
一
九
八
九
年
（
平
成
元
）
二
月
二
十
四
日
に
挙
行
さ
れ
た
昭
和
天
皇
の
「
大

喪
の
礼
」
に
は
、
世
界
百
六
十
五
の
国
と
二
十
七
の
国
際
機
関
を
代
表
す
る
弔

問
者
が
参
列
し
、
ま
た
、
翌
年
十
一
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
今
上
天
皇
の
「
即

位
礼
正
殿
の
儀
」
に
も
、
百
五
十
八
の
国
と
国
連
・
Ｅ
Ｃ
か
ら
の
使
節
参
加
を

、
、

ゑ
た
。
二
つ
の
行
事
は
、
テ
レ
ビ
等
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
一
見
つ
ぶ
さ
に
伝

え
ら
れ
、
膨
張
す
る
国
家
（
〃
経
済
大
国
日
本
〃
）
と
天
皇
の
深
い
関
連
性
を
国

民
一
人
一
人
に
ま
で
強
く
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
学
界
や
論
壇
で
天
皇
が
活

発
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
前
後
か
ら
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
転
換
期
に
お
け
る
国
家
と
天
皇
」
も
そ
れ
ら
の
動
向
を
意
識
し
、
思
想

史
学
の
立
場
か
ら
い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
の
か
と
い
う
課
題
の
も
と

に
設
定
さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
「
近
代
の
天
皇
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
沖
田
行
司
氏
の
報
告
は
、
「
膨

張
す
る
国
家
と
天
皇
」
と
題
し
井
上
哲
次
郎
の
教
育
思
想
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ

た
。
同
報
告
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
昨
今
の
天
皇
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

か
つ
て
の
天
皇
制
を
め
ぐ
る
議
論
の
呪
縛
か
ら
比
較
的
自
由
な
地
平
で
展
開
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
膨
大
な
天
皇
制
研
究
の
中
か
ら
何
を
批

判
的
に
継
承
す
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
膨
張
す
る
国
家
と
天
皇
と
い
う
ま

ハ
コ
メ
ン
ー
ト
Ｖ

沖
田
行
司
「
膨
張
す
る
国
家
と
天
皇
ｌ
井
上
哲
次
郎
の
世
界
論
」
に
つ
い
て

さ
に
現
在
進
行
形
で
語
り
う
る
テ
ー
マ
を
、
研
究
対
象
と
し
て
い
か
に
相
対
化

し
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
難
問
に
、
私
た
ち
は
つ
ね
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
九
重
の
う
ち
と
称
さ
れ
る
宮
中
は
、
今
も
昔
も
菊
の
カ
ー

テ
ン
と
呼
ば
れ
る
。
ヘ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
生
身
の
天
皇
に
つ
い

て
云
々
す
る
こ
と
を
樟
る
風
潮
は
、
む
し
ろ
国
民
の
美
風
（
？
）
と
し
て
の
黙
契

を
得
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
大
喪
に
と
も
な
う

一
連
の
行
事
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
た
磧
宮
伺
候
に
参
じ
た
あ
る
方
か
ら
伺
っ

た
の
だ
が
、
私
た
ち
が
テ
レ
ビ
の
画
面
で
「
古
式
に
の
っ
と
り
」
と
い
う
常
套

、
、

句
と
と
も
に
見
た
あ
の
間
に
、
伺
候
者
に
は
紅
茶
と
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
の
夜
食
が

供
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
「
近
代
の
天
皇
」
を
め
ぐ
る
議
論

の
難
し
い
と
こ
ろ
は
、
こ
の
あ
た
り
の
実
態
と
イ
メ
ー
ジ
の
乖
離
に
も
潜
ん
で

い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
様
々
な
次
元
の
問
題
性
を
孕
む
「
近
代
の
天
皇
」
に

関
し
て
は
、
な
お
多
く
の
解
決
課
題
が
残
さ
れ
、
新
た
な
研
究
視
角
が
要
請
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

沖
田
報
告
に
お
い
て
は
、
明
治
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
さ
れ
る
井
上
哲
次

郎
に
再
度
光
を
当
て
、
明
治
年
間
に
は
「
教
育
勅
語
」
の
官
製
解
説
者
で
あ
っ

た
井
上
が
、
な
ぜ
一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
）
に
刊
行
し
た
「
我
が
国
体
と
国

中
野
目

五
七

徹



沖
田
報
告
は
次
の
三
つ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
。
第
一
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
全
体
テ
ー
マ
で
あ
る
「
転
換
期
」
を
、
明
治
中
期
～
昭
和
初
期
と
い
う
長
い

タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
捉
え
る
、
第
二
に
、
「
欧
化
と
伝
統
」
と
い
う
分
析
軸
を
用

い
る
、
第
三
に
、
「
教
育
思
想
史
」
の
立
場
を
一
貫
す
る
、
と
い
う
三
点
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
、
順
に
整
理
と
検
証
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
、

沖
田
報
告
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
沖
田
氏
に
よ
っ
て

す
で
に
上
梓
さ
れ
て
い
る
『
日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究
』
（
一
九
九
二
年
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
の
成
果
も
ふ
ま
え
て
論
評
し
た
い
。

第
一
に
、
検
討
の
対
象
と
し
た
時
期
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
「
近
代
の
天
皇
」

を
考
察
す
る
場
合
の
「
転
換
期
」
と
い
え
ば
、
幕
末
・
維
新
期
か
今
次
大
戦
後

の
占
領
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
を
あ
え
て
、
日
露
戦
後
を
中
心
と
す

る
明
治
中
期
～
昭
和
初
期
に
対
象
を
絞
っ
た
の
は
、
一
八
五
五
年
に
生
ま
れ
一

九
四
四
年
に
没
し
た
井
上
を
取
り
上
げ
る
か
ぎ
り
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ

る
も
の
の
、
沖
田
氏
は
そ
こ
に
よ
り
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
現
代
的
関
心
を
起
点
と
す
る
遡
及
的
な
時
代
区
分
論
に
立
っ
て
、

制
度
的
に
確
立
さ
れ
た
「
近
代
の
天
皇
」
が
変
質
し
て
い
く
過
程
を
「
転
換
期
」

と
捉
え
、
そ
の
要
因
を
「
国
際
化
」
す
な
わ
ち
「
膨
張
す
る
国
家
」
に
と
も
な

う
異
文
化
接
触
に
求
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
近
代
全
体
を
「
転
換

期
」
と
捉
え
る
視
点
に
よ
っ
て
、
１
’
－
－
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
し
た
こ

民
道
徳
」
で
は
「
筆
禍
事
件
」
を
起
こ
し
「
不
敬
」
と
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
疑

問
を
「
世
界
論
」
の
レ
ベ
ル
で
解
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
転
換
期
に
お
け

る
国
家
と
天
皇
」
の
一
つ
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
。

＊

＊

＊

と
は
確
か
で
あ
る
。

第
二
に
、
異
文
化
接
触
の
問
題
を
思
想
史
の
テ
ー
マ
と
す
る
方
法
と
し
て
、

「
欧
化
と
伝
統
」
の
相
克
を
近
代
思
想
の
課
題
と
捉
え
、
両
者
の
間
で
分
裂
す

る
意
識
の
止
揚
が
模
索
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
。
井
上
に
つ
い
て
も
、
儒
教
的

な
徳
目
が
「
伝
統
」
、
西
洋
哲
学
が
「
欧
化
」
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
二
元
論

は
排
斥
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
融
合
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
目
標
と
さ
れ
た
の
だ
と

い
う
。
具
体
的
に
は
、
「
日
本
哲
学
」
を
構
想
す
る
中
で
宗
教
批
判
を
行
い
、

そ
れ
ら
の
成
果
を
国
民
道
徳
論
と
し
て
社
会
に
還
元
し
て
い
く
。
こ
こ
で
よ
り

重
要
な
の
は
、
沖
田
氏
が
思
想
評
価
の
も
う
一
つ
の
軸
と
し
て
各
民
族
の
「
共

通
性
」
と
「
個
別
性
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
よ
っ
て
た
と
え
ば
井
上
の
勅
語
解
釈
と
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
間
に
は
、
前
者

の
場
合
は
哲
学
と
い
う
世
界
民
族
に
普
遍
的
な
原
理
で
説
明
し
、
後
者
で
は
日

本
民
族
の
個
別
性
か
ら
批
判
す
る
と
い
う
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
、
と
指
摘
す

る
。

第
三
に
、
「
教
育
思
想
史
」
の
立
場
を
一
貫
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
沖
田
報
告
は
、
「
学
制
」
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
、
明
治
二
十
年
代
に
完
成

し
た
日
本
の
国
民
教
育
が
勅
語
体
制
と
い
い
う
る
も
の
だ
っ
た
と
し
た
上
で
、

そ
の
内
実
を
埋
め
る
国
民
道
徳
論
の
形
成
こ
そ
が
井
上
の
思
想
的
課
題
と
な
っ

た
と
す
る
。
井
上
の
知
的
営
為
が
教
育
の
分
野
に
か
ぎ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
明
治
青
年
の
第
一
世
代
と
し
て
、
彼
の
思
索
と
行

動
が
常
に
現
実
の
明
治
国
家
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
っ

て
、
「
教
育
思
想
史
」
の
立
場
は
井
上
の
思
想
世
界
を
解
明
し
て
い
く
上
で
有

効
な
も
の
と
し
て
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
た
め
に
、
井
上

の
国
体
論
や
進
化
論
の
構
造
へ
の
本
格
的
な
論
及
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ

五
八



問
題
の
『
我
が
国
体
と
国
民
道
徳
』
は
、
一
九
二
五
年
九
月
十
日
に
広
文
堂

書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
四
九
八
頁
の
大
冊
で
あ
る
。
出
版
当
初
は
と
く
に
問
題

も
な
く
、
井
上
は
「
謹
厳
な
道
徳
論
者
」
（
九
月
二
十
三
日
付
『
読
売
新
聞
』
）

と
の
評
価
を
維
持
し
て
い
た
。
す
で
に
同
年
四
月
に
は
哲
学
会
長
に
再
選
さ
れ
、

十
月
に
は
貴
族
院
議
員
に
も
勅
選
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
翌
年
九
月
に
な
る
と
、
同
書
中
と
く
に
七
頁
の
三
種
の
神
器
に
関

す
る
記
述
、
「
元
と
の
鏡
と
剣
は
、
疾
く
に
失
は
れ
て
、
今
は
只
模
造
の
そ
れ

が
存
し
て
居
る
や
う
で
あ
る
」
に
対
し
て
、
頭
山
満
ら
四
人
に
よ
る
非
難
の
小

冊
子
が
出
回
り
、
「
筆
禍
事
件
」
へ
と
発
展
す
る
。
井
上
は
、
自
身
の
主
宰
す

る
雑
誌
『
東
亜
之
光
』
誌
上
に
、
「
但
鏡
と
剣
と
は
疾
く
に
そ
れ
ぞ
れ
別
に
御

神
体
と
し
て
お
祭
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
」
と
の
訂
正
文
を
掲

た
。

沖
田
報
告
は
、
以
上
の
三
つ
の
視
点
に
立
っ
て
井
上
哲
次
郎
の
国
民
道
徳
論

を
勅
語
解
釈
と
宗
教
批
判
か
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
心
に
潜
む
天
皇
観
の
陥

奔
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
狙
い
は
、
フ
ロ
ア
ー
の
参
加
者
を
含
め
て
お

お
む
ね
の
理
解
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
如
何
せ
ん
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
体

の
制
約
と
、
報
告
の
前
半
部
分
で
時
間
を
超
過
し
た
た
め
、
最
後
の
『
我
が
国

体
と
国
民
道
徳
』
の
位
置
づ
け
は
、
論
理
的
整
合
性
を
求
め
る
こ
と
に
の
ゑ
急

だ
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
井
上
は
な
ぜ
『
我
が
国
体
と
国
民
道

徳
』
に
お
い
て
「
不
敬
」
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
若
干
の

材
料
を
補
足
し
な
が
ら
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
沖
田
報
告
で
残
さ
れ
た
課
題
に
言

及
す
る
こ
と
で
コ
メ
ン
ト
を
結
び
た
い
。

＊

＊

＊

げ
た
が
、
結
局
す
べ
て
の
公
職
か
ら
退
き
、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
に
は
暴

漢
に
襲
わ
れ
て
負
傷
す
る
に
い
た
る
。
一
連
の
事
件
の
背
景
に
は
、
井
上
が
大

東
文
化
学
院
総
長
と
し
て
同
学
院
の
三
教
授
を
解
職
し
た
事
件
が
あ
り
、
純
粋

な
思
想
事
件
と
は
考
え
ら
れ
な
い
側
面
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
沖
田
報
告
で

は
充
分
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
事
件
は
、
明
治
年
間
の
い
わ
ゆ
る
「
教
育

と
宗
教
の
衝
突
論
争
」
に
も
劣
ら
な
い
意
味
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
井
上
の
世
界
論
に
は
西
洋
哲
学
が
目
指

す
普
遍
的
原
理
へ
の
思
考
が
胚
胎
し
て
い
て
、
と
り
わ
け
合
理
的
精
神
が
大
き

な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
早
く
源
了
圓
氏
に

よ
っ
て
も
、
井
上
の
勅
語
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

世
界
論
に
基
づ
い
て
、
井
上
の
『
古
事
記
』
や
三
種
の
神
器
に
対
す
る
合
理
的

見
解
も
導
か
れ
る
。
事
件
か
ら
十
年
以
上
後
に
書
か
れ
た
回
顧
録
で
も
、
井
上

は
「
何
等
不
敬
の
念
が
有
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
（
『
懐
旧
録
』
）
と
言
い
、
青

年
に
向
か
っ
て
東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
の
融
合
を
説
き
、
そ
の
「
西
洋
文
化
の

長
所
は
希
臘
主
義
の
結
果
に
よ
っ
て
起
れ
る
科
学
的
研
究
と
功
利
主
義
と
に
あ

る
」
（
昭
和
十
三
年
二
月
十
六
日
の
演
説
）
と
し
て
暉
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で

は
、
「
忠
君
」
「
愛
国
」
な
ど
の
勅
語
的
徳
目
を
世
界
民
族
に
共
通
な
も
の
と
理

解
す
る
井
上
は
、
疑
い
な
く
〃
明
治
啓
蒙
の
子
〃
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
合
理
的
解
釈
は
、
一
部
の
国
体
論
者
に
は
見
逃
せ
な
い

種
類
の
も
の
と
映
っ
た
。
一
九
二
六
年
（
昭
和
元
）
十
月
に
、
井
上
の
著
書
に

つ
い
て
請
願
上
奏
を
な
し
た
陸
軍
少
将
（
た
だ
し
後
備
役
）
の
肩
書
き
を
も
つ

草
生
政
恒
な
る
人
物
に
は
、
「
神
器
の
事
を
軽
く
取
扱
っ
た
」
も
の
で
、
「
独
り

皇
室
に
対
し
て
不
敬
の
言
句
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
世
道
人
心
に
害
あ
る
個
所

も
頗
る
多
く
」
み
え
た
（
『
日
本
及
日
本
人
』
第
二
九
号
）
。
さ
ら
に
、
大
東

五
九



か
つ
て
井
上
の
糾
弾
を
蒙
っ
た
内
村
鑑
三
は
、
こ
の
事
件
を
「
不
思
議
な
る

事
件
」
（
「
日
記
」
大
正
十
五
年
九
月
二
十
六
日
）
と
み
て
、
「
変
れ
ば
変
る
世

の
中
で
あ
る
」
（
同
上
）
と
書
い
た
。
で
は
、
何
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
。
ま

さ
に
そ
れ
が
「
転
換
期
の
国
家
と
天
皇
」
の
問
題
で
あ
り
、
沖
田
報
告
に
即
し

て
い
え
ば
勅
語
解
釈
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
思
想
史
上
の
エ
ポ
ッ
ク
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
研
究
的
破
壊
論
」
を
天
皇
制
の
「
密
教
」
、
「
伝
統
的
国

体
擁
護
論
」
を
「
顕
教
」
と
す
る
な
ら
ば
、
井
上
流
の
「
密
教
」
が
「
顕
教
」

に
よ
っ
て
封
じ
込
め
ら
れ
る
過
程
と
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
点
だ
け
付
言
す
る
な
ら
ば
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
も
述
べ
た
よ
う

に
、
「
近
代
の
天
皇
」
を
思
想
史
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
制
度

史
的
な
研
究
は
不
可
避
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
教
育
勅
語
」
に
し
て
も
、

一
九
○
七
年
（
明
治
四
十
）
の
公
式
令
制
定
に
と
も
な
う
閣
議
書
添
付
の
帝
室

制
度
調
査
局
に
よ
る
有
権
解
釈
に
お
い
て
、
「
勅
語
」
か
ら
「
詔
書
」
へ
の
事

実
上
の
格
上
げ
が
確
認
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
国
民
道
徳
論
が
展
開
し
て
い
っ
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
が
さ
ら
に
戦
時
体
制
下
で
神
格
化
さ
れ
て
い
く
契
機
の
一
つ
が

井
上
の
「
筆
禍
事
件
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
近
代
の
天
皇
」
に
関
し
て
は
、

制
度
面
を
含
め
た
事
実
関
係
の
よ
り
一
層
の
解
明
と
あ
わ
せ
て
、
思
想
解
読
の

精
度
を
高
め
て
い
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

沖
田
報
告
は
、
テ
ー
マ
の
拡
散
を
避
け
る
た
め
か
な
り
慎
重
に
限
定
を
加
え

な
が
ら
進
め
ら
れ
、
決
し
て
論
争
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た

個
々
の
問
題
は
多
く
の
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
「
近
代
の

壊
論
」
と
呼
び
、
自
ら

（
同
誌
第
一
○
○
号
）
。

文
化
学
院
を
解
職
さ
せ
ら
れ
た
佐
藤
仁
之
助
は
、
井
上
の
態
度
を
「
研
究
的
破
天
皇
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
一
層
の
深
ま
り
を
ゑ
せ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

壊
論
」
と
呼
び
、
自
ら
を
「
伝
統
的
国
体
擁
護
論
」
と
称
し
て
区
別
し
て
い
る
（
筑
波
大
学
歴
史
人
類
学
系
講
師
）

六
○


