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二
〇
一
九
年
年
頭
発
表
の
昭
和
天
皇
真
筆
に
は
驚
く
ほ
ど
の
誤
字
珍
字
。

百
年
前
、
著
者
の
父
は
「
国
は
中
心
か
ら
滅
ぶ
」
と
天
皇
の
再
教
育
に
奔
走
、
失
敗
。

志
を
継
ぐ
子
は
「
平
和
憲
法
で
日
本
を
守
る
」
を
実
行
可
能
な
道
理
で
あ
る
と
語
る
。

脚
注　

表
紙
写
真
は
、「
横
浜
大
空
襲
下
、ハ
ダ
シ
で
避
難
す
る
子
ど
も
た
ち
」（
一
九
四
五
年
五
月
。
毎
日
新
聞
提
供
）
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第
一
部  

第
一
章　

昭
和
天
皇
の
真
筆 

　

誤
字
珍
字
の
昭
和
天
皇
の
真
筆
原
稿　

　

平
成
の
年
号
が
今
年
最
後
と
い
う
年
、
二
〇
一
九
年
（
平
成
三
十
一
年
）
の
一
月
一
日
、
朝
日
新
聞
の
第
一
面

に
「
昭
和
天
皇
直
筆
の
和
歌
の
原
稿
が
見
つ
か
っ
た
」
と
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
。
そ
の
昭
和
天
皇
の
原
稿
と
い
う

の
は
、
保
管
し
て
い
た
人
が
匿
名
を
条
件
に
出
し
た
も
の
で
、
朝
日
新
聞
に
と
っ
て
は
大
き
な
ス
ク
ー
プ
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
一
月
一
日
の
第
一
面
を
飾
る
こ
と
に
な
っ
て
、
同
日
の
別
の
紙
面
に
は
原
稿
の
詳
し
い
説
明
記
事
が

載
せ
ら
れ
た
。
そ
の
上
さ
ら
に
一
月
三
日
に
は
、 

昭
和
天
皇
の
原
稿
に
は
天
皇
の
心
境
を
映
す
メ
モ
が
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
も
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
。
何
れ
の
記
事
に
も
原
稿
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
た
の
だ
が
、
以
上
す
べ
て
を
総

合
し
て
異
常
な
ほ
ど
目
を
引
い
た
の
は
、
記
事
自
体
と
い
う
よ
り
、
昭
和
天
皇
真
筆
の
写
真
だ
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
天
皇
真
筆
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
無
い
よ
う
な
乱
雑
な
粗
末
な
字
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
最
初
そ
れ

を
見
た
時
、
こ
れ
が
天
皇
の
字
か
と
、
た
だ
驚
く
だ
け
だ
っ
た
が
、
直
ぐ
に
そ
れ
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
る
だ
け

で
は
済
ま
さ
れ
な
い
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
。
昭
和
天
皇
の
字
を
一
字
一
字
ち
ゃ
ん
と
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ

た
の
で
あ
る
。

　

写
真
は
原
稿
罫
紙
の
大
き
さ
に
比
べ
て
余
り
に
も
小
さ
か
っ
た
っ
た
か
ら
、
き
ち
ん
と
見
る
た
め
に
は
場
合

に
よ
っ
て
は
虫
眼
鏡
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、 
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
ま
で
も
な
く
言
え
る
こ
と

　　　　　　　　　昭和天皇の真筆（2019 年 1 月 1 日公表、毎日新聞提供）
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は
、
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
ま
ず
、
先
ほ
ど
述
べ
た
字
の
書
き
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
投
げ
や
り
に
書
い
た

と
し
か
思
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
大
き
さ
は
不
揃
い
、
教
室
で
ノ
ー
ト
を
と
る
よ
う
な
字
で
は
な
い
。
字
の
う
ま

い
ま
ず
い
と
い
う
よ
り
、
書
き
散
ら
し
た
だ
ら
し
な
い
字
―
―
成
績
が
中
以
下
の
生
徒
に
見
ら
れ
る
筆
跡
な
の
で

あ
る
。
事
実
、
数
枚
の
原
稿
罫
紙
の
中
に
、
誤
字
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
具
体
的
に
あ
げ
る
と
、
御
用
邸
の
「
あ

ず
ま
や
」
だ
ろ
う
か
、「
嚶お

う
め
い
て
い

鳴
亭
」
と
い
う
の
が
出
て
来
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
「
嚶
鳴
停
」
と
な
っ
て
お
り
、「
儀

式
」
は
「
義
式
」
と
な
っ
て
い
た
。
昭
和
天
皇
に
は
亭
と
停
の
区
別
、
義
と
儀
の
区
別
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。「
一
月
寒
中
寒
期
き
び
し
く
」
は
「
一
月
寒
中
寒
気
き
び
し
く
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
旧
歴
」
は
も

ち
ろ
ん
「
旧
暦
」
だ
。
続
い
て
言
う
と
、「
気
候
」
が
「
気
侯
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
は
普
通
よ
く
あ
る
間
違
い
だ
が
、
そ
れ
に
混
じ
っ
て
、
大
し
た
間
違
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
気
に
な
る
、

と
い
う
も
の
も
色
々
あ
っ
た
。
二
・
二
六
事
件
を
「
二
二
六
事
け
ん
」
と
書
く
。
こ
れ
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。

普
通
の
教
育
を
受
け
た
人
間
な
ら
「
事
け
ん
」
な
ど
と
い
う
書
き
方
は
し
な
い
。
こ
の
書
き
方
―
―
子
供
が
書
い

た
と
も
思
え
る
こ
の
書
き
方
が
、「
珍
づ
し
き
」
と
書
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
珍
し
き
」
に
ど
う

し
て
「
づ
」
を
入
れ
た
の
か
。
彼
に
は
、
語
幹
と
語
尾
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
か
。
昭
和
天
皇
は
書

く
と
い
う
作
業
で
、
自
然
に
知
的
な
心
構
え
に
な
る
こ
と
な
ん
か
な
く
、
注
意
を
払
う
こ
と
も
な
く
、
頭
も
締
ま

ら
な
い
ま
ま
ペ
ン
を
走
ら
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
昨
未
明
」
を
最
初
、 「
作
未
明
」
と
書
い
て
訂
正
し
て
い
た
り
、

「
散
歩
」
の
「
散
」
の
字
の
「
つ
く
り
」
に
、 

縦
棒
を
引
い
た
跡
が
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
現
れ
だ
。
彼
の

「
寒
期
」
の
「
期
」
の
字
は
、
偏
の
「
其
」
の
横
棒
が
二
本
は
み
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
筆
の
勢
い
と
い
う
よ
り
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同
じ
長
さ
出
て
い
る
か
ら
、 

は
み
出
し
て
書
く
の
が
、 

習
慣
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

他
方
、 「
飛
行
」

の
「
飛
」
の
字
二
個
。
一
つ
に
は
点
が
二
つ
足
り
ず
、
そ
の
傍
の
も
う
一
つ
の
「
飛
」
は
、
別
の
罫
紙
に
半
ば
隠

さ
れ
て
い
る
の
で
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
が
、 

こ
れ
に
は
ど
う
や
ら
点
の
数
は
正
し
く
四
つ
あ
る
よ
う
な
も

の
の
、
こ
っ
ち
の
「
飛
」
の
「
升
」
の
箇
所
に
は
縦
棒
二
本
だ
け
が
強
く
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
る
で
こ
の
字

を
消
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
昭
和
天
皇
に
と
っ
て
は
、
字
な
ん
か
書
け
ば
良
い
の
で
、
そ
れ
以
上
は

ど
う
で
も
い
い
の
だ
ろ
う
。
字
は
、
意
志
を
正
確
に
伝
え
る
の
に
大
切
な
手
段
で
あ
る
の
だ
が
。

　

そ
し
て
昭
和
天
皇
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
原
稿
に
は
ニ
セ
の
字
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
あ
あ

悲
し
」
の
「
悲
」
は
、
非
に
心
だ
が
、
昭
和
天
皇
の
原
稿
に
は
非
に
「
し
ん
に
ゅ
う
」
が
書
い
て
あ
る
。
私
は
こ

ん
な
好
い
加
減
な
字
を
書
く
人
を
見
た
こ
と
が
な
い
が
、
こ
う
い
う
種
類
の
誤
字
は
他
に
も
ま
だ
あ
っ
た
。
心
覚

え
の
メ
モ
と
し
て
、 

昭
和
天
皇
は
多
分
「
世
界
の
大
勢
を
よ
む
こ
と
」
と
書
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、 「
勢
」

の
と
こ
ろ
に
は
、「
勢
」
の
右
側
の
「
丸
」
を
取
っ
て
下
の
「
力
」
を
持
っ
て
来
た
珍
字
が
書
い
て
あ
る
。

　

昭
和
天
皇
に
こ
れ
だ
け
誤
字
珍
字
が
多
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
事
か
。
彼
の
国
語
の
学
力
が
標
準
以
下
で
あ

る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
の
問
題
だ
ろ
う
か
。
人
は
学
習
で
、
通
常
間
違
い
を
正
し
な
が
ら
徐
々
に
覚

え
て
い
く
の
だ
が
、
彼
に
は
そ
の
根
気
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
覚
え
る
力
が
弱
く
て
、

直
ぐ
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。
し
か
し
そ
れ
で
も
人
は
何
と
か
覚
え
て
、
あ
れ
ほ
ど
の
間
違
い
を
出
さ
な
い
の
が

普
通
だ
か
ら
、
昭
和
天
皇
に
は
間
違
い
が
全
く
気
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
こ
れ
は
困
る
。
そ
れ
は

性
格
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
よ
ろ
ず
物
事
の
処
理
に
現
れ
て
来
る
か
ら
だ
。
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昭
和
天
皇
の
真
筆
か
ら
見
え
て
来
る
昭
和
天
皇
の
性
格
は
残
念
な
が
ら
良
く
な
い
。「
投
げ
や
り
」
と
「
ご
ま

か
し
」
で
あ
る
。
天
皇
は
あ
れ
だ
け
沢
山
の
誤
字
を
作
る
。
そ
れ
が
余
り
に
も
多
く
、
度
々
出
て
来
る
か
ら
、
天

皇
が
誤
字
と
い
う
も
の
に
気
が
付
か
な
い
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
直
そ
う
と
し
な
い
。
放
り
っ
放
し

に
し
て
お
く
。
投
げ
や
り
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
天
皇
は
余
り
世
間
に
例
の
な
い
よ
う
な
珍
字
を
書
く
。
気
分

に
応
じ
て
そ
れ
を
書
い
て
済
ま
し
て
い
る
ら
し
い
。
ご
ま
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
は
最
晩
年
に
な
っ
て
も

「
悲
し
い
」
と
書
こ
う
と
し
て
、「
悲
」
の
字
を
「
非
」
ま
で
書
き
か
け
て
、「
非
」
の
字
の
下
に
「
心
」
が
あ
っ

た
の
を
思
い
出
せ
ず
、
何
と
な
く
形
の
似
た
「
し
ん
に
ゅ
う
」
を
書
い
て
ご
ま
か
す
。
普
通
な
ら
直
ぐ
字
引
を
引

く
と
こ
ろ
、
天
皇
は
そ
の
何
で
も
な
い
労
を
惜
し
む
の
で
あ
る
。
天
皇
の
教
育
係
な
ど
、
注
意
し
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
が
本
当
に
困
る
事
に
な
る
の
は
、
こ
れ
が
天
皇
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
の
こ
の
性

格
が
政
治
に
現
れ
、
日
本
の
運
命
に
関
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
は
、
誤
字
珍
字
を
書
く
普
通
の
人

　

こ
う
し
て
昭
和
天
皇
の
真
筆
原
稿
は
、
昭
和
天
皇
の
ベ
ー
ル
を
剥
が
す
も
の
に
な
っ
た
。
昔
、
学
校
に
奉
安
殿

と
い
う
の
が
あ
っ
て
天
皇
皇
后
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
写
真
は
御
真
影
と
言
い
、
祝
祭
日
式
典
に

は
学
校
長
が
式
服
で
奉
安
殿
か
ら
取
り
出
し
、
講
堂
の
壇
上
に
掲
げ
る
。
と
言
っ
て
も
写
真
が
た
だ
置
か
れ
て

い
た
の
で
は
な
く
、
写
真
は
幕
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
生
徒
が
全
員
最
敬
礼
を
し
て
い
る
間
に
校
長
が
幕
を
開
け

る
。
生
徒
は
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
「
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
真
影
」
が
現
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
こ
そ
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が
現ア

ラ
ヒ
ト
ガ
ミ

人
神
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
初
め
て
分
か
っ
た
。
ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
は
、
誤
字
珍
字
を
書
く
普
通
の
人

だ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
戦
後
、
ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
な
ど
と
い
う
言
葉
は
消
え
て
、
私
自
身
も
忘
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
ほ
ど
、
天
皇
が
ど
こ
に
で
も
い
る
普
通
の
人
だ
と
は
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
、
ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
を
思
い
出
し
て
感

慨
一ひ

と
し
お入
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
昭
和
の
歴
史
を
振
り
返
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

昭
和
天
皇
が
普
通
の
人
の
能
力
を
持
っ
て
天
皇
と
な
っ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
昭
和
天
皇
の
責
任
で
は
な
い
。

し
か
し
、
天
皇
の
地
位
の
重
大
さ
を
自
覚
し
な
い
で
、
普
通
の
人
と
し
て
、
天
皇
の
役
目
を
果
た
さ
ず
に
、
君
臨

す
る
こ
と
だ
け
を
使
命
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
な
ら
、
こ
れ
は
実
は
大
変
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

昭
和
天
皇
に
は
一
つ
だ
け
回
想
録
が
あ
る
。
そ
れ
は
昭
和
天
皇
没
後
の
一
九
九
〇
年
（
平
成
二
年
）
に
発
見
さ

れ
、
発
表
さ
れ
た
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』
だ
が
、
発
表
当
時
、
私
は
次
の
一
文
を
読
ん
で
非
常
に
違
和
感
を
覚
え

た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。

　
「
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
年
）
十
二
月
一
日
に
、
閣
僚
と
統
帥
部
と
の
合
同
の
御
前
会
議
が
開
か
れ
、
戦
争

に
決
定
し
た
。
そ
の
時
は
反
対
し
て
も
無
駄
だ
と
思
っ
た
か
ら
、
一
言
も
言
わ
な
か
っ
た
」

　

こ
れ
は
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
前
大
戦
に
入
る
か
否
か
を
決
め
る
国
家
最
高
の
重
要
会
議
の
こ
と
で
、
そ
こ
で

の
天
皇
の
賛
否
が
国
の
運
命
を
定
め
、
歴
史
を
決
定
す
る
。
こ
れ
に
天
皇
た
だ
一
人
が
決
定
権
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
当
時
の
日
本
、
大
日
本
帝
国
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、
天
皇
の
意
向
が
す
べ
て
を
決
め
た
。「
大

日
本
帝
国
は
万
世
一
系
の
天
皇
こ
れ
を
統
治
し
」で
あ
り
、 

宣
戦
布
告
も
終
戦
も
天
皇
が
決
め
る
。
憲
法
に
は「
天

皇
は
戦
い
を
宣
し
和
を
議
す
」
と
の
条
文
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
の
問
題
処
理
を
行
う
の
は
大
臣
で
、
責
任
を
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と
る
の
も
大
臣
で
あ
る
。
大
臣
の
責
任
条
項
と
し
て
、大
日
本
帝
国
憲
法
に
は「
国
務
各
大
臣
は
天
皇
を
輔ほ

ひ
つ弼（
註
、

補
佐
）
し
そ
の
責
に
任
ず
（
註
、責
任
を
と
る
）」
が
あ
り
、 

重
要
書
類
は
「
国
務
大
臣
の
副
署
を
要
す
」
で
あ
る
。

し
か
し
大
臣
が
署
名
し
て
も
そ
れ
は
一
過
程
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
が
承
認
し
な
け
れ
ば
、
戦
争
も
絶

対
始
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
根
本
原
則
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
天
皇
が
、
国
の
運
命
を
問
う
問
題
で
「
無
駄
だ
と
思
っ
た
か
ら
、
一
言
も
言
わ
な
か
っ
た
」
の
だ
か

ら
、
昭
和
の
歴
史
に
昭
和
天
皇
の
人
間
自
身
が
い
か
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
か
、
そ
れ
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
回
の
昭
和
天
皇
の
真
筆
と
い
う
の
は
、
こ
の
問
題
の
重
さ
を
分
か
ら
せ
る
も
の
と
な
っ
た
と

思
う
。
た
だ
話
題
に
し
た
り
、
目
く
じ
ら
を
立
て
て
い
る
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
問
題
な
の
だ
。
こ
う
し
て
私

は
、
年
号
の
変
わ
る
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
年
）
に
、
日
本
史
に
お
け
る
昭
和
天
皇
の
役
割
を
、
天
皇
の
資

質
の
面
を
含
ん
で
改
め
て
考
え
て
み
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　　

昭
和
天
皇
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
な
い
識
者

　

天
皇
真
筆
の
問
題
そ
れ
自
身
に
戻
っ
て
み
る
と
―
―
世
の
識
者
は
私
の
考
え
た
よ
う
な
事
は
ち
っ
と
も
思
わ
な

い
ら
し
く
、
私
と
の
違
い
が
浮
び
上
が
っ
て
来
る
。
今
回
の
記
事
に
は
、
昭
和
天
皇
の
歌
を
研
究
す
る
所
功
・
京

都
産
業
大
学
名
誉
教
授
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
・
保
阪
正
康
氏
、
作
家
・
半
藤
一
利
氏
の
三
氏
が
コ
メ
ン
ト

を
寄
せ
た
が
、
皆
、
批
判
的
な
事
は
言
わ
な
い
よ
う
に
気
を
配
り
な
が
ら
、
天
皇
を
い
た
わ
る
よ
う
に
遠
慮
気
味

に
語
っ
て
い
た
。
所
氏
は
、
昭
和
天
皇
の
「
国
民
の
祝
ひ
を
う
け
て
う
れ
し
き
も
ふ
り
か
え
り
み
れ
ば
は
づ
か
し
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き
か
な
」
を
取
り
上
げ
て
、「
胸
に
迫
る
」
と
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
在
位
六
十
年
の
『
は
づ
か
し
き
』
と
い
う
一
首
か
ら
は
、
自
ら
の
役
割
を
自
問
自
答
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。
立
憲
君
主
と
し
て
自
ら
の
言
動
を
律
し
た
昭
和
天
皇
は
、
戦
後
、
そ
の
抑
制
的
な
態
度
が
『
戦
争

を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
』
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
還
暦
、
古
稀
の
歌
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
国
民
の
た

め
に
務
め
を
果
た
せ
て
き
た
の
か
、生
涯
に
わ
た
り
深
い
内
省
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
て
胸
に
迫
る
」

　

保
阪
氏
は
、
昭
和
天
皇
の
「
一
月
寒
中
寒マ

マ期
き
び
し
く
、
立
春
な
れ
ど
寒
さ
き
び
し
く
雪
を
み
て
二
二
六
事
け

ん
を
思
ふ
」
を
取
り
上
げ
た
。

　
「
昭
和
天
皇
に
と
っ
て
二
・
二
六
事
件
は
先
の
大
戦
の
次
に
心
を
痛
め
た
出
来
事
で
、
戦
争
を
機
に
ゴ
ル
フ
を
止

め
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ス
キ
ー
に
そ
の
気
持
が
及
ん
で
い
た
な
ら
、
日
常
の
風
景
に
ま
で
つ
ら
い
思
い

が
入
り
込
ん
で
い
た
の
だ
と
思
う
」

　

保
阪
氏
は
当
た
り
障
り
無
い
こ
と
を
取
り
上
げ
て
昭
和
天
皇
に
対
す
る
い
た
わ
り
の
気
持
を
表
現
し
た
の
だ

が
、
念
の
た
め
に
言
う
と
、
年
配
の
人
間
の
多
く
は
、
昭
和
天
皇
在
位
の
期
間
中
ぐ
ら
い
の
間
は
、
二
月
に
大
雪

が
降
る
と
必
ず
二
・
二
六
事
件
を
口
に
し
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。
そ
の
く
ら
い
二
月
の
大
雪
と
二
・
二
六
事
件
と

は
、
昭
和
天
皇
だ
け
で
な
く
、
昭
和
初
期
を
生
き
た
多
く
の
人
の
心
の
中
で
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

半
藤
一
利
氏
も
、
所
氏
が
引
用
し
た
の
と
同
じ
歌
に
つ
い
て
語
っ
た
。
戦
時
中
に
勤
労
動
員
で
働
か
さ
れ
た
と

い
う
半
藤
氏
は
、「
昭
和
天
皇
に
は
大
元
帥
陛
下
と
し
て
の
戦
争
責
任
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
」
の
に
、
昭
和
天

皇
在
位
六
十
年
式
典
で
、「
昭
和
天
皇
の
ほ
お
を
涙
が
つ
た
い
、
先
の
戦
争
に
よ
る
犠
牲
を
思
う
と
き
『
な
お
胸
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が
痛
み
、
改
め
て
平
和
の
尊
さ
を
痛
感
し
ま
す
』
と
語
っ
た
」
こ
と
な
ど
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、「
昭
和
天
皇

が
晩
年
ま
で
抱
え
て
い
た
尽
き
せ
ぬ
悲
し
み
が
伝
わ
る
」
と
語
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
の
半
藤
氏
の
語
る
口
調
は
一
転
し
て
、
昭
和
天
皇
に
対
し
て
批
判
の
色
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

　
「
注
目
し
た
の
は
日
米
安
保
条
約
改
定
を
実
現
し
た
岸
信
介
首
相
（
当
時
）
の
死
去
に
際
し
詠
ん
だ
歌
だ
。

　
『
そ
の
上
に
き
み
の
い
ひ
た
る
こ
と
ば
こ
そ
お
も
ひ
ふ
か
け
れ
の
こ
し
て
き
え
し
は
』

　

天
皇
自
身
の
注
釈
と
し
て
『
言
葉
は
声
な
き
声
の
こ
と
な
り
』
と
あ
る
。
安
保
改
定
が
国
論
を
二
分
し
、
国
会

が
デ
モ
隊
に
包
囲
さ
れ
る
状
況
の
中
で
岸
首
相
が
語
っ
た
『
い
ま
屈
し
た
ら
日
本
は
非
常
な
危
機
に
陥
る
。
私
は

〝
声
な
き
声
〟
に
も
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
』
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
デ
モ
参
加
者
の
声
ば
か
り
が
国
民
の

声
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
だ
。
昭
和
天
皇
が
記
し
た
〝
声
な
き
声
〟
と
い
う
注
釈
と
歌
を
合
わ
せ
る
と
、
昭
和

天
皇
は
、
岸
首
相
の
考
え
を
『
お
も
ひ
ふ
か
け
れ
』
と
評
価
し
、
深
く
思
い
を
寄
せ
て
い
た
の
か
と
複
雑
な
気
持

に
と
ら
わ
れ
る
」

　

半
藤
氏
は
さ
ら
に
言
う
。

　
「
昭
和
天
皇
は
近
代
の
天
皇
の
中
で
唯
一
、
少
年
時
代
か
ら
軍
人
と
し
て
育
て
ら
れ
、
十
一
歳
で
陸
海
軍
少
尉

と
な
っ
た
。
…
…
終
戦
後
に
は
、
米
軍
に
よ
る
沖
縄
の
占
領
を
長
時
間
継
続
す
る
よ
う
、
側
近
を
通
じ
て
米
側
に

伝
え
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
側
近
に
も
日
本
は
軍
備
を
持
っ
て
も
大
丈
夫
だ
と
の
考
え
を
漏
ら

し
て
い
た
。
あ
る
い
は
日
本
の
集
団
的
自
衛
を
定
め
た
安
保
改
定
に
賛
成
の
気
持
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
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か
。
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
直
筆
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
心
か
ら
驚
い
て
い
る
。
生
涯
、
大
元

帥
と
し
て
の
自
分
が
な
か
な
か
ぬ
け
な
か
っ
た
の
か
」

　

こ
れ
は
、
内
容
と
し
て
は
昭
和
天
皇
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
「
複
雑
な
気
持
に
と
ら
わ
れ
る
」
と
か
、

昭
和
天
皇
が
「
大
元
帥
と
し
て
の
自
分
が
な
か
な
か
ぬ
け
な
か
っ
た
」
と
か
、
遠
慮
気
味
に
し
か
言
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
人
は
昭
和
天
皇
を
語
る
と
き
、
ま
だ
遠
慮
気
味
に
し
か
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
世
は

学
問
的
に
昭
和
史
を
語
る
事
が
、
ま
だ
出
来
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
戦
争
の
反
省
が
本
当
に
は
出

来
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
あ
の
戦
争
に
ど
う
し
て
入
り
、
ど
う
し
て
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
か
が
、

本
当
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

　

私
は
、
昭
和
天
皇
在
位
六
十
年
式
典
で
の
天
皇
の
頬
を
つ
た
っ
た
涙
と
、
昭
和
天
皇
が
、〝
声
な
き
声
〟
に
も

耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
岸
信
介
を
称
え
る
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
と
思
う
。
涙
が
戦
没
者
に
対
す
る
も

の
な
ら
、
天
皇
は
自
ら
の
宣
戦
布
告
を
心
の
底
か
ら
深
く
後
悔
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
戦
没
者
に
申
し
訳
な
い

と
思
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方
岸
信
介
の
「〝
声
な
き
声
〟
に
耳
を
傾
け
る
」
と
は
、
彼
の
生
涯
に
亘
っ
て

持
ち
続
け
た
信
念
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
信
念
を
も
っ
て
彼
は
東
条
内
閣
の
国
務
大
臣
と
し
て
宣
戦
布
告

の
詔
書
に
署
名
を
し
た
。
最
後
に
天
皇
が
署
名
を
し
て
宣
戦
布
告
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
岸
は
天
皇
を
戦
争
へ
と

導
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
岸
信
介
は
、
天
皇
を
後
悔
さ
せ
た
不
忠
の
大
臣
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

と
な
る
と
、 

天
皇
の
涙
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
二
つ
は
矛
盾
す
る
で
は
な
い
か
。
わ
が
国
の
昭
和
史
は
、

こ
う
い
う
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
困
っ
た
問
題
で
あ
る
。
で
は
こ
う
い
う
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状
態
を
ど
う
変
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
。

　

所
氏
、
保
阪
氏
、
半
藤
氏
の
よ
う
に
語
る
人
は
非
常
に
多
い
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
天
皇
統
治
の
時
代
は
皆

そ
う
だ
っ
た
。
天
皇
を
ひ
た
す
ら
崇
め
奉
る
。
こ
う
し
て
戦
争
に
入
り
、
こ
う
し
て
国
を
滅
ぼ
し
た
。
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
う
い
う
経
験
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
天
皇
真
筆
の
問
題
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
今
も
国
の
空
気

は
、
本
質
的
に
は
昔
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

あ
る
意
味
で
は
所
氏
と
半
藤
氏
と
で
は
昭
和
天
皇
を
一
見
全
く
逆
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
所

氏
は
根
拠
を
挙
げ
ず
に
昭
和
天
皇
を
「
抑
制
的
」
と
し
、
半
藤
氏
は
根
拠
を
挙
げ
て
昭
和
天
皇
を
「
生
涯
、
大
元

帥
と
し
て
の
自
分
が
な
か
な
か
ぬ
け
な
か
っ
た
」
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
天
皇
が
「
国
民
の
た
め
に
務

め
を
果
た
せ
て
き
た
の
か
、
生
涯
に
わ
た
り
深
い
内
省
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
て
胸
に
迫
る
」
と
言

う
所
氏
と
、「
昭
和
天
皇
が
晩
年
ま
で
抱
え
て
い
た
尽
き
せ
ぬ
悲
し
み
が
伝
わ
る
」
と
言
う
半
藤
氏
と
は
結
局
同

じ
で
、
天
皇
と
し
て
の
昭
和
天
皇
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
い
た
ら
、

昭
和
天
皇
の
字
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
語
る
人
は
三
人
の
中
、
一
人
も
い
な
か
っ
た
。

昭
和
天
皇
は
統
治
の
天
皇
だ
っ
た
の
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
資
質
を
論
ず
る
こ
と
は
絶
対
避
け
て
い
ら
れ
な
い
問
題

な
の
で
あ
る
。
昭
和
天
皇
の
真
筆
の
問
題
は
片
々
た
る
和
歌
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　

道
理
で
動
い
た
父
に
学
ぶ

　

以
上
、
私
の
考
え
る
事
と
三
氏
の
考
え
る
事
と
の
違
い
、
そ
れ
が
な
ぜ
出
て
来
て
い
る
の
か
。
私
に
は
そ
の
理
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由
は
分
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
も
う
半
世
紀
近
く
も
前
に
死
ん
だ
父
に
、
私
が
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
若
い
頃
か
ら
「
国
家
は
中
心
よ
り
滅
ぶ
」
と
言
っ
て
、
誰
も
手
を
つ
け
な
か
っ
た
天
皇
の
教
育
の
事
を
考
え

続
け
て
実
際
に
行
動
し
た
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
、
天
皇
が
「
雲
の
上
の
存
在
」
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
父

は
昭
和
天
皇
の
真
筆
の
こ
と
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
し
、
政
治
の
裏
を
知
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
か
ら
、
全
く
の
新

聞
知
識
ぐ
ら
い
で
動
い
た
の
だ
が
、「
国
家
は
中
心
よ
り
滅
ぶ
」
の
信
念
に
は
揺
る
ぎ
な
く
、
彼
は
そ
の
信
念
で

道
理
通
り
に
動
い
た
。
す
る
と
父
に
は
、
所
氏
や
半
藤
氏
の
持
つ
よ
う
な
忖
度
は
出
て
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
天
皇
の
下
、
歴
史
は
ど
う
動
い
た
か
と
言
え
ば
、
日
本
は
戦
争
で
大
敗
し
て
国
が
滅
び
る
と
こ
ろ

ま
で
行
っ
た
の
だ
か
ら
、
父
の
心
配
し
た
通
り
の
こ
と
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
う
い
う
こ
と
を
間
近
に
見

た
か
ら
、
何
時
の
間
に
か
自
分
の
生
き
方
と
し
て
、
ま
た
主
義
と
し
て
、
道
理
を
尊
ぶ
の
を
当
然
と
す
る
人
間
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

戦
後
に
な
っ
て
私
も
、
隠
さ
れ
て
い
た
戦
争
の
内
情
の
こ
と
な
ど
を
色
々
知
る
よ
う
に
な
っ
て
、
私
は
更
に
道

理
の
尊
重
に
立
つ
人
間
に
な
っ
た
。
戦
争
開
始
に
際
し
て
陸
軍
も
海
軍
も
戦
争
を
や
り
た
く
な
か
っ
た
と
も
知
っ

た
。
山
本
五
十
六
が
、
こ
の
戦
争
は
最
初
は
勝
っ
て
も
、
続
く
う
ち
に
は
段
々
形
勢
が
不
利
に
な
っ
て
い
く
と
話

し
て
い
た
事
も
知
っ
た
。
そ
れ
な
ら
な
ぜ
山
本
五
十
六
は
戦
争
を
す
る
側
に
な
っ
た
の
か
。
彼
が
本
当
に
誠
実
な

ら
、
彼
は
道
理
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
今
、
私
は
道
理
を
無
視
す
る
人
を
許
す

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
天
皇
の
真
筆
に
触
発
さ
れ
て
、
私
は
昭
和
の
歴
史
を
こ
こ
で
も
う
一
度
見
直
し
て
み
た
く
な
っ
た
。
そ
う
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し
て
一
貫
し
て
一
つ
の
立
場
に
立
っ
て
―
―
道
理
の
立
場
に
立
っ
て
―
―
考
え
て
み
た
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
素

人
の
私
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
れ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
私
の
目
か
ら
見
て
専
門
家
の
歴
史
書
に
は

穴
が
あ
る
の
だ
。
あ
り
き
た
り
の
こ
と
し
か
言
わ
な
い
。
と
な
る
と
矢
張
り
私
は
自
分
流
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
私
は
専
門
家
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
積
り
で
い
る
。
そ
れ
は
昭
和
の
歴
史
に
直
接
関
係
す
る
こ

と
で
あ
る
。
専
門
家
は
認
め
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
歴
史
を
変
え
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
で
戦
争
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
私
は
思
う
。

　

私
は
今
、
明
ら
か
に
衰
え
た
と
自
覚
す
る
己
の
今
の
能
力
を
持
っ
て
し
て
も
、
人
の
言
わ
な
い
こ
と
を
―
―
誰

も
知
ら
な
い
こ
と
を
―
―
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。
私
は
、
昭
和
天
皇
の
問
題
を
過
去
の
も
の
と
し
て
単
な

る
昔
話
に
し
て
は
お
け
な
い
と
思
う
。 

単
に
昭
和
を
懐
か
し
ん
だ
り
、「
今
日
の
繁
栄
は
過
去
の
苦
難
の
上
に
あ

る
」
と
か
言
っ
て
済
ま
し
て
は
い
ら
れ
な
い
問
題
だ
と
痛
切
に
思
う
。
こ
う
し
て
私
は
一
年
余
り
、
同
じ
立
場
で

振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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あ
と
が
き

　

私
の
父
は
、
約
百
年
前
に
国
家
は
中
心
よ
り
滅
ぶ
と
し
て
、
天
皇
の
再
教
育
を
侍
従
長
鈴
木
貫
太
郎
（
終
戦
時

の
首
相
）
に
説
き
、
戦
時
中
は
判
事
だ
っ
た
が
東
条
首
相
に
国
の
滅
亡
を
憂
え
る
諌
言
書
を
送
り
、
判
事
懲
戒
裁

判
と
い
う
も
の
に
か
け
ら
れ
、
終
戦
時
は
大
審
院
（
現
最
高
裁
）
の
被
告
だ
っ
た
。

　

四
十
年
前
、
世
は
ソ
連
の
北
海
道
侵
攻
で
騒
い
で
い
た
時
、
私
は
ソ
連
の
北
海
道
侵
攻
な
ど
無
い
し
、
あ
っ
て

も
言
論
で
追
い
払
え
る
と
朝
日
新
聞
の
「
論
壇
」
に
投
稿
す
る
と
、
衆
議
院
の
委
員
会
は
私
の
発
言
を
不
当
と
し

て
欠
席
裁
判
に
か
け
た
。
し
か
し
私
と
委
員
会
と
ど
ち
ら
が
正
し
か
っ
た
か
、
い
ま
結
果
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ

の
上
、
投
稿
掲
載
で
は
削
除
さ
れ
た
が
、
原
稿
で
は
私
は
ソ
連
崩
壊
も
「
予
言
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

今
、
核
兵
器
禁
止
条
約
で
国
連
は
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
で
一
番
頼
り
に
な
る
べ
き
国
際
司
法

裁
判
所
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
勧
告
的
意
見
と
い
う
の
が
間
違
っ
て
い
る
の
を
誰
も
知
ら
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
自
身
気
が
付
い
て
い

な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
核
兵
器
が
人
道
法
に
違
反
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
突
如
「
国
家
存
亡
の
危
機
」
を
持
っ
て
来

て
、
そ
の
場
合
に
は
核
兵
器
の
使
用
が
合
法
か
違
法
か
、
判
断
出
来
な
い
と
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
先
に
禁
止
兵
器

と
し
た
核
兵
器
を
断
り
な
く
蘇
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
議
論
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
勧
告
的
意
見
と
し
て
発
表
さ

れ
、
世
の
誰
も
そ
の
不
都
合
を
指
摘
し
な
い
。
私
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
は
い
け
な
い
と
思
う
。
そ
う
主
張
す
る

の
が
道
理
主
義
で
、
こ
う
し
て
私
は
、「
道
理
主
義
ノ
ス
ス
メ
」
と
い
う
本
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
切
っ
か
け
が
掴
め
ず
、
躊
躇
し
て
い
た
ら
、
昭
和
天
皇
の
真
筆
の
原
稿
が
新
聞
に
載
っ
て
、
こ
れ
を
踏
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ま
え
て
何
と
か
書
き
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
グ
ズ
グ
ズ
し
て
い
た
ツ
ケ
は
、
間
も
な
く
現
れ
た
。
私
は
、
目
が
急
に
見
え
な
く
な
っ
て
参
考
文

献
を
チ
ェ
ッ
ク
し
辛
く
な
り
、
更
に
困
っ
た
こ
と
に
は
、
原
稿
も
書
き
難
く
な
っ
た
。
こ
ん
な
次
第
で
、
ど
う
や

ら
「
最
後
」
に
た
ど
り
着
い
た
時
は
、
ホ
ッ
と
し
た
が
、
不
満
足
な
部
分
は
沢
山
残
る
。
読
者
の
方
々
に
は
、
読

み
難
い
だ
ろ
う
と
申
し
訳
な
い
の
だ
が
、
お
許
し
頂
く
の
み
で
あ
る
。
以
上
の
期
間
中
、
妹
高
柳
淑
子
は
私
が
書

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
理
由
を
一
番
知
っ
て
い
て
く
れ
た
か
ら
、
そ
れ
が
書
く
支
え
に
な
っ
た
と
思
う
。

　

最
後
に
ひ
と
言
。
こ
の
本
に
は
、
毛
色
の
変
わ
っ
た
小
文
が
一
つ
付
け
加
え
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
学
に
対
す

る
私
の
感
謝
の
気
持
か
ら
で
あ
る
。
私
は
科
学
に
苦
労
し
た
け
ど
も
、
こ
の
世
の
中
に
生
ま
れ
て
何
が
有
難
か
っ

た
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
科
学
を
知
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
立
派
な
も
の
へ
の
敬
意
を
示
し
た
か
っ
た
と
し

て
私
的
な
こ
と
を
書
い
た
こ
と
、
お
許
し
下
さ
い
。

　

出
版
は
、
ま
た
社
会
批
評
社
の
小
西
誠
氏
に
引
き
受
け
て
頂
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
小
西
氏
は
評
論
家
と
し
て

多
忙
の
中
、
草
稿
に
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
て
、
そ
れ
が
非
常
に
適
切
で
苦
慮
し
て
い
た
修
正
が
進
ん
だ
。
晩
年
最

後
の
幸
い
と
、
小
西
さ
ん
に
は
敬
意
を
表
わ
す
と
共
に
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
井　

敏

　
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
秋



　
  

岡
井  

敏 

著
（
社
会
批
評
社
刊
・
本
体
１
８
０
０
円
）

●
核
兵
器
は
禁
止
に
追
い
込
め
る

　
　

―
―
米
英
密
約
「
原
爆
は
日
本
人
に
使
う
」
を
バ
ネ
に
し
て

　
　
「
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
覚
書
」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
　

１
９
４
４
年
９
月
18
日
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
会
談
に
よ
る
、
日
本
人
へ
の
「
ホ

　
　

ロ
コ
ー
ス
ト
」
の
合
意
文
書
―
―
こ
の
恐
る
べ
き
事
実
を
ひ
た
隠
し
に
す
る
、
メ
デ
ィ
ア

　
　

の
実
態
を
糺
す
！

　
　

本
書
は
、
こ
の
米
英
密
約
「
原
爆
は
日
本
人
に
使
う
」
の
真
相
を
暴
く
！　

そ
し
て
、
原

　
　

爆
が
米
英
の
「
失
敗
隠
し
」
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。

　
　

―
―
二
〇
二
一
年
発
効
の
「
核
兵
器
禁
止
条
約
」
を
活
か
し
、今
こ
そ
、核
兵
器
の
廃
絶
へ
。
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