ
ョ
ッ
ク
だ
。
災
害
地
へ
の
慰
問
、
太
平

洋
戦
争
の
犠
牲
者
へ
の
慰
霊
で
、
相
当
、
お

疲
れ
に
な
っ
た
の
は
わ
か
る
。
私
は
陛
下
よ

り
一
つ
年
上
だ
が
、
そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
い

る
。
本
当
に
陛
下
に
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
頑

張
っ
て
い
た
だ
き
た
い

　

摂
政
と
い
う
形
な
ど
、
歴
史
の
事
例
が
た

く
さ
ん
あ
る
。
陛
下
に
日
本
の
象
徴
と
し
て
、

天
皇
で
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

憲
法
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
予
測
は
つ
か

な
い
が
、
日
本
の
社
会
に
大
き
な
混
乱
が
起

こ
る
。　
　
　
　
　
　

 　
（
産
経
ニ
ュ
ー
ス
）

▼
井
上
亮
（『
天
皇
と
葬
儀
』
著
者
・
日
本
経
済

新
聞
編
集
委
員
）

　

天
皇
陛
下
が
70
歳
代
半
ば
を
過
ぎ
、
在
位

20
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
ろ
か
ら
高
齢
の

陛
下
の
負
担
が
問
題
に
な
り
始
め
た
。
退
位

で
は
な
い
が
、
公
務
を
徐
々
に
皇
太
子
さ
ま
、

秋
篠
宮
さ
ま
に
譲
る
「
定
年
制
」
の
よ
う
な

形
も
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ

た
。

　

し
か
し
、
一
足
飛
び
の
退
位
と
い
う
議
論

ま
で
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
天
皇
が
高
齢
の

た
め
に
国
事
行
為
や
公
務
が
不
能
に
な
っ
た

場
合
は
摂
政
設
置
が
常
道
だ
っ
た
。
天
皇
の

代
替
わ
り
は
年
号
の
変
更
な
ど
国
民
生
活
に

大
き
な
影
響
が
あ
る
た
め
、
恣
意
的
に
そ
れ

を
行
う
生
前
退
位
は
難
し
い
と
み
ら
れ
て
い

た
。

　
「
引
退
」
し
た
天
皇
は
一
切
の
公
務
を
行

わ
な
い
の
か
。
祭
祀
な
ど
、
法
改
正
以
外
の

問
題
も
多
い
。
譲
位
が
実
現
す
れ
ば
、
近
代

以
降
の
天
皇
制
度
で
最
大
級
の
改
革
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

（
日
本
経
済
新
聞
七
月
十
四
日
朝
刊
）

▼
大
石
眞
（
京
都
大
学
教
授
）

　

天
皇
が
個
人
的
に
発
言
す
る
こ
と
は
、
い

つ
の
時
代
も
あ
り
得
る
。
た
だ
、
発
言
内
容

を
政
治
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
場
合
、
天

皇
の
意
向
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
一
気
に
そ

の
方
向
に
動
い
て
は
な
ら
な
い
。
天
皇
は
、

政
治
的
権
能
を
持
た
な
い
象
徴
の
立
場
に
あ

る
か
ら
だ
。

公
務
の
範
囲
を
大
幅
に
狭
め
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
が
、
国
事
行
為
の
多
さ
や
陛
下
の

お
考
え
を
考
慮
す
る
と
実
現
は
難
し
い
か
も

し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
退
位
は
あ
り
得
る
選

択
肢
だ
。
た
だ
し
、
国
会
で
定
め
ら
れ
た
法

律
で
あ
る
皇
室
典
範
に
退
位
の
規
定
が
な
い

の
に
、
法
律
よ
り
も
力
が
弱
い
政
令
で
道
を

開
く
と
い
う
の
は
、
憲
法
や
法
治
主
義
に
反

す
る
。

　

退
位
の
可
否
は
、
最
終
的
に
は
皇
位
継
承

順
位
の
変
更
や
男
性
皇
族
の
結
婚
な
ど
を
議

決
す
る
皇
室
会
議
の
よ
う
な
機
関
に
諮
る
べ

き
だ
。

　

恣
意
的
な
退
位
、
圧
力
な
ど
に
よ
る
「
退

位
の
強
制
」
も
避
け
ら
れ
、
手
続
き
と
し
て

も
一
定
の
透
明
性
が
担
保
さ
れ
る
。
退
位
後

の
身
分
や
、
経
済
的
な
面
も
含
め
た
処
遇
も
、

法
的
に
整
備
す
べ
き
だ
。

（
読
売
新
聞
七
月
十
五
日
朝
刊
）

▼
大
原
康
男
（
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
）

　

今
回
の
今
上
陛
下
の
「
退
位
」
の
お
気
持

ち
は
、
ご
公
務
に
対
す
る
、
一
般
国
民
が
想

像
し
て
い
た
以
上
の
甚
大
な
責
任
感
か
ら
発

せ
ら
れ
た
も
の
と
承
り
、
ま
こ
と
に
有
り
難

い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
現

行
法
下
で
も
「
摂
政
」
あ
る
い
は
「
国
事
行

為
の
臨
時
代
行
」
と
い
う
ご
公
務
の
補
佐
機

関
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
問
題
な
く
活
用

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
想
起
す

る
。

　

何
よ
り
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

「
国
事
行
為
」や「
象
徴
と
し
て
の
公
的
行
為
」

の
次
元
の
問
題
で
は
な
く
、「
同
じ
天
皇
陛

下
が
い
つ
ま
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
い
う

「
ご
存
在
」の
継
続
そ
の
も
の
が「
国
民
統
合
」

の
根
幹
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。
　
　
　
　
　
　
　 （
Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
九
月
号
）

▼
加
地
伸
行
（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）

　

両
陛
下
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
皇
居
奥
深

く
に
お
ら
れ
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
国
民
の

前
に
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
御
公
務
は
な
さ
る
が
、〈
聞

か
れ
た
皇
室
〉
と
い
う
〈
怪
し
げ
な
民
主
主

義
〉
に
寄
ら
れ
る
こ
と
な
く
〈
閉
ざ
さ
れ
た

皇
室
〉
と
し
て
ま
し
ま
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
あ
る
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
御
負
担
は
本
質

的
に
激
減
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
日

本
国
な
ら
び
に
日
本
人
の
た
め
に
、
宮
中
奥

深
く
に
お
い
て
、
静
か
に
お
祈
り
く
だ
さ
ら

ん
こ
と
を
、
老
生
、
切
に
懇
願
申
し
上
げ
る

次
第
で
あ
る
。　
　

 　
（
Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
九
月
号
）
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▼
加
藤
陽
子
（
東
京
大
学
教
授
）

　

今
回
の
「
生
前
退
位
」
の
意
向
に
つ
い
て

も
、
国
事
行
為
な
ど
天
皇
の
役
割
を
果
た
す

に
あ
た
っ
て
、
主
権
の
存
す
る
国
民
の
側
が

期
待
す
る
天
皇
像
と
は
何
か
を
慎
重
に
考
え

ら
れ
、
決
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

明
治
時
代
の
大
日
本
帝
国
憲
法
や
皇
室
典

範
の
立
案
段
階
に
お
い
て
は
、
摂
政
の
規
定

と
と
も
に
、
生
前
退
位
（
譲
位
）
に
つ
い
て

認
め
る
方
向
で
の
議
論
も
あ
っ
た
。
最
終
的

に
は
摂
政
の
規
定
だ
け
が
残
さ
れ
た
が
、
近

代
日
本
の
歴
史
的
な
考
え
方
と
し
て
、
譲
位

の
発
想
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
点
は
今

後
の
議
論
の
参
考
に
な
る
は
ず
だ
。

（
毎
日
新
聞
七
月
十
四
日
朝
刊
）

▼
小
林
よ
し
の
り
（
漫
画
家
）

　

つ
い
に
典
範
改
正
し
て
皇
位
継
承
問
題
も

解
決
し
て
く
れ
と
い
う
陛
下
の
最
後
の
希
望

の
表
明
か
！

　
こ
の
ま
ま
で
は
皇
統
が
絶
え
る
危
険
す
ら

あ
る
の
に
政
府
は
何
も
し
て
く
れ
な
い
。
確

か
に
現
状
で
は
「
譲
位
」
し
か
手
立
て
が
残

さ
れ
て
い
な
い
！

　

生
前
退
位
は
暗
黙
の
「
ご
聖
断
」
の
よ
う

な
も
の
だ
。
も
っ
と
早
く
「
典
範
改
正
」
を

し
な
か
っ
た
か
ら
、
つ
い
に
陛
下
の
体
力
の

限
界
が
来
て
し
ま
っ
た
。
政
治
家
の
責
任
な

の
だ
。　
　

 　
　
　
（
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ
九
月
号
）

▼
小
堀
桂
一
郎
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

　

退
位
さ
れ
た
前
天
皇
の
国
法
上
の
地
位
、

処
遇
、
称
号
の
問
題
。
明
治
天
皇
の
御
治
定

に
か
か
る
一
世
一
元
の
元
号
の
問
題
。
何
よ

り
も
、
天
皇
の
生
前
御
退
位
を
可
と
す
る
如

き
前
例
を
今
敢
え
て
作
る
事
は
、
事
実
上
の

国
体
の
破
壊
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の

危
惧
は
深
刻
で
あ
る
。
全
て
を
考
慮
し
た
結

果
、
こ
の
事
態
は
摂
政
の
冊
立
を
以
て
切
り

抜
け
る
の
が
最
善
だ
、
と
の
結
論
に
な
る
。

（
産
経
新
聞
七
月
十
六
日
朝
刊
）

▼
斎
藤
吉
久
（
宗
教
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

　
私
に
は
や
は
り
、現
行
憲
法
が
定
め
る
「
象

徴
」
天
皇
制
度
の
下
で
の
ご
公
務
ご
負
担
軽

減
問
題
で
は
な
く
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題

と
し
て
の
宮
中
祭
祀
簡
略
化
が
背
景
に
あ
る

よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
が
、
報
道
か
ら

は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
陛
下
は
即
位
以
来
、
皇
室
の
伝
統
と
憲
法

の
規
定
の
両
方
を
「
追
い
求
め
る
」
と
仰
せ

で
す
。
ご
公
務
だ
け
が
「
ご
意
向
」
の
原
因

で
あ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
主
因

は
祭
祀
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
平
成
の
祭
祀
簡
略
化
は
昭
和
の
先
例
に
基

づ
い
て
い
ま
す
が
、
昭
和
天
皇
は
側
近
に
よ

る
祭
祀
簡
略
化
に
抵
抗
さ
れ
、「
退
位
」「
譲

位
」
を
口
に
さ
れ
た
と
側
近
の
日
誌
に
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
上
陛
下
は
「
憲
法
上
の
象
徴
と
し
て
の

務
め
を
十
分
に
果
た
せ
る
者
が
天
皇
の
位
に

あ
る
べ
き
だ
」
と
お
考
え
な
の
で
は
な
く
て
、

「
祭
祀
を
十
分
に
行
い
、
ご
公
務
を
十
分
に

果
た
せ
る
者
が
」
と
仰
せ
な
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
　
　
　 （
本
人
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
）

▼
佐
藤
優
（
作
家
・
元
外
務
省
主
任
分
析
官
）

　

憲
法
上
、
天
皇
は
内
閣
の
助
言
と
承
認
に

よ
っ
て
行
動
す
る
。
天
皇
の
生
前
退
位
の
意

向
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
長
官
が
会
見
で
表

明
す
る
の
が
筋
だ
と
思
う
。
繰
り
返
す
が
、

風
岡
宮
内
庁
長
官
が
明
示
的
に
否
定
し
て
い

る
内
容
が
事
実
と
し
て
報
じ
ら
れ
る
こ
と
自

体
が
政
府
の
民
主
的
統
制
が
崩
れ
て
い
る
証

左
だ
。
こ
れ
だ
け
深
刻
な
「
情
報
漏
洩
事
件
」

が
起
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
首
相
官

邸
が
「
犯
人
捜
し
」
を
し
な
い
の
も
不
思
議

だ
。
　 　
（
週
刊
金
曜
日
七
月
二
十
九
日
号
）

▼
高
作
正
博
（
関
西
大
学
教
授
）

　

自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案
の
よ
う
に
、
天

皇
を
「
元
首
」
と
す
る
場
合
に
は
、
事
情
は

異
な
る
。
元
首
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
含

ま
れ
う
る
が
、
あ
え
て
「
象
徴
」
か
ら
の
変

更
を
企
図
す
る
改
憲
論
は
、
天
皇
に
よ
る
政

治
的
行
為
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
元
首
」
天
皇
制
は
、

生
前
退
位
を
論
理
的
に
は
伴
う
こ
と
と
な

る
。
そ
れ
で
も
、
皇
室
典
範
の
改
正
に
反
対

す
る
議
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
皇
を
元
首

と
す
る
こ
と
で
天
皇
の
地
位
の
神
格
化
を
も

図
ろ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
途
は
、
戦
前
へ
の
回
帰

以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

（
週
刊
金
曜
日
七
月
二
十
九
日
号
）

▼
高
清
水
有
子
（
皇
室
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

　

皇
室
に
と
っ
て
大
切
な
事
柄
を
天
皇
皇
后

両
陛
下
が
ご
静
養
中
に
、
し
か
も
何
々
関
係

者
に
よ
る
と
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
る
こ
と

は
有
り
得
ま
せ
ん
。
正
式
な
発
表
と
い
う
の

は
、
記
者
会
見
、
文
書
回
答
を
以
て
正
式
な

回
答
と
言
え
ま
す
。

（
日
本
文
化
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
）

▼
高
森
明
勅
（
日
本
文
化
総
合
研
究
所
代
表
）

　

陛
下
は
現
在
、
ご
自
身
に
「
重
大
な
故
障
」

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
八
十
二
歳

と
い
う
ご
年
齢
を
考
え
る
と
ご
健
康
で
、
活

力
も
旺
盛
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
拝
見
さ

れ
る
。
摂
政
の
設
置
が
極
め
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
理
由
に
よ
る
の
に
対
し
、
陛
下
が
お
考
え

の
譲
位
は
「
天
皇
」
を
よ
り
高
い
ハ
ー
ド
ル

の
上
に
置
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、
極
め
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
動
機
に
よ
る
と

受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

具
体
的
に
は
、
譲
位
に
対
し
て
何
ら
か
の

客
観
的
な
基
準
を
設
け
（
も
ち
ろ
ん
、
杓
子

定
規
な
定
年
制
な
ど
は
論
外
）、
そ
の
条
件

に
合
致
し
た
場
合
、
陛
下
の
ご
同
意
の
う
え

で
そ
の
こ
と
が
行
わ
れ
る
手
順
に
す
れ
ば
、

必
ず
し
も
「
自
由
意
思
」
に
よ
る
譲
位
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
皇
嗣
（
皇

太
子
ま
た
は
皇
太
孫
）
が
成
年
に
達
し
、
か

つ
天
皇
の
後
継
者
と
し
て
の
ご
経
験
を
一
定

期
間
以
上
積
ま
れ
た
場
合
、
陛
下
の
ご
様
子

を
拝
見
し
つ
つ
皇
室
会
議
の
介
在
に
よ
っ
て

譲
位
な
さ
る
、
と
い
う
ル
ー
ル
を
作
る
と
か
。

そ
う
す
れ
ば
、
不
就
位
の
自
由
を
認
め
な
く

て
も
整
合
性
は
確
保
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

お
そ
ら
く
最
大
の
懸
念
材
料
は
、「
国
民

精
神
の
統
合
」
に
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
及
ぼ

し
か
ね
な
い
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
陛
下
ご
自
身
が
十
分
に
自
覚

さ
れ
、
む
し
ろ
新
し
い
天
皇
の
下
で
国
民
の

結
合
が
よ
り
強
固
に
な
る
よ
う
、
周
到
な
ご

配
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
お
ら
れ
る
に
違
い
な

い
。
そ
の
よ
う
な
心
配
を
す
る
こ
と
自
体
、


