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族
に
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る
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裂
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傾
向

～
島
国
の
宿
命
三
～
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信
三

一も
し
何
人
か
ゞ
私
に
向
っ
て
「
現
在
わ
が
国
に
お
い
て

最
も
憂
う
べ
き
現
象
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
る
か
」
と
問

わ
れ
た
と
し
た
ら
、
私
は
直
ち
に
次
の
よ
う
に
答
え
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
根
本
的
に
は
民
族
と
し
て
の
主
体
性

の
欠
除
で
あ
る
が
、
そ
の
現
象
形
態
と
し
て
は
、
民
族
の

あ
ら
ゆ
る
部
面
に
見
ら
れ
る
分
裂
症
的
傾
向
と
し
て
現
わ

れ
て
い
る
」
と
。
で
は
こ
の
よ
う
な
分
裂
症
的
傾
向
の
根

本
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
民
族

の
こ
の
よ
う
な
分
症
的
傾
向
を
、
単
に
主
体
性
の
欠
除
か

ら
惹
起
（
じ
ゃ
っ
き
）
せ
ら
れ
る
と
説
明
す
る
こ
と
は
「
勿

論
か
つ
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
で
は
、

言
わ
ゆ
る
紋
切
型
の
形
式
的
な
説
明
で
あ
っ
て
、
真
の
説

明
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合

に
は
、
さ
ら
に
「
そ
れ
で
は
、
そ
の
主
体
性
の
欠
除
と
い

う
現
象
は
一
体
何
処
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
か
」
と
さ
ら

に
そ
の
原
因
を
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
私
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
も
っ
と
別
の

方
面
か
ら
考
察
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
こ
に
求
め
得
ら
れ
る
も
の
は
結
局
「
島
国
の
宿
命
」
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
即

ち
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
が
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
部

面
に
見
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
分
裂
症
的
傾
向
の
最
深
の
因

は
、
結
局
わ
が
国
が
島
国
で
あ
る
処
に
因
由
す
る
と
思
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
分
裂
症
的
傾
向
と
い
う
は
、
た
と
え

ば
、
進
歩
革
新
を
標
榜
す
る
人
々
の
民
族
主
義
的
言
説
と
、

現
在
の
政
権
を
握
っ
て
い
る
人
々
の
汚
職
的
頽
廃
現
象
の

如
き
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
く
教
育
界
に
例

を
と
る
も
、
本
国
た
る
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
一
二
の
例
外
的

地
域
以
外
に
は
実
施
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
コ
ア
・
カ

リ
キ
ユ
ラ
ム
の
よ
う
な
極
端
な
学
説
が
、
民
族
の
有
す
る

教
育
学
者
の
は
と
ん
ど
全
部
を
あ
げ
て
狂
奔
的
に
唱
導
せ

ら
れ
る
一
方
、
現
場
の
教
師
の
う
ち
に
は
、
教
科
書
さ
え

も
十
分
に
は
こ
な
し
得
な
い
助
教
の
人
々
が
少
く
な
い
と

言
っ
た
現
象
の
如
き
、
さ
ら
に
ま
た
今
一
つ
別
個
の
事
例

を
あ
げ
て
み
れ
ば
、
カ
メ
ラ
と
言
え
ば
余
裕
の
な
い
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
階
級
で
も
、
無
理
算
段
し
て
直
ぐ
に
何
万
円
と

い
う
中
級
乃
至
高
級
品
を
求
め
た
が
る
が
、
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
そ
の
写
す
写
真
は
、
米
人
が
七
八
千
円
級
の
写
真
機

で
写
し
た
も
の
に
も
及
び
え
な
い
が
如
き
等
々
、
い
ち
い

ち
挙
げ
た
ら
実
に
際
限
も
な
く
わ
れ
ら
の
周
囲
に
山
積
し

て
い
る
。

二で
は
こ
の
よ
う
な
民
族
に
お
け
る
分
裂
症
的
傾
向
の
深

因
を
、
何
故
私
は
島
国
に
あ
る
と
言
お
う
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
竹
内
好
氏
は
、
今
日
の
時
代
に
あ
っ
て
は
一
名

著
と
も
い
ぅ
べ
き
そ
の
「
現
代
中
国
論
」
に
お
い
て
、
こ

の
よ
う
な
分
裂
症
的
現
象
の
原
因
を
、
畢
竟
（
ひ
っ
き
ょ
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う
）
天
皇
制
に
基
ず
く
も
の
と
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
部
分
的
に
は
私
も
、
そ
う
し
た
面
の
あ
る
こ
と
を
否

む
わ
け
で
、
は
決
し
て
な
い
が
、
し
か
も
私
に
は
、
よ
り

深
い
根
本
助
な
原
因
は
、
結
局
わ
が
国
が
島
国
で
あ
る
と

い
う
点
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
分

裂
症
的
傾
向
の
深
因
を
、
結
局
島
国
性
に
あ
り
と
す
る
の

は
そ
も
そ
も
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
に
島
国
の
も

つ
大
陸
よ
り
の
遮
断
感
、
断
絶
感
の
意
義
を
重
視
し
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
島
国
性
と
は
、
大

陸
よ
り
の
国
土
の
遮
断
と
断
絶
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
と

こ
ろ
で
遮
断
と
断
絶
は
、
そ
の
恢
復
復
元
を
、
無
意
識
の

う
ち
に
内
包
せ
し
め
て
い
る
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
そ
う

し
て
普
通
一
般
の
人
々
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
復
元

恢
復
へ
の
希
求
は
、
意
識
の
深
層
的
底
部
に
た
ゞ
眠
り
呆

け
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
民
族
の
も
て
る
知
的
優
秀

分
子
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
復
元
恢
復
へ
の
希
求
は
、

意
識
的
挙
動
と
し
て
現
わ
れ
、
た
と
え
そ
れ
が
十
分
に
自

覚
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
「
本
能
的
希
求
」

と
し
て
発
現
す
る
を
常
と
す
る
。
即
ち
外
来
文
化
へ
の
異

常
な
る
憧
憬
希
求
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
そ
こ
に
生
ず
る
も
の
は
、
民
族
に
お
け
る
優

秀
分
子
の
外
国
文
化
に
対
す
る
異
常
に
過
敏
な
る
病
的
希

求
憧
憬
と
な
る
の
で
あ
っ
で
、
そ
れ
は
か
の
獄
中
の
囚
人

の
聴
覚
な
い
し
は
諸
感
能
が
、
外
界
の
刺
激
に
対
し
て
病

的
に
過
敏
な
の
と
、
相
対
比
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同

時
に
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
外
来
文
化
の
摂
取
を
し
て
模
写

な
ら
し
め
、
そ
れ
は
さ
ら
に
そ
の
多
面
性
と
瞬
間
性
と
を

招
来
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
模
写
的
で
あ
る
た
め

に
深
く
民
族
の
生
命
に
根
を
下
す
に
至
ら
ず
、
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
民
族
の
現
実
に
根
を
下
さ
ず
に
、
次
か
ら
次
へ

と
そ
の
模
写
の
対
象
を
変
え
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

こ
と
は
教
育
学
会
が
、
悪
し
き
意
味
に
お
い
て
、
最
も
典

型
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
明
治

維
新
以
後
八
十
年
間
に
お
け
る
教
育
学
説
の
送
迎
ほ
ど
に

一
国
の
学
問
界
が
根
な
し
草
的
現
象
を
露
呈
し
た
例
は
、

全
世
界
に
も
そ
の
対
比
を
求
め
難
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。三だ

が
こ
の
よ
う
な
現
象
は
ひ
と
り
教
育
界
の
み
で
な

く
、
根
本
的
に
は
わ
が
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
々
こ
こ
に
列
挙
す
る
ま
で
も
あ
る

ま
い
。
否
こ
の
よ
う
な
現
象
は
民
族
の
歴
史
を
顧
み
る
と

き
、
随
所
に
こ
れ
を
見
出
し
う
る
現
象
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
古
く
は
遣
唐
使
さ
か
ん
な
り
し
頃
よ
り
、
近
く

は
明
治
維
持
以
来
、
現
在
に
到
る
ま
で
の
わ
が
民
族
の
歩

み
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
他
の
大
陸
的
諸
民
族
に
は
と
う

て
い
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
外
来
文
化
へ
の
異
常
な
る
憧

憬
と
希
求
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
よ
う
な
希
求
の
凄
壮
（
せ
い
そ
う
）
と
も
形
容
す
べ
き

も
の
を
幕
末
期
に
お
け
る
蘭
学
者
の
群
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

否
そ
れ
ば
か
り
か
あ
の
世
界
的
に
も
そ
の
類
例
の
少
い

と
い
わ
れ
る
三
百
年
の
泰
平
を
保
て
る
徳
川
時
代
に
お
い

て
さ
え
、
儒
学
者
た
ち
…
…
そ
れ
が
常
時
に
お
け
る
ほ
と

ん
ど
唯
一
の
知
的
優
秀
分
子
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
あ

る
が
…
…
は
、
海
を
距
て
た
支
那
大
陸
の
文
化
に
対
し
て

無
限
な
る
憧
憬
思
慕
の
情
を
寄
せ
、
漢
土
の
現
実
を
ば
、

文
字
を
以
っ
て
表
現
せ
る
儒
教
の
諸
典
籍
の
表
現
そ
の
ま

ま
が
、
如
実
に
実
現
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
如
き
錯
覚
を
も

っ
て
い
た
と
い
う
誠
に
笑
え
ぬ
深
刻
な
悲
喜
劇
を
演
じ
て

い
た
の
で
あ
る
。

儒
者
と
言
え
ば
、
常
時
の
わ
が
民
族
を
代
表
す
る
民
族

の
叡
知
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
然
る
に
そ
れ
ら

の
人
々
が
何
故
そ
の
よ
う
な
大
き
な
誤
り
を
犯
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
端
的
に
は
、
そ
れ
ら
の
人

々
が
現
実
の
中
国
本
土
を
知
ら
ぬ
が
故
で
あ
り
、
随
っ
て

そ
の
得
た
処
の
知
識
内
容
は
す
べ
て
書
籍
に
よ
れ
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
の
諺
も
示

す
よ
う
に
、
現
実
に
中
国
の
本
土
を
知
り
さ
え
す
れ
ば
、

何
ら
叡
知
の
所
有
者
で
な
く
、
平
々
凡
々
の
一
般
庶
民
と

い
え
ど
も
そ
の
地
の
実
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
さ
し
て

困
難
で
な
い
が
、
身
そ
の
土
を
踏
ま
ず
し
て
そ
の
地
の
実

状
を
た
ゞ
書
物
典
籍
に
よ
っ
て
知
ろ
う
と
す
れ
は
、
如
何

な
る
叡
知
者
と
言
え
ど
も
そ
こ
に
誤
謬
と
錯
誤
に
陥
る
こ

と
の
あ
る
は
極
め
て
当
然
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

四と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
自
明
の
真
理
を
実

証
す
る
生
ま
な
ま
し
い
一
実
証
を
、
最
近
の
民
族
の
歩
み

の
上
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
昨
冬
中
共
よ
り
の
無
数
の

引
揚
げ
帰
還
者
の
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
民
族
の
、
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中
共
へ
の
認
識
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
と
共
に
、
そ
れ
を

契
機
と
し
て
わ
が
国
の
、
進
歩
革
新
の
陣
営
に
属
す
る
人

々
の
考
え
方
の
上
に
も
、
今
や
巨
大
な
る
変
化
が
招
来
せ

ら
れ
つ
つ
あ
る
現
象
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
文
献
と
し
て
は
、
毛
沢
東
の
著
書
が
我
が
国

に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
ず
と
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

現
に
そ
の
方
向
の
消
息
に
は
最
も
疎
い
私
の
よ
う
な
者
で

も
、
毛
沢
東
の
「
新
民
主
主
義
論
」
の
繙
読
を
す
す
め
ら

れ
た
の
は
、
確
か
昭
和
二
十
三
年
の
こ
と
だ
っ
た
か
と
記

憶
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
こ
れ
を
専
門
と

し
て
い
る
人
々
に
は
、
毛
沢
東
の
文
献
は
早
く
よ
り
眼
に

ふ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
わ
が
民

族
が
、
中
共
の
実
態
の
異
常
な
る
卓
越
性
を
、
民
族
の
体

を
通
し
て
の
実
感
と
し
て
把
握
し
て
い
た
の
は
、
結
局
前

述
の
よ
う
に
昨
年
度
の
無
数
の
無
名
の
中
共
帰
還
者
を
迎

え
て
以
来
の
こ
と
に
属
す
る
。

同
時
に
注
目
す
べ
き
現
象
は
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
わ

が
国
の
革
新
陣
営
に
属
す
る
人
々
の
態
度
の
上
に
も
巨
い

な
る
変
化
が
招
来
せ
ら
れ
出
し
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
巨
大
な
戦
術
的
転
換
を
、

最
も
勇
敢
に
敢
行
し
た
の
は
、
私
の
見
る
処
で
は
日
本
共

産
党
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
、
日
教
組
を
初
め
と
し
て
一
般

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
転
換
は
日
共
は
ど
に
鮮
か
で
は
な

い
。
思
う
に
こ
の
現
象
は
、
日
本
共
産
党
は
、
日
教
組
や
、

況
ん
や
た
だ
文
筆
の
上
に
衣
食
し
て
い
る
一
般
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
に
比
し
て
、
そ
の
民
族
に
対
す
る
負
荷
感
に
於
い

て
、
著
し
く
そ
の
浅
深
の
度
を
異
に
す
る
処
か
ら
来
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
が
そ
れ
ら
の
論
議
は
何
れ

に
も
せ
よ
、
と
に
か
く
に
わ
が
国
の
思
想
界
が
、
無
数
無

名
の
中
共
引
揚
げ
者
の
帰
還
を
機
と
し
て
、
今
や
巨
い
な

る
転
換
を
開
始
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
注

目
に
値
い
す
る
事
柄
で
あ
る
と
思
う
。
即
ち
そ
の
転
換
と

は
こ
れ
を
一
言
で
い
え
ば
い
わ
ゆ
る
公
式
主
義
よ
り
の
脱

却
で
あ
り
、
新
た
な
る
即
実
的
立
場
へ
の
移
行
で
あ
る
。

五と
こ
ろ
で
こ
ゝ
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う

な
元
来
即
実
主
義
的
で
あ
る
べ
き
転
換
そ
の
も
の
が
、
ま

た
も
や
そ
こ
に
中
国
を
以
っ
て
天
国
の
如
く
に
錯
覚
す
る

一
偏
到
的
傾
向
を
招
来
す
る
気
配
が
な
い
と
は
言
え
ぬ
こ

と
で
あ
る
。

中
共
に
対
し
て
は
、
私
は
勿
論
部
分
的
に
は
色
々
な
無

理
や
犠
牲
も
払
わ
れ
て
い
る
と
は
思
う
が
、
し
か
し
と
に

か
く
に
そ
れ
の
も
つ
意
義
は
、
漢
民
族
四
千
年
の
歴
史
の

上
に
も
比
類
少
き
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
は
な
い
か
と
思

う
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
文
盲
克
服
と
し
て
の
識
字
運
動
一

つ
の
う
え
に
も
明
か
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
何
が
「
善

政
」
だ
と
い
っ
て
も
、
一
般
民
衆
の
心
の
眼
を
開
く
ほ
ど

の
「
善
政
」
は
他
に
な
く
、
そ
し
て
文
字
を
教
え
る
と
い

う
こ
と
は
、
「
心
の
眼
を
開
く
」
開
眼
手
術
と
い
う
べ
き

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
都
界
に
ハ
エ
が
見
ら
れ
な

く
な
っ
た
と
か
、
あ
の
発
着
時
刻
表
な
く
、
一
時
間
や
二

時
間
位
遅
れ
る
の
は
何
ら
怪
し
ま
れ
な
か
っ
た
汽
車
の
発

着
が
、
今
や
我
が
国
以
上
に
正
確
に
な
っ
た
と
い
う
事
な

ど
、
二
三
の
事
例
に
微
（
ち
ょ
う
）
し
て
も
、
如
上
の
卑

見
解
を
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
も
ま
た

注
意
を
要
す
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
中
共

を
以
っ
て
絶
対
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
変

革
が
巨
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
部
分
的
に
は
ま
た
そ
の

裏
面
に
は
反
理
想
的
な
る
事
象
の
生
ず
る
は
不
可
避
で
あ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
何
時
、
い
か
な
る
時
代
、

如
何
な
る
民
族
に
あ
っ
て
も
免
れ
え
な
い
「
地
上
的
制
約
」

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
か
く
い
う
は
、
こ
の
よ
う
な

制
約
そ
の
も
の
を
も
ま
た
絶
対
化
し
て
固
定
す
べ
き
で
は

な
く
、
つ
ね
に
制
約
の
軽
減
と
除
去
に
向
っ
て
努
方
す
べ

き
は
言
う
を
ま
た
な
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
大
な
こ
と

は
、
今
日
の
段
階
に
至
っ
て
も
な
お
中
共
を
感
情
的
に
拒

否
す
る
一
部
牢
固
な
人
々
と
、
他
方
に
は
ま
た
こ
れ
を
地

上
の
天
国
視
す
る
よ
う
な
甘
さ
と
が
相
対
立
し
て
い
る
こ

の
よ
う
な
民
族
の
分
裂
症
的
傾
向
を
、
今
こ
そ
克
服
せ
ね

は
な
ら
ぬ
時
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
何
よ
り

も
ま
ず
こ
の
よ
う
な
民
族
の
分
裂
症
的
傾
向
こ
そ
、
わ
れ

ら
の
民
族
の
も
つ
最
大
最
深
の
病
患
で
あ
り
脆
弱
点
で
あ

る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
と
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
欠
陥
の

も
と
ず
く
処
が
、
根
本
的
に
は
わ
が
国
の
島
国
性
に
存
す

る
こ
と
へ
の
民
族
全
体
の
忍
識
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
と

思
う
。
お
そ
ら
く
今
後
国
民
教
育
に
お
け
る
最
大
の
課
題

と
し
て
は
、
積
極
的
に
は
現
代
の
よ
う
な
困
難
な
国
際
的

情
勢
下
に
も
拘
ら
ず
わ
れ
ら
の
民
族
が
将
来
人
類
に
対
し

て
負
荷
す
べ
き
民
族
の
使
命
を
少
く
と
も
方
向
的
に
指
示
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す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
消
極
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な

使
命
を
果
遂
（
か
す
い
）
す
る
上
で
最
大
の
支
障
と
な
る

如
上
民
族
の
分
裂
症
的
病
患
の
指
摘
並
び
に
こ
れ
が
克
服

の
方
途
と
を
、
種
子
蒔
き
時
に
教
え
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ

う
。

ビ
キ
ニ
の
死
の
灰
（
微
言
）

森

信
三

○
ア
メ
リ
カ
が
、
ビ
キ
ニ
諸
島
の
辺
で
水
素
爆
弾
の
実
験

を
し
て
、
そ
の
際
の
「
死
の
灰
」
が
、
わ
が
国
の
マ
グ
ロ

漁
夫
た
ち
に
ふ
り
か
ゝ
っ
た
と
い
う
事
件
は
ど
、
最
近
の

世
界
の
出
来
事
の
う
ち
重
大
な
事
件
は
な
い
と
言
っ
て
よ

か
ろ
う
。

○
こ
の
事
件
の
示
唆
す
る
も
の
、
な
い
し
は
そ
れ
に
よ
っ

て
現
に
生
じ
、
ま
た
今
後
生
じ
る
で
あ
ろ
う
事
柄
は
実
に

重
大
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
、
現
在
に
お
け
る
全
人

類
の
思
索
の
中
心
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
ビ
キ
ニ
の
死
灰
」

に
焦
点
せ
し
め
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は

あ
る
ま
い
。

○
そ
れ
ら
の
中
の
第
一
は
、
人
類
は
今
や
「
原
爆
廃
棄
」

と
共
に
、
さ
ら
に
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
て
「
全
軍
備
の

即
時
放
棄
」
の
時
期
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
何
も

の
に
も
ま
し
て
深
く
人
類
の
五
躰
に
感
ぜ
し
め
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

○
戦
争
の
廃
止
と
か
、
地
上
の
軍
備
の
即
時
撤
廃
の
主
張

は
、
終
戦
以
来
小
誌
が
つ
ね
に
一
貫
し
て
唱
導
し
て
き
た

処
で
あ
る
が
、
今
や
こ
の
人
類
の
当
面
す
る
最
も
深
刻
な

真
理
に
、
人
類
全
体
が
現
実
的
に
直
面
し
出
し
た
こ
と
が
、

事
実
に
よ
っ
て
実
証
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

○
そ
れ
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
米
国
が
、

わ
れ
の
敗
戦
と
共
に
そ
の
全
軍
備
を
撤
去
せ
し
め
、
強
い

る
に
「
不
戦
憲
法
」
を
以
っ
て
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ

か
ら
十
年
を
出
な
い
今
日
、
再
軍
備
を
強
制
す
る
と
共
に
、

そ
の
た
め
の
最
大
支
障
と
な
っ
て
い
る
処
の
、
か
つ
て
の

日
自
ら
が
強
い
た
「
不
戦
憲
法
」
の
変
更
を
、
強
制
せ
ん

と
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
ら
に
良
心
が

あ
り
、
主
体
性
の
あ
る
限
り
、
わ
れ
ら
は
、
米
国
の
犯
さ

ん
と
し
つ
つ
あ
る
こ
の
誤
謬
と
罪
悪
と
を
断
じ
て
許
す
わ

け
に
ゆ
か
な
い
。
ま
し
て
原
子
兵
器
の
威
力
が
文
字
通
り

人
類
を
せ
ん
滅
せ
し
め
る
こ
と
を
自
ら
が
実
証
し
つ
つ
あ

る
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。

○
な
お
そ
れ
に
つ
い
て
誤
解
の
な
い
た
め
に
附
記
し
で
お

く
が
、
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
何
も
米
国
の
み
を
悪

し
と
し
て
、
そ
の
対
立
者
で
あ
る
ソ
連
を
良
し
と
す
る
の

謂
い
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
敗

戦
に
よ
り
民
族
と
し
て
魂
の
眼
を
開
か
れ
た
わ
れ
わ
れ

は
、
今
日
如
何
な
る
も
の
に
対
し
て
も
、
そ
の
批
判
の
眼

を
閉
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

○
自
由
を
説
き
つ
ゝ
内
部
に
民
族
そ
の
他
の
矛
盾
を
包
蔵

せ
し
め
て
い
る
米
国
と
、
平
等
を
標
榜
し
て
少
く
と
も
自

国
内
で
は
民
族
間
の
差
は
つ
け
な
い
が
、
一
党
の
独
裁
に

よ
っ
て
大
衆
の
自
由
の
確
保
せ
ら
れ
て
い
な
い
ソ
連
と
…

…
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
何
れ
を
も
無
批
判
、
無
条
件
に
肯
定

す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

○
た
ゞ
こ
こ
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
一
事
は
現
在
わ
れ
わ
れ

が
直
接
そ
の
重
圧
を
受
け
て
い
る
の
は
米
国
で
あ
っ
て
ソ

連
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
仮
に
現
在

自
分
が
身
を
置
く
と
し
た
ら
ソ
連
よ
り
も
米
国
の
方
が
多

少
は
ま
だ
ま
し
だ
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
対
米

批
判
の
眼
を
閉
じ
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

○
注
目
を
要
す
る
こ
と
は
、
今
日
ビ
キ
ニ
の
「
死
灰
」
並

び
に
そ
の
後
、
こ
の
事
件
に
対
し
て
と
っ
た
米
国
の
態
度

に
よ
っ
て
、
戦
後
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
初
め
て
民
衆
に

よ
る
対
米
批
判
が
が
開
始
せ
ら
れ
た
と
い
う
一
事
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
、
文
字
の
上
で

行
わ
れ
た
反
米
批
判
は
、
米
国
の
た
め
に
さ
ま
で
恐
る
べ

き
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

今
回
の
「
死
の
マ
グ
ロ
事
件
」
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
ん
と

し
つ
ゝ
あ
る
「
対
米
批
判
」
は
断
じ
て
そ
れ
と
同
一
視
す

る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
一
般
庶
民

が
そ
の
躰
に
こ
た
え
た
処
か
ら
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

あ
と
が
き
に
替
え
て

森
信
三
先
生
の
仰
有
る
「
分
裂
症
的
傾
向
」
は
最
終
講
で
あ
る
。

日
本
民
族
が
外
来
文
化
に
対
し
て
、
本
能
的
な
異
常
な
病
的
希
求

憧
憬
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
今
日
も
な
お
依
然
と
し
て
そ

の
傾
向
を
否
定
し
が
た
い
。
が
、
す
こ
し
づ
つ
日
本
民
族
の
矜
持
や
誇

り
の
民
族
感
情
は
芽
生
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
観
測
も
あ
る
や
に
思

う
。
外
来
文
化
に
対
し
て
一
度
包
摂
し
て
そ
の
値
打
ち
を
確
か
め
る

土
壌
は
生
じ
つ
つ
あ
る
か
と
思
う
。

年
前
の
言
説
も
な
お
参
考
に

65

な
ろ
う
。
（

日
二
繁
）
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