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内
　
　
田

商

、
ン
ー

１
　
「
大
謀
反
者
」

の
問
題

　
一
九
一
〇
年
、
明
治
四
士
二
年
は
有
島
武
郎
回
心
の
年
で
あ
る
。
「
回
心
」

を
神
仏
へ
の
帰
依
と
す
る
原
義
を
重
ん
じ
れ
ば
、
反
回
心
、
自
己
回
帰
の
年
で

と
評
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
か
ね
て
焦
慮
し
て
き
た
懸
案
事
項
の
一
つ
に

自
ら
区
切
り
を
付
け
た
年
で
あ
る
。

　
　
愈
々
自
分
を
明
ら
か
に
す
べ
き
時
が
来
た
の
を
押
さ
へ
っ
け
て
も
く
感

　
ず
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
、
あ
る
春
私
は
森
本
君
に
も
相
談
せ
ず
、
妻
に
も

　
告
げ
ず
に
、
突
然
一
枚
の
退
会
届
を
私
の
霊
の
誕
生
地
な
る
独
立
教
会
に
送

　
る
事
に
し
た
。
そ
こ
に
は
小
さ
い
な
が
ら
人
々
の
間
に
驚
惜
が
起
こ
つ
た
や

　
う
だ
つ
た
。
妻
は
私
に
は
黙
つ
て
何
に
も
云
は
な
か
つ
た
が
非
常
に
不
安
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
感
じ
た
ら
し
か
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
第
四
版
序
言
」
）

そ
の
退
会
届
を
出
し
た
の
が
こ
の
春
　
　
、
五
月
上
旬
で
あ
ろ
う
。
こ
の
月
十

五
日
、
彼
は
校
長
を
務
め
て
き
た
札
幌
独
立
基
督
教
会
の
日
曜
学
校
で
そ
の
職

を
退
く
事
を
教
員
お
よ
び
児
童
に
伝
え
、
ま
た
台
北
で
教
職
に
就
い
て
い
た
旧

友
木
村
徳
蔵
に
あ
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

　
　
生
一
身
上
に
起
り
た
る
出
来
事
に
は
先
日
突
然
生
所
属
之
教
会
に
退
会
届

　
を
差
出
し
た
る
事
に
御
坐
侯
事
は
突
然
な
れ
ど
も
兼
而
熟
考
之
結
果
に
有

　
之
是
れ
に
て
生
も
重
荷
を
お
ろ
し
自
己
良
心
の
明
瞭
な
る
満
足
を
買
得
申
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
又
一
は
文
芸
雑
誌
「
白
樺
」
と
云
へ
る
を
同
人
と
出
板
致
侯
事
に
御
坐
侯

　
離
教
の
地
滑
り
は
早
く
滞
米
中
に
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
経
過
は
す
で
に
書

　
　
　
　

い
た
こ
と
な
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
あ
え
て
そ
れ
を

実
行
に
移
し
た
背
景
に
は
、
「
結
婚
生
活
に
這
入
つ
て
か
ら
は
私
は
益
々
神
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
と
同
じ

な
教
会
へ
は
出
席
す
る
事
が
出
来
な
く
な
つ
た
」
と
い
う
偽
善
的
な
生
活
へ
の

自
己
嫌
悪
が
ま
す
ま
す
昂
じ
た
こ
と
と
も
に
、
同
人
と
し
て
参
加
し
た
「
白

樺
」
創
刊
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
優
柔
不
断
、
臆
病
と
自
認
し
て
い
た
彼



に
と
っ
て
、
そ
の
退
会
は
「
熟
考
」
の
果
て
に
か
ち
え
た
新
た
な
人
生
態
度
の

選
択
で
あ
っ
た
。
自
我
確
立
、
精
神
的
自
立
の
願
望
を
先
送
り
し
て
い
た
の
で

は
執
筆
活
動
が
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
衝
迫
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
白
樺
」
の
仲
間
た
ち
の
結
び
付
き
も
「
物
を
云
ふ
時
は
何
時
で
も
一
人
一
流

榊
一
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
っ
も
、
創
刊
号
を
囲
ん
で
高
揚
し
た
同
人
や
在

京
の
作
家
た
ち
と
の
交
流
に
励
ま
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
も

あ
れ
、
彼
を
敬
震
な
キ
リ
ス
ト
者
と
信
頼
し
た
人
た
ち
の
「
驚
惜
」
や
「
不

安
」
を
招
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
年
の
願
望
で

あ
っ
た
。
そ
の
ハ
ー
ド
ル
を
彼
は
ど
う
に
か
越
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
彼
に
は
、
「
自
分
を
明
ら
か
に
す
べ
き
時
が
来
た
の
を
押
さ
へ
っ

　
　
　
　
　
　
　
○
と
同
じ

け
て
も
く
感
ず
る
一
も
う
；
の
願
望
が
あ
一
た
。
そ
れ
は
、
「
人
生
態
度

に
全
く
同
意
で
き
な
い
」
父
へ
の
従
属
、
「
長
男
の
肩
に
負
わ
さ
れ
る
重
荷
」

　
　
家
父
長
的
家
族
制
度
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
か
な
わ
ず
、

黙
し
つ
っ
「
父
の
死
を
願
」
い
つ
づ
け
る
「
不
孝
の
子
」
の
出
現
と
な
っ
て
晩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
の
「
親
子
」
に
ま
で
伏
流
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
精
神
の
自
由
の
た
め
に

あ
え
て
「
霊
の
誕
生
地
」
を
去
っ
た
彼
も
、
骨
肉
の
く
ひ
き
　
　
　
「
親
子
」
の

し
が
ら
み
に
っ
い
て
は
黙
し
て
耐
え
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
多
く
の
研
究
者
が
取
り
上
げ
て
き
た
奇
妙
な
書
簡
が
あ
る
。

　
　
又
結
婚
之
事
か
く
は
か
り
早
く
ま
と
ま
ら
ん
と
は
僕
も
思
か
け
ず
先
っ
何

　
ん
と
申
上
侯
而
宜
敷
や
一
寸
困
る
次
第
に
は
候
得
共
僕
之
聞
く
所
に
よ
れ
ば

　
　
　
　
　
「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

信
子
氏
は
人
や
か
な
る
無
邪
な
る
処
女
な
る
が
如
し
　
其
母
な
る
人
若
し
君

か
云
ふ
が
如
く
ん
ば
君
の
縁
組
は
決
し
て
悲
観
す
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
じ
と

被
存
候
　
我
等
は
到
底
矛
盾
せ
る
二
時
代
の
犠
牲
た
る
を
以
て
満
足
せ
ざ
る

可
ら
ざ
る
可
く
候
　
決
定
し
た
る
目
的
の
与
へ
ら
れ
ざ
る
所
に
あ
り
て
百
方

模
索
の
間
に
死
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
運
命
に
あ
る
様
被
存
候
　
凡
て
の
点
に
於

て
我
等
が
眼
に
見
耳
に
聴
き
頭
脳
の
承
認
し
た
る
事
実
は
我
等
の
為
す
を
避

け
ざ
る
可
ら
ざ
る
処
な
る
か
に
被
存
候
　
我
等
の
道
は
三
あ
り
　
大
謀
反

　
＠者

と
な
る
か
奴
隷
と
な
る
か
世
を
く
ら
ま
す
か
則
ち
是
れ
　
而
し
て
君
も
僕

も
大
謀
反
者
た
る
に
は
力
未
だ
足
ら
ず
奴
隷
た
る
に
は
心
余
り
に
高
く
黙
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
て
云
は
ざ
る
の
一
事
を
撰
ふ
の
外
な
か
る
べ
く
候
　
此
点
に
於
て
僕
は
君
が

信
子
氏
と
の
縁
組
を
上
出
来
な
り
と
申
侯
も
の
に
御
坐
侯
　
よ
き
美
し
き
而

　
し
て
高
き
結
合
を
為
し
給
へ
　
夫
は
八
分
妻
を
形
造
り
得
る
　
　
特
に
日
本

　
に
於
て
　
　
も
の
に
候
得
者
恐
れ
給
ふ
に
は
及
ふ
ま
じ
く
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
（
明
治
４
３
年
８
月
９
日
付
、
生
馬
あ
て
書
簡
、
圏
点
は
論
者
）

生
馬
の
結
婚
が
正
式
に
決
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
の
文
面
で
あ
る
。
「
よ
き

美
し
き
而
し
て
高
き
結
合
を
為
し
給
へ
」
と
い
う
箇
所
だ
け
は
弟
の
結
婚
が
決

ま
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
兄
の
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
結
婚
へ
の
は
な
む

け
の
言
葉
と
し
て
は
ま
こ
と
に
奇
妙
な
字
句
の
連
な
る
文
面
で
あ
る
。

　
よ
か
っ
た
、
お
め
で
と
う
！
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
意
外
だ
、
言
葉

に
窮
す
る
、
け
れ
ど
も
悲
観
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
所
詮
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



　
　
　
　
　
「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

れ
は
「
矛
盾
せ
る
二
時
代
の
犠
牲
」
と
な
っ
て
模
索
の
う
ち
に
死
ん
で
い
く
運

命
を
背
負
っ
て
い
る
の
だ
。
「
黙
し
て
云
は
ざ
る
」
道
を
選
ぶ
ほ
か
な
い
の
だ

か
ら
、
こ
の
点
で
は
君
た
ち
の
縁
組
は
上
出
来
だ
っ
た
と
言
う
の
だ
。
夫
婦
問

の
こ
と
は
こ
れ
か
ら
の
努
力
で
ど
う
に
か
な
る
だ
ろ
う
だ
か
ら
、
こ
の
結
婚
を

恐
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
書
い
て
い
る
。
友
人
に
書
き
送
っ
た
「
愈
華
燭
の
典

を
挙
げ
ら
れ
侯
由
の
御
報
知
に
接
し
歓
喜
此
事
、
末
長
く
御
栄
あ
ら
ん
事
を
衷

心
よ
り
奉
祝
納
侯
…
」
（
明
治
４
２
年
７
月
２
３
日
、
木
村
徳
蔵
あ
て
書
簡
）
の
よ

う
な
文
面
は
儀
礼
的
な
祝
辞
に
過
ぎ
ぬ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、

生
馬
あ
て
の
「
祝
辞
」
の
方
は
、
素
直
に
は
喜
べ
な
い
事
情
、
そ
の
背
景
に
複

雑
な
事
情
が
介
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
段
階
で

生
罵
が
や
む
な
く
「
黙
し
て
云
は
ざ
る
」
道
、
屈
服
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
　
　
と
、
有
島
が
受
け
取
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
生
馬
の
結
婚
の
背
後
に
は
、
後
に
志
賀
直
哉
が
『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
に
細
叙

し
た
安
井
関
子
」
（
実
名
・
関
安
子
）
の
問
題
が
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
志

賀
の
眼
を
通
し
て
と
ら
え
た
「
事
実
経
過
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
、
当
時
の
志
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

日
記
に
も
そ
れ
と
重
な
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
有
島
が
明
治
四
十
一

年
一
月
二
十
一
日
の
日
記
に
帰
国
以
来
の
身
辺
の
出
来
事
を
回
想
列
記
し
た
中

に
も
「
安
子
ノ
身
ノ
上
、
志
賀
ノ
悲
劇
」
と
見
え
る
し
、
安
子
に
あ
て
て
手
紙

を
書
い
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
生
馬
の
渡
欧
は
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
十
八
年
五
月
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

ら
や
っ
て
来
た
武
郎
と
ナ
ポ
リ
で
落
ち
合
っ
た
の
が
翌
年
九
月
、
渡
欧
二
年
目

の
生
馬
に
と
っ
て
関
安
子
は
な
お
恋
人
と
し
て
生
き
て
い
た
は
ず
で
、
二
人
が

イ
タ
リ
ァ
．
ス
ィ
ス
．
ド
ィ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
を
旅
を
共
に
す
る
問
、
生
馬
が
残

し
て
き
た
安
子
の
こ
と
も
話
題
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
武
郎
が
帰
国
し
て
問
も

な
い
一
九
〇
七
年
五
月
九
日
に
、
「
謝
堂
後
…
関
宅
相
尋
申
侯
処
悪
折
安
子
不

在
失
望
母
上
二
大
体
之
事
申
述
帰
宅
仕
侯
」
（
同
日
付
、
志
賀
直
哉
あ
て
書
簡
）

　
　
志
賀
の
話
を
聞
い
た
上
で
安
子
の
実
家
を
訪
ね
た
と
い
う
用
件
は
、
生
馬

の
心
変
わ
り
を
伝
え
る
こ
と
な
ど
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
後
三
年
を
経
て
帰
国
し
た
生
馬
の
気
持
ち
は
も
は
や
安
子
か
ら
離
れ
て
い
て
、

も
は
や
安
子
と
「
結
婚
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
」
し
、
渡
欧
前
の
事
情
を
知
る

友
人
た
ち
に
も
「
余
り
触
れ
て
貰
ひ
た
く
な
い
風
を
見
せ
」
る
。
志
賀
は
、
そ

れ
も
ま
た
や
む
な
し
と
受
け
容
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
安
子
の
問
題
を
唆
昧

に
放
置
し
た
ま
ま
新
し
い
結
婚
話
を
急
ぐ
、
生
罵
の
「
そ
の
有
頂
天
な
様
子
は

僕
に
は
苦
々
し
く
か
ん
じ
ら
れ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
（
『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
瀬
沼
茂
樹
は
そ
の
い
き
さ
つ
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
…
生
馬
は
こ
の
娘
に
ひ
か
れ
、
曙
町
の
研
究
所
に
着
衣
モ
デ
ル
に
頼
み
、

　
ま
た
番
町
の
家
の
女
中
に
し
た
。
イ
タ
リ
ア
に
留
学
す
る
と
き
ま
っ
た
と
き
、

　
こ
の
安
子
と
い
う
女
中
と
結
婚
す
る
つ
も
り
で
、
後
事
を
親
友
の
直
哉
と
黒

木
三
次
と
に
托
し
た
。
直
哉
は
友
人
の
恋
人
を
托
さ
れ
た
こ
と
に
悪
い
気
が

し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
安
子
を
女
学
校
に
通
わ
せ
、
教
養
を
身
に
っ
け
る



よ
う
に
と
り
は
か
ら
っ
た
。
生
馬
の
姉
で
、
山
本
直
良
に
嫁
し
た
愛
子
が
秘

か
に
金
銭
的
に
援
助
を
し
て
く
れ
た
。
有
島
武
郎
が
留
学
か
ら
帰
っ
て
き
た

　
と
き
に
は
、
直
哉
は
自
分
と
女
中
と
の
結
婚
問
題
に
相
談
に
の
っ
て
も
ら
う

　
と
と
も
に
、
生
馬
の
安
子
問
題
に
つ
い
て
も
、
事
情
を
う
ち
あ
け
て
、
相
談

　
し
た
。
…
武
郎
や
直
哉
の
動
き
は
武
に
安
子
の
こ
と
を
感
づ
か
せ
、
こ
の
結

　
婚
は
父
に
は
以
て
の
外
と
考
え
ら
れ
た
。

　
父
武
は
、
生
馬
と
関
安
子
と
の
結
婚
に
は
む
ろ
ん
不
賛
成
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
彼
が
そ
の
経
過
を
知
っ
て
「
以
て
の
外
」
と
断
じ
た
の
は
い
っ
だ
ろ
う
か
。

「
白
樺
」
創
刊
号
が
で
き
上
が
っ
て
三
日
後
、
志
賀
日
記
に
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

　
　
三
月
三
十
一
日
　
…
夕
方
、
散
歩
し
て
帰
り
、
有
島
（
注
・
生
馬
一
が
安

　
君
と
の
事
を
相
談
し
た
が
、
自
分
は
ど
う
し
て
も
一
時
に
明
白
に
す
る
事
を

　
恐
れ
る
こ
と
を
い
つ
た
。

　
自
ら
も
、
女
中
と
の
関
係
で
父
と
の
間
に
苦
い
出
来
事
を
経
験
し
た
志
賀
が

こ
の
問
題
を
「
一
時
に
明
白
に
す
る
事
」
に
不
安
を
感
じ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
後
旬
日
を
経
ず
に
事
は
「
明
白
」
に
な
り
、
武
は
そ
の
結

婚
を
「
以
て
の
外
」
と
断
じ
て
善
後
策
に
乗
り
出
し
て
い
る
。

　
　
四
月
九
日
　
…
有
島
の
父
上
は
、
安
君
及
び
其
家
族
か
ら
第
三
者
な
る
、

　
田
村
と
自
分
と
に
宛
て
・
後
来
何
の
ワ
ズ
ラ
イ
を
も
惹
き
起
さ
な
い
や
う
、

　
手
紙
を
書
か
せ
る
と
い
ふ
考
へ
だ
さ
う
だ
、
そ
し
て
原
稿
を
作
つ
て
こ
の
通

　
　
　
　
　
「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
と
同
じ

　
り
書
け
と
い
ふ
の
だ
さ
う
だ
、

　
志
賀
は
そ
の
言
い
分
に
腹
を
立
て
た
が
「
病
的
な
所
の
あ
る
堅
い
頭
に
そ
ん

な
事
は
ワ
カ
ラ
ナ
イ
、
と
思
ふ
し
意
味
さ
へ
明
ら
か
な
ら
安
子
君
も
そ
れ
程
不

快
は
あ
る
ま
い
と
思
つ
て
」
同
意
し
た
、
と
あ
る
。
当
時
在
京
中
で
あ
っ
た
武

郎
は
こ
の
席
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
翌
日
の
志
賀
日
記
に
、
「
田
村
の
帰
っ
た

後
、
泊
れ
と
い
ふ
の
で
昨
夜
は
（
有
島
邸
に
）
泊
つ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
生
馬

は
も
ち
ろ
ん
在
宅
し
た
は
ず
だ
し
、
武
郎
の
方
も
事
の
な
り
ゆ
き
は
承
知
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
念
書
ま
が
い
の
手
紙
を
書
か
せ
よ
う
と
す
る
父
武
の

強
引
な
や
り
方
を
「
病
的
な
所
の
あ
る
堅
い
頭
」
の
横
暴
と
し
、
生
馬
の
暖
味

な
態
度
を
「
犠
牲
」
に
耐
え
る
忍
従
の
姿
と
読
ん
だ
。
そ
れ
が
、
前
掲
の
生
馬

あ
て
書
簡
の
「
悲
観
す
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
じ
」
「
恐
れ
給
ふ
に
は
及
ふ
ま
じ
」

な
ど
慰
籍
の
口
吻
に
現
れ
て
い
る
。
生
馬
は
、
た
く
ま
ず
し
て
「
黙
し
て
云
は

ざ
る
の
一
事
を
撰
ふ
」
、
「
矛
盾
せ
る
二
時
代
の
犠
牲
」
の
役
割
を
武
郎
の
前
に

演
じ
お
お
せ
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
生
馬
あ
て
書
簡
も
、
こ
の
文
脈
の
中
に
置

い
て
み
れ
ば
「
奇
妙
」
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
弟
へ
の
慰
め
と
励
ま
し
の
言
葉

で
あ
っ
た
と
納
得
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
書
簡
の
一
節
「
我
等
の
道
は
三
あ
り
　
大
謀
反
者
と
な
る

か
奴
隷
と
な
る
か
世
を
く
ら
ま
す
か
則
ち
是
れ
　
而
し
て
君
も
僕
も
大
謀
反
者

た
る
に
は
力
未
だ
足
ら
ず
奴
隷
た
る
に
は
心
余
り
に
高
く
黙
し
て
云
は
ざ
る
の

一
事
を
撰
ふ
の
外
な
か
る
べ
く
侯
」
と
い
う
文
面
の
「
大
謀
反
者
」
の
語
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
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「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

「
大
逆
事
件
に
対
す
る
弟
と
の
黙
契
を
見
出
し
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
＠

た
山
田
昭
夫
の
仮
説
が
あ
る
。
や
が
て
そ
れ
は
大
逆
事
件
へ
の
素
早
い
反
応
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

す
る
解
釈
に
な
っ
て
継
承
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
定
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
「
大
謀
反
者
」
が
幸
徳
秋
水
ら
を
指
し
、
検
挙
の
進
行
し
て
い
る
今
は
、

「
黙
し
て
云
は
ざ
る
の
一
事
を
撰
ふ
の
外
な
」
し
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
す
れ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ば
、
「
此
点
に
於
て
僕
は
君
が
信
子
氏
と
の
縁
組
を
上
出
来
な
り
と
申
侯
も
の

に
御
坐
侯
」
と
い
う
次
の
文
に
ど
う
続
く
の
か
、
そ
の
続
き
具
合
が
わ
た
く
し

に
は
理
解
で
き
な
い
。
「
大
謀
反
者
」
の
語
に
生
馬
と
の
問
の
「
（
あ
る
）
黙

契
」
を
読
み
取
る
点
に
は
賛
成
だ
が
、
黙
契
の
内
容
は
大
逆
事
件
と
は
異
な
る

も
の
だ
っ
た
と
田
甘
う
。

　
　
親
の
憂
え
子
の
悲
し
む
時
代
は
実
に
今
の
時
代
に
御
座
候
　
実
際
を
申
候

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
而
何
も
か
も
老
ひ
た
る
時
代
の
要
求
に
従
へ
は
身
は
忽
ち
思
想
の
潮
流
に
乗

　
り
遅
れ
て
新
し
き
時
代
と
は
伴
ふ
事
不
能
勇
ま
し
く
新
し
き
時
代
に
伴
は
ん

　
と
す
れ
ば
身
に
は
誤
解
の
雲
深
く
立
お
ほ
ひ
申
侯
　
　
　
　
　
　
〔
Ａ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
４
１
年
５
月
１
３
日
付
、
母
幸
子
あ
て
書
簡
）

　
　
待
設
け
給
へ
る
以
上
に
家
の
方
々
強
硬
の
態
度
に
出
で
ら
れ
侯
由
御
苦
心

　
の
程
乍
蔭
御
察
申
上
侯
。
然
し
是
れ
結
局
君
の
為
に
は
良
善
の
運
命
な
ら
ず

　
や
と
存
上
侯
。
是
れ
あ
る
が
故
に
君
は
家
族
主
義
て
ふ
日
本
在
来
の
魎
習
よ

り
脱
却
し
給
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
Ｂ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
４
２
年
３
月
１
７
日
付
、
前
田
謙
あ
て
書
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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意
志
疎
通
せ
ざ
る
家
庭
の
虜
と
な
ら
れ
侯
御
趣
見
れ
ば
小
生
も
万
々
経
験

　
を
有
す
る
事
誠
に
以
て
御
同
情
の
至
り
に
不
耐
侯
。
然
し
此
頃
は
小
生
も
大

　
に
悟
申
侯
。
　
…
暫
時
雌
伏
し
て
修
養
と
精
励
と
を
事
と
し
他
日
の
飛
躍
に

　
資
せ
ら
れ
ん
事
を
祈
上
侯
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
Ｃ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
４
２
年
６
月
１
９
日
付
、
前
田
謙
あ
て
書
簡
）

　
結
婚
前
後
を
通
じ
て
有
島
の
脳
裏
に
あ
っ
た
「
矛
眉
せ
る
二
時
代
」
の
相
克

と
は
、
〔
Ａ
〕
の
書
簡
に
ら
れ
る
よ
う
に
「
家
族
主
義
」
を
個
人
の
上
に
置
く

「
老
ひ
た
る
時
代
」
と
自
ら
の
求
め
る
「
新
し
き
時
代
」
の
確
執
で
あ
る
。

〔
Ｂ
〕
の
書
簡
は
、
土
曜
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
ア
メ
リ
カ
留
学
を
希
望
し

て
い
た
前
田
謙
が
そ
の
希
望
に
対
す
る
「
家
」
の
強
硬
な
態
度
（
経
済
的
援
助

の
拒
絶
な
ど
）
に
遭
遇
し
た
の
を
慰
め
励
ま
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
続
く

〔
Ｃ
〕
は
、
「
家
庭
の
虜
」
と
な
っ
て
苦
慮
し
て
い
る
と
い
う
同
人
に
対
し
、

「
暫
時
雌
伏
し
て
」
他
日
の
飛
躍
を
期
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
彼
が
生

馬
に
対
し
て
「
黙
し
て
云
は
ざ
る
」
道
を
と
る
他
な
い
と
し
た
の
も
、
彼
一
流

の
「
雌
伏
の
勧
め
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従

っ
て
、
こ
の
文
脈
の
中
で
の
「
大
謀
反
」
は
、
国
家
権
力
な
い
し
は
天
皇
制
に

対
す
る
反
逆
で
あ
る
よ
り
も
、
「
家
族
主
義
て
ふ
日
本
在
来
の
魎
習
」
に
対
す

る
反
逆
、
平
た
く
言
え
ば
父
武
の
意
向
に
対
し
て
の
反
抗
を
意
味
す
る
言
葉
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
生
馬
の
結
婚
は
当
人
の
入
院
の
た
め
ニ
カ
月
遅
れ
て
、
十
一
月
十
一
日
に
挙



式
、
「
此
度
の
事
に
っ
き
て
は
御
両
親
様
の
御
よ
ろ
こ
び
実
に
非
常
の
御
様
子
。

昨
日
父
上
様
被
帰
御
手
紙
は
言
文
一
致
か
何
か
で
御
よ
ろ
こ
び
の
様
は
ち
ぎ
れ

相
に
拝
読
。
…
大
な
る
御
孝
養
な
さ
れ
候
事
と
存
申
侯
」
一
明
治
４
３
年
ｕ
月
２
０

日
付
、
生
馬
あ
て
書
簡
）
と
い
う
形
で
落
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

一
年
後
の
秋
に
ま
た
生
馬
夫
妻
の
新
居
を
め
ぐ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
そ
の
折
も
有
島
は
「
老
先
久
し
か
ら
ざ
る
父
上
に

御
配
慮
を
か
け
侯
よ
り
は
互
に
譲
る
べ
き
処
は
快
く
譲
り
て
円
満
な
る
解
決
」

を
図
る
よ
う
に
と
助
言
し
一
明
治
４
４
年
１
０
月
８
日
付
書
簡
一
、
一
段
落
を
み
た

後
、
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

　
　
我
々
が
こ
ん
な
時
代
に
住
む
と
云
ふ
事
は
い
ら
ぬ
苦
痛
を
す
る
の
で
無
駄

　
な
勢
力
を
費
や
す
は
何
れ
程
だ
か
知
れ
な
い
。
而
か
も
夫
れ
を
僕
は
覚
悟
し

　
て
居
る
。
僕
は
散
々
迷
っ
た
末
に
其
く
び
き
に
堪
へ
る
覚
悟
を
し
た
。
或
る

　
時
期
ま
で
は
敵
に
圧
伏
さ
れ
て
黙
っ
て
居
る
積
り
に
し
た
。
夫
れ
だ
か
ら
僕

　
の
道
が
其
為
め
に
は
か
ど
ら
な
い
の
は
僕
自
身
の
責
任
で
誰
れ
か
ら
憐
ん
で

　
も
ら
ふ
必
要
も
な
い
。
　
　
　
　
　
（
同
年
１
２
月
２
３
日
付
、
生
馬
あ
て
書
簡
）

　
教
会
離
脱
は
あ
え
て
し
た
有
島
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
も
う
一
っ
の
「
く
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

き
」
に
は
耐
え
続
け
る
「
雌
伏
」
の
内
に
、
半
忍
従
の
片
肺
飛
行
で
そ
の
創
作

活
動
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

２
　
「
大
逆
事
件
」

理
解
の
問
題

　
「
大
謀
反
者
」
の
「
黙
契
」
を
わ
た
く
し
は
右
の
よ
う
に
読
む
の
だ
が
、
そ

れ
が
直
ち
に
彼
が
大
逆
事
件
に
無
関
心
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
「
事
件
」
は
「
か
ん
か
ん
虫
」
の
改
稿
に
、
あ
る
い
は
「
叛

逆
者
」
の
執
筆
に
、
さ
ら
に
「
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
」
の
執
筆
開
始
に
投
影

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
り
注
目
す
べ
き
指
摘

　
　
＠

が
多
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
る
一
つ
の
前
提
と
し
て
、
有
島
自

身
の
大
逆
事
件
理
解
に
関
す
る
小
さ
な
確
認
を
試
み
た
い
。

　
「
事
件
」
が
姿
を
現
し
た
の
は
明
治
四
十
三
年
五
月
二
十
五
日
、
爆
発
物
製

造
の
嫌
疑
に
よ
る
宮
下
太
吉
の
逮
捕
か
ら
で
あ
る
。
札
幌
在
住
の
有
島
が
こ
の

事
件
を
知
る
経
路
と
し
て
高
山
亮
二
は
「
東
京
朝
日
新
聞
」
地
方
版
と
「
北
海

タ
イ
ム
ス
」
を
想
定
し
、
そ
の
報
道
を
詳
細
に
調
査
し
た
結
果
を
発
表
し
て
い

＠
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
六
月
三
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」
地
方
版
の
報
道
が
も
っ

と
も
早
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
、
有
島
は
宮
下
逮
捕
の
九
日
後
に
そ
の
発
端
を

知
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
「
事
件
」
は
拡
大
し
、
六
月
二
十
一
日
に
「
無

政
府
党
員
幸
徳
秋
水
一
派
の
爆
発
物
陰
謀
事
件
は
、
其
の
後
紀
州
新
宮
大
石
様

亭
、
岡
山
な
る
森
近
運
平
の
捕
縛
を
最
後
と
し
て
、
一
先
段
落
を
告
げ
た
る
も

の
・
如
し
」
と
「
無
政
府
主
義
者
の
全
滅
」
が
報
じ
ら
れ
た
一
明
治
４
４
年
－
月

１
９
日
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
）
。
ロ
ン
ド
ン
で
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
を
訪
ね
て
幸
徳
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
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「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

水
へ
の
書
簡
を
託
さ
れ
、
ま
た
札
幌
に
着
任
し
て
か
ら
有
志
と
と
も
に
社
会
主

義
に
つ
い
て
の
研
究
会
を
持
っ
て
そ
の
理
解
を
深
め
て
き
た
有
島
は
、
「
社
会

主
義
者
捕
縛
」
の
報
道
に
ま
ず
驚
き
、
そ
の
後
の
成
り
行
き
を
憂
慮
し
、
幸
徳

ら
十
二
名
の
死
刑
と
い
う
結
末
に
暗
潜
た
る
思
い
を
抱
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
山
田
昭
夫
の
一
文
「
有
島
武
郎
と
大
逆
事
件
」
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る

必
読
文
献
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
は
ま
ず
、
吉
田
孤
羊
の
『
啄
木
を
続
る
人

々
』
に
書
き
と
め
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
「
余
談
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
大
島
氏
と
札
幌
時
代
か
ら
非
常
に
懇
意
で
、
啄
木
の
思
想
生
活
に
人
並
な

　
ら
ぬ
関
心
を
も
つ
て
ゐ
た
有
島
氏
が
、
あ
る
と
き
大
島
氏
に
「
君
は
啄
木
の

　
手
紙
を
も
っ
て
ゐ
る
さ
う
で
す
が
、
一
本
わ
け
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
」
と
申

　
出
た
。
で
氏
が
所
蔵
し
て
ゐ
た
う
ち
で
一
番
長
い
殊
に
例
の
大
逆
事
件
に
つ

　
い
て
最
も
多
く
を
語
つ
て
ゐ
る
の
を
一
通
贈
つ
た
処
、
有
島
氏
は
非
常
に
喜

　
び
、
そ
の
礼
状
の
一
節
に
「
啄
木
は
幾
度
読
み
か
へ
し
て
見
て
も
や
は
り
生

　
れ
た
天
才
で
、
吾
々
凡
人
の
遠
く
及
ぶ
処
で
な
い
」
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
が

　
認
め
ら
れ
て
あ
つ
た
と
い
ふ
。

　
こ
の
莚
言
に
つ
い
て
、
山
田
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
…
有
島
が
〈
非
常
に
喜
ん
だ
〉
の
は
単
に
啄
木
書
簡
だ
か
ら
と
い
う
以
上

　
に
、
啄
木
が
大
逆
事
件
に
つ
い
て
〈
最
も
多
く
語
つ
て
〉
い
る
貴
重
な
書
簡

　
で
あ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
研
究
者
サ
イ
ド
か
ら
い
え
ば
、

　
こ
の
〈
余
談
〉
は
、
た
と
え
寸
言
な
が
ら
有
島
が
啄
木
に
つ
い
て
語
っ
た
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

　
と
ん
ど
唯
一
の
感
想
で
あ
り
、
か
つ
有
島
の
大
逆
事
件
へ
の
そ
れ
な
り
の
関

　
心
を
証
す
る
も
の
で
も
あ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
山
田
は
ま
た
、
有
島
が
こ
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
の
は
「
二
人
の
上
京
後
の

こ
と
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
有
島
の
東
京
転
住
は
大
正
三
年
秋
で
あ
る
が
、

大
島
の
方
は
大
正
七
年
の
農
商
務
省
へ
の
就
任
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、

そ
の
時
期
は
か
な
り
繰
り
下
が
る
。
ま
た
有
島
は
、
『
或
る
女
』
後
編
執
筆
中

の
大
正
八
年
四
月
十
四
日
に
、
〈
沖
野
氏
が
こ
っ
そ
り
と
話
す
幸
徳
秋
水
の
話

を
聴
く
Ｖ
た
め
に
鎌
倉
か
ら
上
京
し
て
お
り
、
大
正
十
一
年
十
月
二
十
五
日
に

は
「
愛
に
就
い
て
」
の
講
演
で
そ
の
話
に
触
れ
て
い
る
。
山
田
昭
夫
の
指
摘
す

る
通
り
、
有
島
が
こ
の
事
件
か
ら
た
だ
な
ら
ぬ
衝
撃
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、

さ
ら
に
事
件
に
っ
い
て
「
並
な
み
な
ら
ぬ
関
心
の
持
続
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
こ

れ
ら
の
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
氏
は
こ
の
書
簡
が
「
啄
木
全
集
所
収
の
も
の
の
一
通
な
の
か
、
そ

れ
と
も
全
集
未
収
録
で
現
存
す
る
の
か
ど
う
か
、
一
切
っ
ま
び
ら
か
で
な
い
」

と
慎
重
に
判
断
を
留
保
し
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
次
の
一
通
が
そ
れ
に
当
た

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
れ
は
臼
井
吉
見
が
、
大
逆
事
件
の
衝
撃
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
い
て
石
川
啄
木
が
書
い
た
「
あ
る
手
紙
」
と
し
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
カ
ッ
コ
〔
〕
内
は
省
か
れ
て
い
る
。

　
　
…
　
現
在
の
社
会
組
織
、
経
済
組
織
、
家
族
制
度
…
…
そ
れ
ら
を
そ
の
儘

　
に
し
て
お
い
て
、
自
分
だ
け
一
人
合
理
的
生
活
を
建
設
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と



は
、
実
践
の
結
果
、
遂
に
失
敗
に
終
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時

か
ら
私
は
、
一
人
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
問
に
○
○
ｏ
ｏ
邑
奇
く
◎
巨
一
昌
亥
と
な

り
、
色
々
の
事
に
対
し
て
ひ
そ
か
に
。
。
ｏ
ｏ
邑
艮
一
〇
な
考
へ
方
を
す
る
や
う
に

な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
丁
度
そ
こ
へ
伝
へ
ら
れ
た
の
が
、
今
度
の
大
事
件
の
発

覚
で
し
た
。
恐
ら
く
最
も
驚
い
た
の
は
、
か
の
頑
迷
な
る
武
士
道
論
者
で
な

く
し
て
、
実
に
こ
の
私
だ
つ
た
で
せ
う
。
私
は
そ
の
時
、
彼
等
の
信
条
に
つ

い
て
も
、
又
そ
の
＞
冨
弓
プ
室
一
〇
◎
昌
昌
；
庁
目
と
普
通
所
謂
Ｃ
り
◎
ま
茅
冒
と

の
区
別
な
ど
も
さ
つ
ぱ
り
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
兎
も
角
も
前
一
言
っ
た
や

う
な
傾
向
に
あ
つ
た
私
、
小
さ
い
時
か
ら
革
命
と
か
暴
動
と
か
反
抗
と
か
い

ふ
こ
と
に
一
種
の
憧
憶
を
持
つ
て
ゐ
た
私
に
と
つ
て
は
、
そ
れ
が
丁
度
、
知

ら
ず
く
自
分
の
歩
み
込
ん
だ
一
本
路
の
前
方
に
於
て
先
に
歩
い
て
ゐ
た
人

達
が
突
然
火
の
中
へ
飛
び
込
ん
だ
の
を
遠
く
か
ら
目
撃
し
た
や
う
な
気
持
で

し
た

　
〔
そ
れ
は
ま
あ
何
う
で
も
い
・
と
し
て
、
；
冒
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の

は
、
今
度
の
裁
判
が
、
△
△
△
裁
判
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
私
は
或
方

法
に
よ
つ
て
今
回
の
事
件
の
一
件
書
類
一
紙
数
七
千
枚
…
一
も
主
要
な
と
こ

ろ
は
ず
っ
と
読
み
ま
し
た
し
、
ま
た
幸
徳
が
獄
中
か
ら
弁
護
士
に
宛
て
た
陳

弁
の
大
論
文
の
写
し
も
と
り
ま
し
た
、
あ
の
事
件
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
事

件
を
一
し
ょ
に
し
て
あ
り
ま
す
、
宮
下
太
吉
を
首
領
と
す
る
管
野
、
新
村
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

雄
、
古
河
力
作
の
四
人
だ
け
は
明
白
に
七
十
三
条
の
罪
に
当
っ
て
ゐ
ま
す
が
、

　
　
　
　
「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

自
余
の
者
の
企
て
は
、
そ
の
性
質
に
於
て
騒
擾
罪
で
あ
り
、
然
も
そ
れ
が
意

志
の
発
動
だ
け
で
予
備
行
為
に
入
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
ま
だ
犯
罪
を
構
成
し

　
て
ゐ
な
い
の
で
す
、
さ
う
し
て
こ
の
両
事
件
の
間
に
は
何
等
正
確
な
る
連
絡

　
の
証
拠
が
な
い
の
で
す
、
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
一
明
治
４
４
年
２
月
６
日
付
、
大
島
経
男
あ
て
啄
木
書
簡
一

　
こ
の
書
簡
は
、
慢
性
腹
膜
炎
で
大
学
病
院
に
入
院
し
た
啄
木
が
手
術
の
前
日

に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
「
特
別
裁
判
事
件
一
大
逆
事
件
）
」
と
、
雑

誌
刊
行
の
計
画
を
伝
え
た
も
の
で
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
約
九
枚

に
及
ぶ
。
そ
れ
が
二
番
長
い
」
も
の
か
ど
う
か
、
大
逆
事
件
に
っ
い
て
「
最

も
多
く
を
語
っ
て
ゐ
る
」
か
ど
う
か
、
比
較
す
べ
き
書
簡
が
な
い
以
上
断
定
は

で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

　
こ
の
書
簡
は
、
大
島
か
ら
受
け
取
っ
た
新
年
の
手
紙
で
北
海
道
の
こ
と
を
思

い
出
し
た
、
と
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
「
今
猶
あ
な
た
が
タ
イ
ム
ス
に
居
ら

れ
る
か
何
う
か
も
疑
問
だ
っ
た
」
と
も
あ
る
か
ら
、
し
ば
ら
く
文
通
の
途
絶
え

た
後
の
、
久
し
振
り
の
大
島
あ
て
書
簡
だ
っ
た
と
分
か
る
。
大
審
院
で
事
件
の

公
判
が
始
ま
っ
た
の
が
明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
日
、
年
が
明
け
て
一
月
十
八

日
に
は
幸
徳
ら
二
十
四
名
に
死
刑
判
決
、
一
翌
日
そ
の
う
ち
十
二
名
を
恩
赦
と

し
て
無
期
に
減
刑
し
た
が
）
二
十
四
、
五
の
両
日
に
幸
徳
秋
水
ら
十
二
名
の
死

刑
を
執
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
急
ぎ
に
急
ぐ
断
罪
と
処
刑
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
経
過
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
前
掲
書
簡
以
前
に
、
啄
木
が
大
島
に
あ
て
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



　
　
　
　
　
「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

こ
の
事
件
に
関
し
て
さ
ら
に
「
多
く
を
語
」
る
手
紙
を
書
く
機
会
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
啄
木
全
集
書
簡
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
大
島
経
男
あ
て
書
簡
は
十
二
通
で
あ

る
。
前
掲
書
簡
の
十
日
後
に
病
室
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
短
信
が
あ
り
、

そ
の
後
に
、
よ
う
や
く
退
院
し
て
自
宅
で
静
養
す
る
こ
と
に
な
っ
た
旨
の
三
月

十
五
日
付
け
書
簡
が
く
る
。
従
っ
て
前
掲
書
簡
の
後
　
　
手
術
と
予
後
の
入
院

中
に
、
さ
ら
に
「
長
い
」
、
事
件
に
つ
い
て
さ
ら
に
「
多
く
を
語
」
る
手
紙
を

書
く
機
会
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
書
簡
を
有
島
が
大
島
経
男
か
ら

譲
り
受
け
た
啄
木
書
簡
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
こ
の
書
簡
を
読
ん
だ
有
島
が
啄
木
に
感
服
し
た
理
由
を
推
し
量
る
と
、
次
の

三
点
が
考
え
ら
れ
る
。
文
面
の
記
述
と
は
逆
に
な
る
が
、
有
島
の
関
心
を
考
慮

す
る
と
次
の
よ
う
な
順
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
第
一
点
は
、
幸
徳
を
そ
の
「
冤

罪
」
か
ら
救
抜
し
た
啄
木
の
事
実
認
識
で
あ
る
。
幸
徳
秋
水
が
宮
下
ら
と
共
に

「
爆
烈
弾
を
製
造
し
、
過
激
な
る
行
動
を
為
さ
ん
と
せ
し
」
（
明
治
４
３
年
６
月
５

日
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
）
と
報
じ
ら
れ
た
こ
の
事
件
、
「
吾
々
は
テ
ロ
リ
ズ
ム

（
暗
殺
主
義
を
謂
ふ
。
）
の
外
に
取
る
べ
き
方
法
な
し
」
と
す
る
実
行
グ
ル
ー
プ

に
「
其
の
首
魁
」
１
と
し
て
か
か
わ
っ
た
と
す
る
判
決
（
明
治
４
４
年
－
月
１
９
日
、

同
紙
）
の
、
歪
め
ら
れ
た
事
実
経
過
の
一
端
が
こ
の
書
簡
に
よ
っ
て
初
め
て
糺

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
審
理
は
非
公
開
で
あ
り
、
管
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
新

聞
報
道
を
通
じ
て
「
事
件
」
の
真
相
を
知
る
術
は
な
か
っ
た
。
「
二
つ
の
事
件
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を
一
し
ょ
に
し
」
た
判
決
の
不
当
を
指
摘
し
、
幸
徳
と
「
爆
烈
弾
」
一
派
を
裁

然
と
腋
分
け
し
、
彼
の
場
合
は
「
そ
の
性
質
に
於
て
騒
擾
罪
で
あ
り
、
然
も
そ

れ
が
意
志
の
発
動
だ
け
で
予
備
行
為
に
入
っ
て
ゐ
な
い
」
と
し
た
証
言
は
有
島

に
と
っ
て
千
金
に
値
す
る
一
節
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
有
島
に
は
、
体
制
変

革
へ
の
強
烈
な
志
向
と
と
も
に
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
否
定
の
峻
厳
な
論
理
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
山
田
昭
夫
が
「
勿
論
、
有
島
が
〈
大
謀
叛
〉
を
肯
定
す
る
わ
け

は
な
い
」
と
書
き
、
高
山
亮
二
が
「
彼
に
〈
こ
と
〉
の
重
大
さ
を
直
感
さ
せ
た

も
の
は
、
事
件
の
当
初
か
ら
新
聞
記
事
に
現
れ
た
〈
爆
烈
弾
〉
の
文
字
だ
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
悪
し
き
体
制
へ
の
「
謀
反
」

が
「
爆
烈
弾
」
で
か
な
う
は
ず
が
な
い
と
い
う
有
島
の
認
識
を
適
確
に
と
ら
え

た
も
の
生
言
え
よ
う
。

　
第
二
は
、
「
大
事
件
の
発
覚
」
に
驚
い
た
啄
木
の
感
性
へ
の
共
感
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
金
子
喜
一
を
知
り
、
社
会
主
義
の
文
献
に
触
れ
、
時
に

そ
の
集
会
に
も
参
加
し
、
『
露
国
革
命
党
の
老
女
』
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た

有
島
自
身
も
ま
た
「
革
命
と
か
暴
動
と
か
反
抗
と
か
い
ふ
こ
と
に
一
種
の
憧
慢

を
持
っ
一
一
人
で
あ
っ
た
。
啄
木
が
こ
こ
に
書
い
た
、
「
知
ら
ず
く
自
分
の

歩
み
込
ん
だ
一
本
路
の
前
方
に
於
て
先
に
歩
い
て
ゐ
た
人
達
が
突
然
火
の
中
へ

飛
び
込
ん
だ
の
を
遠
く
か
ら
目
撃
し
た
や
う
な
気
持
」
と
は
、
こ
の
「
事
件
」

の
報
道
に
接
し
て
有
島
の
胸
中
を
横
切
っ
た
驚
き
と
恐
れ
に
、
端
的
に
し
て
適

切
な
表
現
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。



　
そ
の
第
三
は
、
「
現
在
の
社
会
組
織
、
経
済
組
織
、
家
族
制
度
」
を
そ
の
ま

ま
放
置
し
な
が
ら
、
「
自
分
だ
け
一
人
合
理
的
生
活
を
建
設
し
よ
う
と
い
ふ
こ

と
」
は
不
可
能
だ
と
す
る
認
識
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

有
島
が
っ
と
に
気
付
き
な
が
ら
骨
肉
の
し
が
ら
み
に
呪
縛
さ
れ
て
遼
巡
し
続
け

る
焦
慮
の
核
心
に
触
れ
る
断
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
簡
を
彼
が
い
つ
読
ん
だ
か

と
い
う
時
期
と
も
考
え
合
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
農
場
問
題
や

家
族
制
度
の
問
題
が
自
己
確
立
を
阻
む
障
害
に
な
る
と
苦
慮
し
続
け
た
彼
に
と

っ
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
啄
木
の
断
案
は
明
断
な
論
理
と
し
て
受
容
で
き
る
も

の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
も
あ
れ
有
島
は
、
こ
の
啄
木
書
簡
に
よ
っ
て
大
逆

事
件
を
再
認
識
し
、
自
己
確
立
の
た
め
に
と
る
べ
き
方
途
つ
い
て
改
め
て
考
察

す
る
契
機
を
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
島
経
男
あ
て
啄
木
書
簡
の
一
通
は
、
ナ

イ
ー
フ
な
二
人
の
「
革
命
憧
憶
」
家
　
　
啄
木
と
有
島
の
至
近
点
を
照
ら
し
出

す
こ
と
に
な
っ
た
。

注
○
　
有
島
武
郎
　
森
本
厚
吉
共
著
『
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
伝
』
第
四
版
一
大
正
８
年
６
月

　
１
５
日
、
警
醒
社
書
店
一
の
巻
頭
（
一
－
五
〇
ぺ
ー
ジ
）
に
掲
載
さ
れ
た
序
文
の
一
節
。

　
筑
摩
書
房
版
『
有
島
武
郎
全
集
』
第
七
巻
一
昭
和
５
５
年
４
月
２
０
日
一
巻
末
の
「
解

　
題
」
一
佐
々
木
靖
章
）
に
よ
れ
ば
、
同
文
の
初
出
は
同
年
２
；
４
月
の
「
東
方
時
論
」

　
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
下
、
参
考
文
献
は
和
暦
で
表
示
す
る
。

　
　
筑
摩
書
房
版
『
有
島
武
郎
全
集
』
第
十
三
巻
一
昭
和
５
９
年
６
月
３
０
日
一
所
収
。
以

　
下
、
宛
名
人
と
日
付
を
あ
げ
た
同
全
集
所
収
書
簡
に
っ
い
て
は
と
く
に
断
ら
な
い
。

「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

　
　
小
稿
「
有
島
武
郎
の
創
作
カ
法
　
上
　
－
－
　
「
宣
言
」
か
ら
『
迷
路
』
へ
」
一
昭

　
和
５
０
年
２
月
、
「
同
志
杜
国
文
学
」
第
１
０
号
一

　
　
「
読
者
に
」
一
大
正
７
年
９
月
、
「
白
樺
」
一

　
小
稿
「
「
親
ヱ
・
」
覚
え
書
」
一
昭
和
５
９
年
３
月
ユ
日
、
「
同
志
社
国
文
学
」
第
２
３
号
一

　
　
「
大
謀
反
者
」
の
語
は
、
叢
文
閣
版
全
集
第
九
巻
一
大
正
１
３
年
一
に
、
「
大
謀
叛

　
者
」
と
表
記
さ
れ
、
新
潮
杜
版
全
集
第
八
巻
一
昭
和
４
年
一
も
そ
れ
を
踏
襲
し
た
。

　
筑
摩
書
房
版
全
集
第
十
三
巻
一
昭
和
５
９
年
一
に
至
っ
て
「
大
謀
版
者
」
と
補
訂
さ
れ

　
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
仮
に
「
国
家
転
覆
を
は
か
る
者
」
の
原
義
を
持
つ
「
大

　
謀
反
者
」
の
表
記
を
と
っ
た
。

¢
　
岩
波
書
店
版
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
四
巻
一
昭
和
４
８
年
１
０
月
１
８
日
一
所
収
。

＠
　
岩
波
書
店
版
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
十
巻
一
昭
和
４
８
年
ｕ
月
１
９
日
）
所
収
。

　
　
「
有
島
生
馬
の
帰
朝
　
　
日
本
文
壇
史
第
二
百
二
回
」
一
昭
和
４
６
年
９
月
「
群
像
」
一

＠
　
近
代
作
家
叢
書
『
有
島
武
郎
』
一
昭
和
４
！
年
－
月
２
０
日
、
明
治
書
院
一

〇
こ
の
書
簡
と
大
逆
事
件
を
結
び
付
け
て
論
じ
た
論
文
で
管
見
に
人
っ
た
幾
つ
か
を

　
あ
げ
る
。
お
お
む
ね
、
有
島
は
「
沈
黙
」
に
甘
ん
じ
た
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
重
く

　
受
け
と
め
つ
つ
創
作
に
向
か
っ
た
と
す
る
論
旨
で
あ
る
。
◆
何
故
彼
は
沈
黙
の
道
を

　
え
ら
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
当
時
有
島
武
郎
自
身
の
身
辺
に
も
危
険
が
せ
ま
っ
て

　
い
た
た
め
だ
と
推
測
す
る
。
…
彼
に
と
っ
て
は
啄
木
以
上
に
直
接
「
冬
の
時
代
」
が

　
の
し
か
か
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
　
一
関
　
岳
夫
「
有
島
武
郎
ノ
ー
ト
　
　
有
島
武

　
郎
の
思
想
と
文
学
の
発
想
を
め
ぐ
っ
て
」
昭
和
４
５
年
１
２
月
１
５
日
、
「
文
化
評
論
」
臨

　
時
増
刊
一
。
◆
有
島
は
”
大
謀
反
者
”
幸
徳
秋
水
ら
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
自
ら

　
は
こ
の
く
冬
の
時
代
Ｖ
を
”
黙
し
て
云
は
ざ
る
〃
姿
勢
で
迎
え
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
有
島
は
全
く
沈
黙
し
た
訳
で
も
な
か
一
た
。
一
か
ん
く
虫
一
の
発
表
は
、
ゴ

　
ル
キ
ー
の
翻
訳
と
い
う
迷
彩
色
の
衣
裳
を
身
に
ま
と
っ
た
、
彼
の
精
一
杯
の
国
家
権

　
力
へ
の
抗
議
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
上
杉
省
和
「
『
か
ん
か
ん
墨
』
論
」
昭

　
和
５
６
年
７
月
３
１
日
、
北
大
「
国
語
国
文
学
研
究
」
第
６
６
号
一
。
◆
文
中
の
く
大
謀
反

三



「
大
謀
反
者
」
と
大
逆
事
件

　
者
〉
の
語
は
、
上
記
新
聞
報
道
の
時
期
か
ら
も
、
〈
時
代
に
処
す
る
道
〉
の
文
脈
か

　
ら
も
、
幸
徳
の
事
件
を
念
頭
に
置
き
記
し
た
も
の
と
考
え
て
誤
り
は
あ
る
ま
い
。

　
（
高
山
亮
二
「
有
島
武
郎
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
旧
　
　
農
場
解
放
の
一
視
点
と
し
て
」

　
昭
和
５
６
年
９
月
－
日
、
「
北
方
文
芸
」
）
。
◆
大
逆
事
件
へ
の
有
島
の
反
応
は
、
異
様

　
に
素
早
く
用
心
深
い
沈
黙
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
（
高
山
氏
）
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
、

　
こ
の
沈
黙
の
底
に
、
大
逆
事
件
ｉ
「
大
謀
叛
」
云
々
の
書
簡
－
『
叛
逆
者
』
－
『
或

　
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
と
い
う
流
れ
が
（
同
年
の
教
会
退
会
と
と
も
に
）
有
島
の
作

　
家
的
ス
タ
ー
ト
を
め
ぐ
る
一
組
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
栗
田
廣

　
美
「
有
島
武
郎
と
、
〈
中
世
〉
へ
の
共
感
」
昭
和
５
８
年
７
月
、
『
鑑
賞
日
本
文
学
　
１
０

　
有
島
武
郎
』
月
報
）
。
◆
こ
の
「
奴
隷
と
な
る
か
」
が
「
国
家
権
力
」
の
「
奴
隷
」

　
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
は
明
白
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
五
月
中
旬
ご
ろ
に
「
国

　
家
至
上
主
義
」
「
国
家
観
念
」
の
「
奴
隷
」
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
か
ら
に
は
、

　
生
馬
が
「
ブ
ラ
ン
ド
」
の
こ
の
回
の
分
を
も
し
読
ん
で
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
確
か

　
に
弟
と
の
「
黙
契
」
は
あ
り
得
べ
き
こ
と
だ
。
　
（
佐
々
木
さ
よ
「
有
島
武
郎

　
明
治
四
士
二
年
前
後
の
断
面
」
（
昭
和
６
３
年
３
月
２
１
日
、
「
文
墾
と
批
評
」
第
６
巻
第

　
７
号
）

＠
　
岡
田
盾
夫
に
、
「
「
大
謀
叛
者
」
と
い
う
言
葉
は
む
ろ
ん
幸
徳
秋
水
を
意
識
し
た
修

　
辞
的
文
句
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
た
し
か
に
か
れ
は
「
奴
隷
た
る
に
は
心
余
り
に

　
高
く
」
ま
た
多
く
を
透
視
で
き
る
位
相
に
自
ら
を
置
い
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
が
あ

　
る
（
「
有
島
武
郎
論
卿
　
　
「
重
荷
」
、
「
自
己
」
、
「
自
然
」
」
昭
和
４
８
年
５
月
２
０
日
、

　
「
無
名
鬼
」
第
１
８
号
）
。
前
後
の
論
旨
に
関
し
て
は
意
見
を
保
留
し
た
い
が
、
問
題
の

　
語
句
を
「
修
辞
的
文
句
」
と
す
る
見
解
の
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
く
。

＠
　
注
＠
の
諸
編
の
ほ
か
、
大
逆
事
件
や
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
、
幸
徳
秋
水
と
有
島
の
当
時

　
の
創
作
活
動
の
関
係
に
触
れ
た
論
文
に
、
小
玉
晃
一
「
有
島
武
郎
と
ク
ロ
ポ
ト
キ

　
ン
」
（
昭
和
３
６
年
１
１
月
１
６
日
、
青
山
学
院
大
学
一
般
教
育
部
会
「
論
集
」
第
２
号
）
、

　
栗
原
幸
夫
「
あ
る
知
識
人
論
の
周
辺
」
（
昭
和
４
２
年
６
月
－
日
、
「
本
の
手
帖
」
第
６
４

一
四

　
号
）
、
安
川
定
男
「
作
家
前
史
　
　
思
想
の
形
成
　
五
　
第
二
札
幌
時
代
」
（
昭
和
４
２

　
年
ｕ
月
３
日
、
『
有
島
武
郎
論
』
明
治
書
院
）
、
森
山
重
雄
「
有
島
武
郎
に
お
け
る
生

　
の
二
律
性
認
識
　
　
付
、
知
識
階
級
の
位
相
」
（
昭
和
４
４
年
６
月
３
０
日
、
『
実
行
と
芸

　
術
』
塙
書
房
）
、
佐
藤
　
勝
「
『
か
ん
か
ん
姦
』
か
ら
『
カ
イ
ン
の
末
商
』
へ
」
（
昭

　
和
４
７
年
ｕ
月
１
０
日
、
瀬
沼
茂
樹
・
本
多
秋
五
編
『
有
島
武
郎
研
究
』
右
文
書
院
）
、

　
田
辺
健
二
「
明
治
四
十
三
年
の
有
島
武
郎
１
そ
の
文
学
的
出
発
」
（
昭
和
５
０
年
７

月
・
日
、
広
島
大
学
「
文
教
国
文
学
一
第
・
号
一
、
奥
田
浩
司
「
一
か
ん
く
虫
一
覚

　
え
書
ー
そ
の
杜
会
主
義
的
視
点
を
め
ぐ
っ
て
」
（
昭
和
６
０
年
３
月
２
０
日
、
金
沢
大

　
学
「
国
語
国
文
」
第
１
０
号
）
、
栗
田
廣
美
「
有
島
武
郎
『
叛
逆
者
』
と
〈
中
世
へ
の

　
共
感
〉
ー
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
・
大
逆
事
件
と
関
連
し
つ
っ
」
（
昭
和
６
０
年
７
月
１
０
日
、

　
「
日
本
文
学
」
）
、
高
山
亮
二
「
有
島
武
郎
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
八
　
旧
の
補
遣
－

　
「
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
」
の
田
鶴
子
を
中
心
と
し
て
」
）
昭
和
６
１
年
１
２
月
－
日
、

　
「
北
方
文
芸
」
）
な
ど
が
あ
る
。

＠
　
注
◎
の
高
山
亮
二
論
文
。

＠
　
「
有
島
武
郎
関
係
資
料
ノ
ｉ
ト
ｍ
」
（
昭
和
５
２
年
７
月
「
琶
言
と
構
想
」
第
１
０
輯
）

＠
　
「
白
樺
派
の
文
学
」
（
昭
和
３
３
年
９
月
、
『
岩
波
講
座
　
日
本
文
学
史
』
第
十
二
巻
）

◎
　
旧
刑
法
（
明
治
４
０
年
４
月
２
４
日
改
正
、
明
治
４
１
年
１
０
月
－
日
施
行
）
第
三
七
条
の
、

　
「
天
皇
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
、
皇
太
子
又
ハ
皇
太
孫
二
対
シ
、
危
害
ヲ
加

　
へ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス
」
を
指
す
。

＠
筑
摩
書
房
版
『
石
川
啄
木
全
集
』
第
七
巻
書
簡
（
昭
和
４
３
年
４
月
）
所
収
。
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