


画期剰劉刃ヨ引田君劃制凋倒謝薊鷺目掛削珂衞凱Ⅵｊｉ３ｌ：割Ⅲ翔刊劒胤渦却可即。弓コヨ罰則乳副劃Ⅲ弧翻制翻刻矧叫冒制同冨…Ｈ１側釧罰則罰卿駕ｌ刃……Ｊ別宅（。Ⅱ…瑠則刺創３筋別矧紺到利○四．誘い西甸凶・訂心巡〃”】再刊■Ｈ『ｎ口蛆瓜・］０句心泄円如可１Ｊゴロ■②。鯵・『乱牛１毎蜘佃回頓・砂利可が川訂勺泗ｑ滴ｊ識脅綬・心則・喝藝⑫．←、・峰・霞‐，”ず←．．‐ロ。”ｊ罰飢可勺。盈割。’則織却動劉‐旬．郁罰’祉皿罰率芯・刃Ⅲ・・・、句ｑｍｎ「》ご訓廻乞可，。△’・河河苅白勁『⑩巾『ご蛤呵ｎ．穣弓・剣Ⅸ、旧・・『，Ｊ蝿“，座・蕾・酬馴．】》Ａ》．．Ｉ．‐一．くど‐‐「勘・‐劉旬》・‐・‐・｝『亭．，．．，聰‐似Ⅲ．割司乱

4２ 
４３部落史研究の当面する課題

そ
ん
な
こ
と
は
、
言
わ
れ
な
く
た
っ
て
十
分
わ
か
っ
て
い
る
こ
と

で
、
徳
川
時
代
の
ツ
ケ
を
今
か
ら
払
っ
て
く
れ
と
い
う
よ
う
た
こ
と

を
解
放
運
動
は
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら

く
「
啓
発
推
進
指
針
」
を
作
成
し
た
人
々
も
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い

出
し
て
き
て
い
ま
す
。

本
当
の
ね
ら
い
は
、
何
で
し
ょ
う
か
。
あ
え
て
こ
う
い
う
よ
う
な

論
議
を
起
こ
す
こ
と
で
、
実
は
部
落
差
別
の
歴
史
的
な
起
源
、
分
裂

支
配
と
い
う
政
治
的
な
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
議
論
す

る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
的
起
源

を
あ
い
ま
い
に
し
よ
う
と
し
て
き
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
歴
史
的
起
源
を
政
治
的
な
分
裂
支
配
に
求
め
た
の
は
、
も
ち
ろ

ん
部
落
史
の
研
究
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
が
、
け
っ
し
て

一
部
の
研
究
者
の
独
断
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
十

年
前
に
出
た
同
対
審
答
申
で
も
「
同
和
地
区
は
、
中
世
末
期
な
い
し

は
近
世
初
期
に
お
い
て
、
封
建
社
会
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的

諸
条
件
に
規
制
せ
ら
れ
、
一
定
地
域
に
定
着
し
て
居
住
す
る
こ
と
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
集
落
で
あ
る
」
と
、
政
治
的
起
源
と
は
言
っ
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
中
味
と
し
て
は
、
正
に
そ
う
い
う
中
味
を
書
い
て
い

た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
捨
て
て
、
今
回
は
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を

し
て
き
て
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
の
問
題
の
第
一
は
、
「
部
落
の
歴
史
」
と
い
い
な
が
ら
、
「
差

別
意
識
の
歴
史
」
に
す
り
変
え
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。
「
部
落
の
歴

史
」
の
中
に
は
、
差
別
に
対
す
る
闘
い
の
歴
史
も
あ
っ
た
し
、
差

別
を
温
存
し
よ
う
と
す
る
社
会
の
し
く
み
の
歴
史
も
あ
る
わ
け
で
す

が
、
こ
の
「
啓
発
推
進
指
針
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
た
だ

「
差
別
意
識
」
の
歴
史
で
す
。
そ
の
差
別
意
識
を
温
存
し
、
再
生
産

し
て
来
た
根
拠
、
こ
れ
ま
た
だ
れ
か
の
学
説
で
は
な
く
て
答
申
の
文

章
を
引
用
す
る
と
、
「
同
和
問
題
を
存
続
さ
せ
て
、
部
落
差
別
を
支

え
て
い
る
歴
史
的
社
会
的
根
拠
」
即
ち
「
わ
が
国
の
社
会
、
経
済
、

文
化
体
制
」
の
こ
と
を
啓
発
の
中
味
か
ら
全
く
取
り
除
い
て
、
不
問

に
ふ
す
こ
と
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

私
は
、
部
落
史
を
学
ぶ
意
義
の
一
つ
と
し
て
、
部
落
問
題
を
解
決

し
て
行
く
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
部
落
差
別
を
解
決
す
る
た

め
の
先
人
た
ち
の
歩
み
を
そ
の
中
か
ら
学
び
と
る
と
い
う
こ
と
が
、

非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
「
啓
発
推
進
指
針
」
の
よ

う
な
形
で
、
部
落
史
の
啓
発
を
位
置
づ
け
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
か
ら

は
問
題
を
解
決
し
て
行
く
展
望
な
ど
は
全
く
見
え
て
来
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

残
る
啓
発
の
目
的
は
、
差
別
意
識
を
抱
い
て
い
る
の
は
歴
史
的
事

実
に
由
来
す
る
と
い
う
確
認
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
一
面
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
に
終
わ
り
ま
す
と
自
ら
の
課
題
と
切
り
離
さ
れ
た
安

心
感
と
い
う
か
、
無
責
任
な
安
堵
感
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
と

ま
た
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
歴
史
を
ね
じ
曲
げ
て
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
部
落
史
を
江
戸
時
代
の
彼
方
に
追
い
や
り
、
そ
し
て
部
落
問
題

が
明
治
以
降
の
近
代
日
本
の
社
会
問
題
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
抜
か

す
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
結
局
、
部
落
差
別
を
残
し
て
来
た
行
政
の
責

任
、
差
別
行
政
の
結
果
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
い
ま
い
に
し
、
免
罪

し
、
部
落
問
題
の
解
決
の
「
国
の
責
任
」
を
放
棄
す
る
に
到
る
と
い

う
、
こ
の
「
啓
発
推
進
指
針
」
の
一
貫
し
た
流
れ
を
そ
の
ま
ま
あ
ら

わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
啓
発
推
進
指
針
」
は
、
続
け
て
こ
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
ま
す
。

「
同
和
関
係
者
に
対
す
る
差
別
意
識
の
歴
史
を
啓
発
す
る
目
的
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
の
人
が
理
由
の
よ
く
分
か

ら
な
い
ま
ま
に
差
別
意
識
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
か
か
る
歴
史
的
事

実
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
和
関
係
者
に
対
し
て
無
意
識
的
に

悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
も
差
別
感
を
持
つ
こ
と
も
、
歴
史
的
に

継
承
さ
れ
た
偏
見
で
あ
り
、
現
在
の
事
実
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
明
ら

か
に
間
違
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
間
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
人

を
差
別
す
る
こ
と
は
現
行
憲
法
の
理
念
で
あ
る
個
々
人
の
人
権
尊
重

と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
表

現
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」

わ
た
し
た
ち
も
、
部
落
差
別
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る
こ
と

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
状
況
の
下
で
、
部
落
史
研
究
の
課
題
、
あ
る
い
は
留
意

点
と
い
う
こ
と
を
六
点
に
わ
た
り
、
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

第
一
に
今
日
、
近
世
の
部
落
史
の
研
究
が
大
へ
ん
さ
か
ん
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
近
世
の
被
差
別
部
落
と

中
世
と
の
つ
な
が
り
が
、
た
と
え
ば
奈
良
や
京
都
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
か
な
り
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

思
い
ま
す
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
も
正

に
そ
の
通
り
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
言
っ
て
い
た
の
で
は
説
教

に
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る
よ
う

な
事
態
が
、
な
ぜ
、
か
く
も
こ
う
長
く
、
戦
後
か
ら
も
四
十
年
間
続

い
て
来
た
の
か
、
そ
れ
を
残
し
て
来
た
、
正
に
答
申
で
言
う
と
こ
ろ

の
社
会
、
経
済
、
文
化
体
制
を
問
い
直
し
て
、
差
別
を
な
く
す
よ
う

な
社
会
を
つ
く
る
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
歴
史
の
学
習
あ

る
い
は
啓
発
の
課
題
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
基
本
的
な
視
点
が
出
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
事

に
、
「
啓
発
推
進
指
針
」
の
全
体
を
流
れ
る
基
調
と
こ
の
部
分
と
が

照
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
こ
の
点
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

二
、
部
落
史
研
究
の
課
題
と
留
意
点
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4４ 

４５部落史研究の当面する課題 す
。
江
戸
時
代
に
「
え
た
」
身
分
に
さ
れ
た
人
々
の
社
会
的
な
系
譜

は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
啓
発
の
時
に
た

え
ず
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
こ
と
に
答
え
る
こ
と
は
非

常
に
難
し
い
の
で
す
が
、
こ
の
点
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
研
究
の
前

進
が
見
ら
邪
る
の
が
、
最
近
の
大
き
な
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
そ
の
こ
と
を
持
っ
て
、
一
部
に
、
政
治
的
起
源
説
そ
の
も
の
が

何
か
誤
り
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
政
治
的
起
源
説
が
も
う

有
効
で
な
い
よ
う
な
、
場
合
に
よ
っ
て
は
職
業
起
源
説
に
も
一
理
あ

る
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
議
論
が
さ
れ
か
ね
な
い
、
あ
る
い
は
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
研
究
の
上
で
も
大
へ
ん
問
題
が

あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
啓
発
や
教
育
の
現
場
に
及
ぼ
す
問
題
点
が
多

い
と
い
う
点
で
も
、
一
つ
の
今
日
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
『
部
落
問
題
研
究
』
第
九
○
輯

の
中
て
、
意
識
調
査
の
問
題
点
を
鈴
木
二
郎
さ
ん
と
鏡
豊
さ
ん
と
い

う
方
が
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
彼
ら
に
言
わ
す
と
、
意
識
調
査
の
中

で
政
治
的
起
源
説
を
正
し
い
と
す
る
、
あ
る
い
は
政
治
的
起
源
説
を

正
し
い
と
し
た
こ
と
が
啓
発
や
同
和
教
育
の
成
果
だ
と
い
う
ふ
う
に

結
び
つ
け
る
の
は
短
絡
的
だ
、
問
題
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
議
論
が
一
部
に
出
て
来
て
お
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を

助
長
し
た
り
肯
定
す
る
よ
う
な
議
論
が
一
部
に
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
大
へ
ん
危
険
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

中
世
と
の
つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
決
し
て

え
な
が
ら
、
今
日
に
到
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
連
続

面
と
非
連
続
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
統
一
こ
そ
が
、
重
要
な
観
点
だ

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
ず
い
ぶ
ん
議
論
し
て
来
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
転
換
点
と
な
る
の
が
「
解
放
令
」
だ
と
、
私
は
思

い
ま
す
。

従
来
か
ら
も
、
た
と
え
ば
大
賀
さ
ん
な
ど
が
、
江
戸
時
代
に
は

「
え
た
。
非
人
問
題
」
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
部
落
問
題
は
明
治
以

降
起
こ
っ
て
来
る
社
会
問
題
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
か
な
り
強
調
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
け
ど
、
実
は
、
国
民
的
融
合
論
を
支
持
す
る
論
者

の
中
に
も
、
同
じ
よ
う
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ

き
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
解
放
令
」
が
時
代

の
転
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
だ
ん
だ
ん
広
く
確
認
さ
れ
つ
つ

あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
明
治
以
降
、
社
会
問
題
と
し
て
の
部
落
問
題

が
、
今
日
に
到
る
ま
で
、
再
生
産
さ
れ
、
残
っ
て
来
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
啓
発
の
時
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く

「
解
放
令
」
が
実
質
的
な
平
等
を
保
障
す
る
も
の
で
な
く
不
十
分
だ

っ
た
、
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
当
時
、
実

質
的
な
平
等
ま
で
保
障
す
る
よ
う
な
「
解
放
令
」
が
出
せ
た
の
か
、

出
る
よ
う
な
歴
史
的
条
件
が
あ
っ
た
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
恐
ら
く

無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
の
時
点
で
は
、
封
建
的
な
身
分
制
度
を
廃

止
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
解
放
令
」
の
果
た
し
た
役
割
は
画

部
落
の
起
源
が
中
世
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
し
、
左
し
て
や
古
代
か
ら
連
綿
と
続
い
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

も
の
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
今
日
の
研
究
の
状
況
は
、
一

面
で
は
連
続
し
た
差
別
制
度
、
あ
る
い
は
差
別
の
あ
り
様
と
い
う
も

の
が
、
中
世
と
違
っ
た
近
世
に
な
っ
て
改
め
て
近
世
の
権
力
に
よ
っ

て
再
編
成
さ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
ん
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
治
的
起
源
説
を
否
定
す
る
ど
こ

ろ
か
、
こ
れ
ま
で
は
や
や
も
す
れ
ば
単
純
に
抽
象
的
・
観
念
的
に
、

何
も
な
い
と
こ
ろ
に
被
差
別
部
落
や
「
エ
タ
」
身
分
が
出
て
来
た
か

の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
も
の
を
、
よ
り
具
体
的
に
、
よ
り
積
極
的

な
形
で
政
治
的
起
源
説
を
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
、
そ
う
い
う

条
件
を
今
日
生
み
出
し
て
い
る
と
、
総
括
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
、
そ

う
い
う
観
点
で
こ
れ
か
ら
の
啓
発
や
研
究
も
進
め
て
い
く
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
晩
の
課
題
別
会
議

で
も
議
論
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
問
題
点
を
提
起
す
る
に
と

ど
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
番
目
に
「
解
放
令
」
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
の
被
差
別
部
落
の

歴
史
的
起
源
が
、
近
世
の
初
頭
期
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
面
で
は
連
続
を
持
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
単
に
封
建
時
代
の
遺
制
で
は
な
い
し
、
江

戸
時
代
と
同
じ
形
で
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

資
本
主
義
の
発
展
の
中
で
、
形
を
変
え
、
あ
る
い
は
存
在
意
義
を
変

期
的
を
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
点
で
「
解
放
令
」
は
、
大

き
な
歴
史
的
意
義
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
明
治
以
降
も
部
落
差

別
が
残
っ
た
の
は
、
こ
の
「
解
放
令
」
の
文
面
が
不
十
分
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
求
め
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
後
の
具
体
的
な
日
本
の

政
治
の
過
程
や
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
の
発
展
の
中
て
、
部
落
差
別

を
解
決
す
る
よ
う
な
根
本
的
な
と
り
く
み
が
実
施
さ
れ
て
来
た
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
時
に
は
差
別
を
助
長
す
る
よ
う
な
政
策
が
う

た
れ
、
あ
る
い
は
差
別
を
肯
定
す
る
論
調
さ
え
広
め
ら
れ
て
い
っ

た
。
ま
し
て
宿
命
的
に
、
今
日
の
よ
う
な
形
で
部
落
差
別
が
根
深

く
、
広
汎
に
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
明
治
の
「
解
放
令
」

が
出
た
時
点
で
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
そ

の
後
の
具
体
的
な
差
別
を
な
く
す
と
り
く
み
と
差
別
を
助
長
す
る
と

り
く
み
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
こ
う
い
う
形
と
な
っ
て
残
っ
て
来
て

い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
、

近
代
の
部
落
史
の
研
究
は
ま
だ
十
分
に
実
は
論
証
し
て
い
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
も
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
｜
‐
解
放
令
」

か
ら
水
平
社
が
で
き
る
ま
で
の
、
こ
の
時
の
部
落
問
題
の
姿
、
部
落

差
別
が
確
立
し
て
い
く
時
期
の
実
証
的
な
研
究
と
い
う
も
の
は
、
こ

れ
か
ら
さ
ら
に
必
要
に
な
っ
て
来
る
と
思
い
ま
す
。

三
番
目
、
そ
う
い
う
明
治
以
降
の
部
落
差
別
の
残
っ
た
理
由
を
説

明
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
近
代
天
皇
制
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

の
研
究
が
ず
い
ぶ
ん
進
ん
で
来
て
お
り
ま
す
。
こ
の
テ
ー
マ
は
さ
ら
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最
後
に
、
戦
後
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
だ
け
ふ
れ
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

戦
後
の
部
落
史
、
解
放
運
動
史
は
、
実
は
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や

く
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
来
室
し
た
。
こ
れ
ま
で
通
史
と
し
て
は
、

い
く
つ
か
書
か
れ
た
も
の
は
あ
る
ん
で
す
が
、
本
当
に
歴
史
的
に

は
、
ご
く
最
近
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
今
日
の
問
題
に
直
結
す
る
だ
け
に
、
非
常
に
重
要

な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
部
落
解
放
研
究
所
と
し
て
も
、
戦
後
の
部
落

史
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
役
割
を
担
う
意
味
で
戦
後
の
占
領
時

代
の
部
落
問
題
の
研
究
を
、
原
田
伴
彦
記
念
基
金
の
事
業
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
成
果
の
一
端
は
、
『
部
落
解
放

に
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
一
部

に
、
国
民
的
融
合
論
の
立
場
に
立
つ
人
の
中
か
ら
、
部
落
差
別
の
物

的
な
根
拠
を
否
定
す
る
た
め
に
近
代
天
皇
制
と
の
関
わ
り
を
議
論
す

る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
天
皇
制
を
問
題
に
す
る

こ
と
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
ら
え
方
に
十
分

注
意
を
要
す
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
部
落
解
放
研

究
』
の
第
五
六
号
で
黒
川
み
ど
り
さ
ん
が
論
文
を
書
い
て
最
近
の
論

調
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

四
番
目
は
、
部
落
差
別
に
組
織
的
に
対
決
し
、
差
別
の
撤
廃
を
目

ざ
し
て
来
た
の
が
水
平
社
の
闘
い
で
す
か
ら
、
当
然
こ
の
水
平
社
運

動
史
の
研
究
が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
特
に
「
部
会

報
告
」
や
「
啓
発
推
進
指
針
」
が
糾
弾
闘
争
の
意
義
を
否
定
し
て
き

て
い
る
現
在
、
部
落
差
別
の
歴
史
や
そ
れ
に
対
す
る
糾
弾
闘
争
の
歴

史
、
そ
の
具
体
的
な
と
り
く
み
の
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

今
日
の
一
連
の
批
判
を
は
ね
返
す
意
味
で
も
非
常
に
重
要
と
思
い
ま

す
の
で
、
こ
の
と
り
く
み
を
深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
も
や
は
り
国
民
的
融
合
論
と
関
わ
り
ま
す

が
、
今
日
、
水
平
社
の
歴
史
的
伝
統
を
否
定
す
る
よ
う
な
議
論
が
生

ま
れ
て
来
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
成
沢
栄
寿
さ
ん
な
ど
は
、
今
日

の
解
放
運
動
で
は
部
落
民
の
誇
り
な
ど
不
必
要
だ
と
は
っ
き
り
言
い

切
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
水
平
社
の
創
立
大
会
の
時
の
宣
言
が
「
え

は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
精
神
は
、
十
分
に
生

か
し
て
い
く
。
そ
の
受
け
継
ぐ
べ
き
精
神
は
何
な
の
か
を
、
明
ら
か

に
す
る
よ
う
な
歴
史
的
な
総
括
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

第
五
に
そ
の
意
味
で
、
融
和
運
動
、
融
和
事
業
の
総
括
も
今
日
、

重
要
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で

省
略
し
ま
す
が
、
近
年
の
融
和
政
策
・
融
和
運
動
史
研
究
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
や
は
り
『
部
落
解
放
研
究
』
第
五
六
号
の
藤
野
論
文
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
、
戦
後
の
部
落
史
に
つ
い
て
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研
究
』
の
第
五
六
号
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
て
、
以
下
の
資
料
は
、
す
で
に
馬
原
鉄
男
さ
ん
が
『
部
落
の
歴

史
と
解
放
運
動
・
近
現
代
篇
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
文
面
自

身
を
引
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
い
へ
ん
重
要
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、
全
文
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

◎
同
和
事
業
に
関
す
る
件

（
一
九
四
六
年
一
一
一
月
二
○
日
厚
生
省
発
社
第
一
一
一
四
号
厚
生

次
官
よ
り
昇
澤
地
方
長
官
宛
）

旧
来
ノ
随
習
ヲ
改
メ
国
民
偕
和
ノ
実
ヲ
挙
グ
ル
為
多
年
二
百
一
リ
実

施
シ
来
レ
ル
同
和
事
業
ハ
其
ノ
十
ヶ
年
計
画
モ
昭
和
二
○
年
度
ヲ
以

テ
終
了
シ
国
民
同
和
ノ
進
況
相
当
観
ル
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル

ル
ニ
至
り
タ
ル
ト
現
下
諸
般
ノ
状
勢
ト
ー
鑑
ミ
昭
和
二
一
年
度
二
於

ケ
ル
同
和
事
業
費
補
助
ハ
若
干
ノ
府
県
及
町
村
同
和
促
進
運
動
協
議

会
費
補
助
（
本
件
府
県
補
助
額
ハ
追
一
フ
内
示
ノ
筈
）
ノ
ミ
ニ
止
〆
他

日
若
シ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
新
事
態
一
一
即
ス
ル
新
ナ
ル
施
策
一
一
出
ヅ
ル

コ
ト
ト
為
リ
タ
ル
ニ
付
右
事
情
御
了
知
ノ
上
遺
憾
ナ
キ
様
御
措
置
相

成
度尚
民
主
的
新
日
本
ノ
建
設
一
一
伴
う
地
区
ノ
諸
活
動
二
関
シ
テ
ハ
同

和
促
進
上
万
全
ヲ
期
シ
度
同
和
促
進
其
ノ
他
諸
般
ノ
地
区
ノ
動
向
一
一

付
テ
ハ
細
心
ノ
注
意
ヲ
払
上
貴
官
二
於
テ
夫
々
措
置
セ
ラ
ル
ル
ト
共

一
一
本
省
ト
シ
テ
モ
各
地
ノ
情
報
ヲ
得
テ
今
後
ノ
措
置
二
遺
憾
ナ
キ
ヲ

期
シ
度
二
付
貴
管
下
二
於
ケ
ル
之
等
情
況
概
要
其
ノ
都
度
速
二
御
報

た
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
得
る
時
が
来
た
」
と
言
っ
た
の
は
誤
り
で
あ

っ
た
、
あ
れ
は
部
落
差
別
を
民
族
差
別
と
と
り
ま
ち
が
え
て
い
た
の

で
あ
の
よ
う
な
言
い
方
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
ば
を
金

科
玉
条
の
よ
う
に
今
日
に
も
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
は
ま
ち
が
い
だ

と
い
う
議
論
が
、
学
問
・
研
究
の
名
で
表
れ
て
来
て
お
り
ま
す
。
一

面
で
「
啓
発
推
進
指
針
」
の
よ
う
な
攻
撃
が
か
か
り
、
他
面
で
は
今

言
っ
た
よ
う
な
歴
史
研
究
の
上
で
水
平
運
動
の
否
定
的
な
総
括
も
出

て
い
る
わ
け
で
す
。

、
、
、
、

私
は
、
水
平
運
動
の
伝
統
を
歴
史
的
に
総
括
す
る
デ
」
と
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
啓
発
推
進
指
針
」
の
よ
う
に
、
過
去
の
運

動
を
現
在
の
運
動
と
切
り
離
し
て
、
「
あ
れ
は
古
い
も
の
だ
。
過
去

の
も
の
だ
か
ら
、
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
形
で

否
定
す
る
よ
う
な
歴
史
観
も
あ
や
ま
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
し
ょ
う
か
、
今
日
の
解
放
運
動

よ
り
も
戦
前
の
水
平
社
運
動
の
方
が
純
粋
で
、
す
ば
ら
し
く
て
、
気

高
く
て
、
そ
う
い
う
も
の
に
戻
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
も
ま
た
、
今

日
と
過
去
の
水
平
運
動
を
と
り
巻
く
状
況
の
違
い
を
無
視
す
る
と
い

う
点
で
、
正
し
い
歴
史
的
総
括
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
当
時
と
今
日
の
状
況
も
違
い
ま
す
し
、
な
に
よ
り
も
六
十
年
間

の
運
動
の
蓄
積
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
経
験
も
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
国
際
的
な
、
民
主
主
義
を
求
め
る
条
件
、
力
関

係
も
違
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
運
動
の
闘
い
方
が
違
っ
て
来
る
の






