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「
い
ま
さ
ら
」
と
は
、
今
ま
で
い
わ
ゆ
る
部
落
の
起
源
を
「
権

力
が
農
民
の
不
満
や
抵
抗
を
お
さ
え
る
た
め
に
か
わ
た
身
分
を

つ
く
っ
た
」
と
授
業
を
し
て
き
た
の
に
、
「
い
ま
さ
ら
」
そ
れ
が
間

違
い
だ
な
ど
と
言
わ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
、
悲
鳴
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

「
よ
う
や
く
」
と
は
、
渡
辺
も
よ
う
や
く
近
世
政
治
起
源
説
の

足
伽
を
少
し
ず
つ
ふ
り
ほ
ど
い
た
か
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な

お
「
よ
う
や
く
」
の
次
に
は
大
抵
、
そ
れ
で
も
ま
だ
近
世
政
治
起

源
説
の
呪
縛
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
続
く
。

そ
し
て
「
実
は
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
権
力
が
「
か
わ
た
」
身
分

を
つ
く
っ
た
と
聞
か
さ
れ
て
き
た
が
、
「
実
は
」
な
ん
と
な
く
疑
問

を
感
じ
て
い
た
の
だ
が
、
や
は
り
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た

意
味
で
、
こ
の
種
の
反
応
が
意
外
と
多
か
っ
た
。
拙
著
の
内
容
が

ど
こ
ま
で
歴
史
的
な
批
判
に
堪
え
う
る
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
が
、
と
に
か
く
従
来
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に

発
想
し
議
論
す
る
機
運
を
作
る
の
に
役
立
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ

こ
そ
拙
著
の
最
大
の
願
い
が
叶
っ
た
と
思
う
。

ね
「
い
ま
ざ
二

る
だ
ろ
う
か
。

お
手
紙
な
ど
を
頂
戴
し
た
が
、
拙
著
を
読
ん
で
の
感
想
は
お
お
む

ね
「
い
ま
さ
ら
」
、
「
よ
う
や
く
」
、
「
実
は
」
の
三
つ
に
整
理
で
き

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
史
学
習
に
つ
い
て
言
え
ば
、
啓
発
や

教
育
の
現
状
は
実
は
か
な
り
深
刻
な
の
で
は
な
い
か
と
最
近
感
じ

て
い
る
。
深
刻
と
い
う
の
は
へ
従
来
通
り
の
部
落
史
が
ま
だ
通
用

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
研
究
の
成
果
が
啓
発
・
教
育

の
現
場
に
生
か
さ
れ
る
の
に
は
そ
れ
な
り
の
時
間
も
か
か
る
だ
ろ

う
。
深
刻
な
の
は
、
そ
う
し
た
部
落
史
像
を
問
い
直
す
機
運
が
必

ず
し
も
す
べ
て
の
啓
発
や
教
育
現
場
に
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
こ

れ
ま
で
の
部
落
史
の
啓
発
・
教
育
の
あ
り
方
に
疑
問
を
感
じ
て
い

て
も
、
急
に
は
修
正
が
き
か
な
い
ま
ま
走
り
続
け
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
分
裂
支
配
の
目
的
で
「
か
わ
た
」
身
分
を
つ
く
っ
た

と
い
う
説
明
の
前
提
と
し
て
あ
っ
た
「
江
戸
時
代
の
百
姓
は
農
民

で
、
み
な
厳
し
い
搾
取
に
苦
し
み
、
貧
し
く
て
、
た
え
ず
不
満
を

抱
え
て
い
た
」
と
い
う
像
に
、
今
曰
で
は
疑
問
が
持
た
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
部
落
史
の
啓
発
・
教
育
は
こ
れ
ま
で
の
ま
ま
で

い
い
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
。
そ
の
内
容
・
形
式
と
も
に
、

い
ま
啓
発
・
教
育
に
お
け
る
部
落
史
学
習
は
大
き
な
岐
路
に
立
っ

て
い
る
。

研
究
の
成
果
は
届
か
ず

Ｉ 

と
こ
ろ
で
思
い
返
せ
ば
、
拙
著
は
私
じ
し
ん
の
歴
史
の
理
解
が

不
十
分
な
ま
ま
活
字
に
し
た
部
分
が
多
い
た
め
に
、
誤
り
や
不
適

切
な
記
述
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
斎
藤
洋
一
さ
ん
か
ら
は
、
い
わ
ゆ

る
「
解
放
令
」
を
「
太
政
官
布
告
第
六
十
一
号
」
と
呼
ぶ
誤
り
を

鈴
木
二
郎
さ
ん
が
指
摘
し
た
の
は
「
現
代
社
会
と
部
落
問
題
』
で

は
な
く
、
鹿
島
出
版
会
か
ら
出
た
『
現
代
社
会
と
社
会
学
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
解
放
令
」
再
考
」
と
い
う
論
文
だ
と
指
摘
を
い

た
だ
い
た
。

藤
沢
靖
介
さ
ん
か
ら
は
、
網
野
善
彦
さ
ん
の
議
論
を
紹
介
し
た

部
分
の
「
時
国
家
は
広
大
な
土
地
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
」

と
い
う
の
は
誤
読
だ
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
部
分
は
最
新
の
『
部

落
解
放
史
・
ふ
く
お
か
』
八
三
号
二
九
九
六
年
九
月
）
で
「
そ

れ
ま
で
時
国
家
は
豪
農
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
も
ち
ろ

ん
農
業
も
営
む
が
、
廻
船
や
金
融
鉱
山
経
営
ま
で
進
出
し
た
と
い

う
、
従
来
の
百
姓
の
概
念
で
は
く
く
れ
な
い
家
だ
っ
た
の
で
す
」

と
訂
正
し
て
お
い
た
。

ま
た
奥
田
均
さ
ん
か
ら
は
、
部
落
の
貧
困
「
そ
れ
じ
た
い
が
部

落
問
題
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
二
○
頁
）
、
部
落
の
環
境
改
善

「
そ
れ
じ
た
い
が
部
落
問
題
の
解
決
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
二
八
○

部
落
史
の
啓
発
・
教
育
の
問
題
点
、
と
く
に
単
純
化
さ
れ
た
近

世
政
治
起
源
説
に
よ
る
部
落
史
の
理
解
を
公
然
と
批
判
し
た
の

は
、
一
九
九
三
年
に
畑
中
敏
之
さ
ん
が
書
い
た
「
部
落
史
」
を
問

う
』
（
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所
）
だ
っ
た
。
同
書
の
う
ち
、
中
世
と

近
世
を
断
絶
し
て
し
ま
う
従
来
の
単
純
化
さ
れ
た
近
世
政
治
起
源

説
の
理
解
に
対
す
る
批
判
は
当
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
同
書
の
論

調
全
体
が
こ
れ
ま
で
の
解
放
教
育
じ
た
い
に
批
判
的
だ
っ
た
た
め

か
、
部
落
史
の
理
解
に
関
す
る
正
当
な
指
摘
は
、
啓
発
や
教
育
現

場
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

私
じ
し
ん
も
、
こ
れ
ま
で
の
啓
発
な
ど
で
語
ら
れ
る
部
落
史
像

に
問
題
が
あ
る
と
徐
々
に
感
じ
て
、
そ
の
一
端
を
『
部
落
解
放
研

究
」
九
四
号
（
一
九
九
三
年
一
○
月
）
や
「
解
放
教
育
』
’
一
一
一
一
三

号
二
九
九
五
年
一
○
月
）
な
ど
で
述
べ
た
が
、
論
旨
が
一
貫
し

て
い
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
あ
ま
り
議
論
に
は
な

ら
な
か
っ
た
。
研
究
の
成
果
、
研
究
者
の
声
と
い
う
の
は
、
な
か

な
か
啓
発
や
教
育
の
現
場
に
は
届
か
な
い
。
届
く
に
は
、
時
間
が

か
か
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
昨
年
私
が
出
し
た
拙
著
「
い
ま
、
部
落
史
が
お
も
し

ろ
い
」
に
対
す
る
反
応
は
、
少
し
違
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
方
か
ら

誤
り
を
正
す
に
鋳
踏
せ
ず

い
ま
さ
ら
、
よ
う
や
く
、
実
は
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そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
、
拙
著
は
近
世
政
治
起
源
説
を
批
判
し

て
い
る
の
か
擁
護
し
て
い
る
の
か
、
暖
昧
だ
と
い
う
批
判
も
い
た

だ
い
た
。
確
か
に
、
そ
の
通
り
だ
っ
た
。
拙
著
を
書
い
た
時
点
で

私
は
、
中
世
起
源
説
。
近
世
政
治
起
源
説
の
ど
ち
ら
に
も
与
し
て

ｊ
い
な
い
、
ど
ち
ら
も
一
面
で
は
真
理
を
突
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ

□
れ
一
面
的
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
に
拘
泥
す
る
限
り
そ
の
主
張
は
十

雌
分
で
な
く
、
両
者
を
総
合
し
た
と
こ
ろ
に
部
落
史
の
真
実
が
あ
る

そ
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
今
で
も
ど
ち
ら
に
も
与
し
な
い
と
い
う

』ぃ
意
見
は
変
っ
て
い
な
い
が
、
議
論
の
枠
組
み
を
多
少
修
正
す
る
必

必
要
を
感
じ
て
い
る
。

鋤
そ
も
そ
も
近
世
政
治
起
源
説
を
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
「
政
治

§
 

鋤
権
力
の
影
響
や
、
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
民
衆
問
の
分
断
」
（
中

継
尾
健
次
『
江
戸
時
代
の
差
別
観
念
」
’
一
一
一
書
房
、
一
九
九
七
年
、

、
一
五
五
頁
）
を
一
般
的
に
強
調
す
る
議
論
だ
と
一
一
一
一
口
う
わ
け
に
は
い

まい
か
な
い
。
近
世
政
治
起
源
説
に
批
判
的
な
論
者
の
多
く
も
、
そ
う

Ｉ
 

５
し
た
》
」
と
ま
で
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
近
世
政
治

８
 

頁
）
と
い
う
記
述
に
対
し
て
異
議
を
い
た
だ
い
た
。
確
か
に
格
差

是
正
だ
け
で
部
落
問
題
が
解
決
す
る
か
の
よ
う
な
議
論
に
反
発
す

る
あ
ま
り
、
｜
面
的
な
記
述
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
り
あ
え
ず

「
そ
れ
だ
け
が
部
落
問
題
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
、
「
そ
れ
だ
け

が
部
落
問
題
の
解
決
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

Ｉ 中
世
の
被
差
別
民
に
た
い
す
る
賤
視
観
の
議
論
に
つ
い
て
も
、

少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
拙
著
で
は
主
に
網
野
善

彦
さ
ん
の
『
日
本
論
の
視
座
」
に
よ
り
な
が
ら
、
「
中
世
前
期
ま
で

は
差
別
が
畏
怖
・
畏
敬
と
結
び
つ
い
て
い
た
も
の
が
、
中
世
後
期

に
な
る
と
…
…
ケ
ガ
レ
意
識
や
卑
賎
観
が
強
ま
り
、
…
…
差
別
が

賤
視
と
直
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
二
七
～
一
一
八
頁
）
と
し
た
。

こ
れ
で
も
間
違
い
で
は
な
い
と
思
う
が
、
中
世
前
期
に
賤
視
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
差
別
と
賤
視
が
つ
な
が
っ
て
い
た
こ

と
は
、
拙
著
で
も
引
用
し
た
『
塵
袋
」
な
ど
を
見
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。
重
要
な
の
は
、
中
世
前
期
に
は
そ
の
賤
視
が
畏
怖
・
畏
敬

と
結
び
付
い
て
い
た
の
に
、
中
世
後
期
に
は
そ
う
し
た
畏
怖
・
畏

敬
の
念
が
弱
ま
り
「
不
浄
」
観
が
強
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
八
年
前
、
部
落
解
放
研
究
所
が
編
集
し
た
「
部
落
解
放

史
」
上
巻
二
九
八
九
年
）
に
横
井
清
さ
ん
の
「
賤
視
さ
れ
る
人

う
言
い
方
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
○
○
起
源
説
と
命
名
す
る

ほ
ど
確
固
た
る
見
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
も
一
つ
の
理
由
だ

が
、
根
本
的
に
は
「
部
落
の
起
源
」
と
い
う
議
論
の
仕
方
そ
の
も

の
、
近
世
な
の
か
中
世
な
の
か
、
政
治
な
の
か
社
会
な
の
か
と
い

っ
た
、
二
者
択
一
を
迫
る
議
論
の
仕
方
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。Ｉ 

中
世
の
賎
視
観
念

び
と
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
横
井
さ
ん
は
中
世
の
被
差

別
民
へ
の
賤
視
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

ヨ
塵
袋
」
の
原
文
に
は
「
卑
賎
」
の
認
識
は
み
ら
れ
て
も
「
不

浄
」
性
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
す
言
辞
は
な
く
、
あ
る
の
は
中
世
仏

教
者
の
い
う
「
悪
人
」
視
で
あ
る
」
（
九
六
頁
）

「
こ
こ
で
い
う
特
殊
視
と
か
賤
視
と
か
は
、
た
し
か
に
今
曰
の

私
た
ち
の
い
う
蔑
視
を
意
味
す
る
。
し
か
し
同
時
に
軽
視
し
て
な

ら
な
い
の
は
、
特
殊
視
と
か
賤
視
と
か
の
裏
面
に
あ
っ
た
も
う
一

つ
の
強
烈
な
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
畏
怖
・
畏
敬
の
念
と

で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
人
知
を
超
え
た
神
仏
・
異
次
元
の
世
界

に
確
実
に
通
じ
交
流
す
る
力
Ⅱ
異
能
を
保
持
し
て
い
る
者
Ⅱ
集
団

と
い
う
認
識
が
、
”
ま
わ
り
“
の
人
び
と
に
た
だ
な
ら
ぬ
畏
怖
・
畏

敬
の
念
を
抱
か
せ
る
と
と
も
に
、
相
手
と
の
間
に
一
線
を
画
さ
せ

る
差
別
の
歴
史
、
そ
の
道
筋
を
用
意
し
て
い
た
」
（
九
九
頁
）

誤
り
や
不
適
切
な
記
述
だ
け
で
な
く
、
私
じ
し
ん
の
部
落
史
の

理
解
が
熟
し
て
お
ら
ず
、
論
点
を
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ

も
多
か
っ
た
。
例
え
ば
拙
著
で
は
、
他
の
研
究
者
の
議
論
を
紹
介

す
る
時
に
は
近
世
政
治
起
源
説
と
か
中
世
起
源
説
と
い
う
用
語
を

使
っ
た
が
、
私
自
身
の
意
見
を
述
べ
る
時
に
は
○
○
起
源
説
と
い

近
世
政
治
起
源
説
が
「
説
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
部
落
史
を
理

解
す
る
体
系
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
。
近
世
政
治
起
源
説
は
、

①
政
治
権
力
が
部
落
を
つ
く
っ
た

②
そ
の
時
、
権
力
が
死
牛
馬
処
理
や
行
刑
役
を
強
制
・
固
定
な

い
し
押
し
つ
け
た

③
同
時
に
ケ
ガ
レ
意
識
を
利
用
し
て
、
民
衆
に
部
落
を
賤
視
あ

る
い
は
不
浄
視
さ
せ
た

と
い
う
理
解
を
骨
子
に
し
て
い
た
と
整
理
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が

ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
（
寺
木
伸
明
「
上
杉
聰
さ
ん
の
「
天
皇
制

と
部
落
差
別
」
の
検
討
」
、
解
放
新
聞
社
編
「
部
落
史
を
読
み
な
お

す
」
解
放
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
七
四
～
七
五
頁
）
。
そ
し
て
こ

う
し
た
理
解
の
背
景
に
は
、
身
分
は
つ
く
ら
れ
る
も
の
だ
し
、
江

戸
時
代
二
六
○
年
の
間
厳
し
い
身
分
制
度
が
続
い
た
、
そ
し
て
農

民
は
貧
し
く
、
部
落
を
つ
く
っ
た
の
は
民
衆
の
分
裂
支
配
と
い
う

起
源
説
が
そ
う
し
た
内
容
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
近

世
な
の
か
中
世
な
の
か
と
い
っ
た
激
論
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
中
世
起
源
説
に
弱
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
近
世

政
治
起
源
説
で
い
い
、
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま

い
。

問
題
は
啓
発
だ
け
で
は
な
い

政
治
起
源
脱
は
再
生
す
る
か
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私
は
拙
著
で
、
主
に
朝
尾
直
弘
編
『
近
世
の
身
分
」
七
八
身
分

と
格
式
Ｖ
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
に
依
拠
し
て
、

主
に
「
身
分
は
つ
く
れ
な
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
近
世
政
治
起
源

説
を
批
判
し
た
。
し
か
し
同
時
に
大
事
な
の
は
、
近
世
政
治
起
源

説
が
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
た
の
は
「
か
わ
た
」
と
い
う
「
身
分
」

の
成
立
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
か
わ
た
」
身
分
が
置
か
れ
て
い
る
差

別
の
姿
に
つ
い
て
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

比
噛
的
に
言
え
ば
、
差
別
が
前
提
に
あ
っ
て
身
分
が
成
立
す
る
の

で
あ
り
、
身
分
の
成
立
か
ら
差
別
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
身
分

の
成
立
が
差
別
の
あ
り
様
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
否

定
し
な
い
が
、
近
世
政
治
起
源
説
で
は
ま
ず
身
分
の
成
立
あ
り
き

で
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
、
こ
の
点
に

的
課
題
を
安
易
に
あ
る
い
は
性
急
に
結
び
付
け
る
姿
勢
を
克
服
す

る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
間
の
起
源
論
争
の
最
大
の
教
訓
で
は
な
い
か

と
さ
え
考
え
て
い
る
。

そ
も
そ
も
限
界
が
あ
る
、
と
思
う
。

横
井
清
さ
ん
は
先
に
も
触
れ
た
「
賤
視
さ
れ
る
人
び
と
」
の
な

か
で
、
中
世
の
被
差
別
民
を
観
る
視
点
に
つ
い
て
「
彼
ら
が
罪
障

、
、
、
、

の
意
識
に
曰
夜
浸
さ
れ
つ
つ
も
、
生
き
ん
が
た
め
に
や
む
な
く
、

と
こ
ろ
で
同
じ
中
世
起
源
説
と
言
っ
て
も
、
峯
岸
賢
太
郎
さ
ん

が
中
世
「
社
会
」
起
源
を
強
調
す
る
ｓ
部
落
問
題
と
国
民
融
合
』
）

の
に
た
い
し
て
、
上
杉
聰
さ
ん
は
「
政
治
」
起
源
を
強
調
す
る
。

上
杉
さ
ん
の
部
落
史
理
解
は
近
著
「
部
落
史
が
か
わ
る
」
（
三
一
書

房
）
で
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
上
杉
さ
ん
の
年
来
の
主
張
の
核
心

は
、
ま
ず
「
被
差
別
部
落
」
と
い
う
用
語
を
旧
え
た
あ
る
い
は
ひ

政
治
的
な
目
的
が
あ
っ
た
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
詳
し
く
は
拙
著
を
読
ん
で
い
た
だ
く
と
し
て
、
ま

さ
に
そ
う
し
た
近
世
史
、
部
落
史
の
見
方
が
い
ま
問
い
直
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
新
し
い
部
落
史
像
を
作
り
出
す
に
は
、
近
世
政

治
起
源
説
へ
の
批
判
を
一
度
は
く
ぐ
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

確
か
に
一
般
論
と
し
て
は
、
中
世
起
源
説
が
主
張
し
て
い
る
積

極
的
な
内
容
を
取
り
入
れ
て
近
世
政
治
起
源
説
を
再
生
さ
せ
る
と

い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ほ
か
で
も
な
い
私
が
拙
著
の
原
稿
を

ま
と
め
始
め
た
時
は
そ
う
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
根
本
の
と
こ
ろ

で
近
世
政
治
起
源
説
は
中
世
起
源
説
と
は
相
容
れ
な
い
し
、
中
世

起
源
説
を
取
り
入
れ
て
「
再
生
」
し
た
論
は
、
も
は
や
従
来
通
り

近
世
政
治
起
源
説
と
は
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
。

横
井
清
さ
ん
の
「
警
鐘
」

中
世
「
政
治
」
起
源
の
不
思
議

人
の
嫌
が
る
類
の
仕
事
Ⅱ
殺
生
を
働
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
あ
ら

、
、
、
、
、
、
、

か
じ
め
思
い
込
み
、
そ
の
悲
惨
で
苦
悩
に
満
ち
た
立
場
な
る
も
の

、
、
、
、
、
、
、

を
想
定
し
て
か
か
る
発
想
の
仕
方
が
、
真
実
、
彼
ら
の
歴
史
的
ｌ

人
間
的
な
実
相
に
接
近
す
る
道
に
つ
な
が
る
の
か
否
か
が
問
題
で

あ
る
」
（
二
四
頁
）
と
、
「
警
鐘
」
を
鳴
ら
し
て
い
た
。

つ
い
最
近
ま
で
、
私
自
身
は
こ
の
文
章
の
意
味
を
よ
く
飲
み
込

め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
の
私
に
は
ほ
と
ん
ど
違
和
感
が
な

い
。
横
井
さ
ん
が
一
一
一
一
百
う
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
に
気
が
付
い
て
こ
そ

初
め
て
「
い
わ
ゆ
る
「
近
世
に
お
け
る
部
落
の
定
立
」
と
い
う
こ

と
の
歴
史
的
意
義
を
総
体
的
に
点
検
し
う
る
峠
に
立
つ
こ
と
が
で

き
る
」
（
二
九
頁
）
と
思
う
し
、
部
落
史
が
実
に
豊
か
に
見
え
て

く
る
。
研
究
所
も
、
な
か
な
か
い
い
本
を
出
し
て
い
る
も
の
だ
、

そ
の
こ
と
を
み
ん
な
が
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

と
思
う
。

に
ん
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
他
の
被
差
別
民
す
べ
て
を
包
括
す

る
広
い
概
念
と
し
て
使
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
ひ
ろ
く
被
差
別
民
へ
の

差
別
の
本
質
を
「
社
会
外
」
と
し
、
そ
う
し
た
差
別
の
あ
り
方
は

中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
し
た
上
で
、
「
こ
う
し
た
部
落
差
別
の

あ
り
方
は
…
…
国
家
に
よ
っ
て
上
か
ら
、
意
識
的
に
、
政
策
的
に
、

作
ら
れ
た
も
の
」
（
一
一
二
頁
）
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

し
か
し
、
上
杉
さ
ん
の
近
著
の
ど
こ
を
読
ん
で
も
、
差
別
が
「
国

家
に
よ
っ
て
上
か
ら
、
意
識
的
に
、
政
策
的
に
、
作
ら
れ
た
」
こ

と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
今
曰
の
歴
史
研
究

で
は
、
差
別
や
身
分
が
国
家
に
よ
っ
て
上
か
ら
意
識
的
、
政
策
的

に
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
否
定
的
で
あ
る
。
上
杉
さ
ん
は

近
世
政
治
起
源
説
を
批
判
し
て
「
そ
う
し
た
史
料
は
、
い
ま
だ
に

一
件
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
」
と
言
う
が
、
そ
の
言
葉
は

そ
の
ま
ま
上
杉
さ
ん
に
返
っ
て
く
る
。

同
書
を
読
ん
で
、
上
杉
さ
ん
の
説
は
近
世
政
治
起
源
説
と
根
が

同
じ
で
は
な
い
の
か
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
で
は
「
部
落
史
は
か
わ

ら
な
い
」
と
感
じ
た
。
政
治
が
差
別
を
作
る
と
い
う
発
想
に
し
て

も
、
高
度
で
巧
妙
な
支
配
政
策
と
か
、
当
時
の
農
民
の
運
動
が
持

っ
て
い
た
深
刻
な
弱
さ
と
い
っ
た
議
論
の
仕
方
に
し
て
も
、
あ
る

い
は
解
放
運
動
と
の
距
離
の
置
き
方
も
、
よ
く
似
て
い
る
。
中
世

起
源
説
が
部
落
差
別
の
解
消
に
有
益
か
ど
う
か
は
、
私
に
と
っ
て

は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
歴
史
研
究
と
実
践’ 




