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一　

は
じ
め
に―

移
行
期
研
究
の
意
義

　

部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
で
い
く
つ
か
行
っ
て
い
る
歴
史
に
関

す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
う
ち
の
一
つ
が
、﹁
維
新
の
変
革
と

部
落
問
題
﹂
研
究
︵
二
〇
〇
三
～
〇
五
年
度
︶
で
あ
る
。

　

本
研
究
会
は
﹁
維
新
の
変
革
と
部
落
﹂
を
テ
ー
マ
に
数
年
前
か

ら
進
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、﹁
移
行
期
﹂
を
テ
ー
マ
に
取
り

上
げ
た
の
は
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
協
議
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

私
個
人
の
私
見
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
四

点
ほ
ど
説
明
し
た
い
。

　

ま
ず
第
一
に
、
時
期
区
分
・
時
代
区
分
を
行
っ
て
進
め
る
歴
史

研
究
に
は
限
界
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

前
後
の
時
代
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
時
期
の
特
徴
や

問
題
を
明
ら
か
に
す
る
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
研
究
を

進
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
だ
が
、
と
も
す
る
と
、
研
究

　

本
報
告
は
、
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
の
事
業
と
し
て
二
〇
〇
三
年
度
に
始
ま
り
、
二
〇
〇
五
年
度
に
終
わ
っ
た
移
行
期
研
究
﹁
維
新
の
変
革
と
部
落
﹂
に

つ
い
て
の
研
究
会
の
概
要
を
中
心
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
研
究
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
、
研
究
テ
ー
マ
な
ど
の
紹
介
と
と
も
に
、
移
行
期
研
究
の
重
要
性
を
私
見
を
交
え
な
が
ら
説
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、

﹁
解
放
令
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
、
戸
籍
・
地
租
・
職
業
・
徴
兵
な
ど
を
取
り
あ
げ
、
長
い
間
、
主
流
を
な
し
て
い
た
﹁
解
放
令
﹂
を
一
片
の
紙
切
れ
と
す
る

見
解
に
疑
問
を
呈
し
、
そ
の
再
評
価
を
強
く
求
め
て
い
る
。

要　
　

約

特
集

維
新
の
変
革
と
部
落
問
題
研
究
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者
は
研
究
分
野
を
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
時
期
に
よ
っ
て
歴

史
を
完
結
し
た
も
の
と
見
な
し
が
ち
で
あ
る
。そ
の
一
例
と
し
て
、

か
つ
て
の
地
主
制
の
研
究
が
あ
る
。
近
世
史
の
研
究
者
は
地
主
制

が
天
保
期
︵
一
八
三
〇
～
四
三
年
︶
に
成
立
し
た
と
し
、
近
代
史

の
研
究
者
は
、
明
治
二
〇
年
代
︵
一
八
八
七
～
九
六
年
︶
に
地
主

制
が
成
立
し
た
と
い
っ
て
い
た
の
が
、
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
の

地
主
制
研
究
の
状
況
だ
っ
た
。
こ
れ
で
は
地
主
制
あ
る
い
は
寄
生

地
主
制
が
二
度
成
立
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
近
世
と
近
代

に
分
け
て
地
主
制
研
究
を
進
め
て
き
た
こ
と
の
弊
害
で
は
な
い

か
。

　

同
様
に
、
部
落
史
の
場
合
で
も
近
年
研
究
が
専
門
化
す
る
に
し

た
が
っ
て
、
近
世
部
落
史
研
究
あ
る
い
は
現
代
部
落
史
研
究
な
ど

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
と
す
る
時
期
を
も
っ
て
、
他
を

あ
ま
り
顧
み
な
い
で
研
究
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
す
る
と
、

地
主
制
研
究
に
お
け
る
よ
う
な
こ
と
が
、
部
落
史
研
究
に
お
い
て

も
起
こ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
移
行
期
の
研
究
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
弊
害
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
も
必
要
な
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。

　

第
二
に
、
前
近
代
の
部
落
史
研
究
だ
け
で
は
現
代
の
部
落
差
別

を
解
明
し
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

部
落
史
研
究
で
も
、
近
現
代
よ
り
近
世
に
関
す
る
研
究
の
方
が

盛
ん
で
あ
る
。
近
世
部
落
史
研
究
者
か
ら
は
批
判
を
受
け
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
近
世
部
落
史
か
ら
現
代
の
部
落
差
別
が
解
明
さ
れ

る
か
と
い
う
と
、
ヒ
ン
ト
は
得
ら
れ
て
も
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
思
う
。
近
世
部
落
史
研
究
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
私

も
認
め
る
が
、
現
代
の
部
落
差
別
が
な
ぜ
起
こ
り
、
な
ぜ
続
い
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
近
現
代
部
落
史
研
究
を
通
じ

て
で
し
か
解
明
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
今
日
の

部
落
差
別
が
近
現
代
に
な
っ
て
突
然
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、

近
世
の
身
分
差
別
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、
近
世
か
ら
近
現
代
へ
の
移
行
期
の

部
落
史
研
究
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

第
三
に
、
私
た
ち
の
研
究
対
象
と
す
る
明
治
維
新
期
に
お
け
る

課
題
の
一
つ
に
、﹁
解
放
令
﹂
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。

　

解
放
令
五
〇
年
の
と
き
も
、
解
放
令
一
〇
〇
年―

解
放
令
が
出

た
の
が
一
八
七
一
年
で
あ
る
か
ら
、
一
九
七
一
年
で
あ
る
が―

の

当
時
も
、
部
落
史
の
み
な
ら
ず
部
落
問
題
を
取
り
扱
う
雑
誌
な
ど

で
、﹁﹃
解
放
令
﹄
は
一
片
の
紙
切
れ
で
あ
る
﹂
と
い
う
論
調
が
み

ら
れ
た
。﹁
解
放
令
﹂
が
出
さ
れ
て
も
解
放
さ
れ
て
い
な
い
、
相

変
わ
ら
ず
部
落
差
別
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
怒
り
や
苛

立
ち
か
ら
、﹁
一
片
の
紙
切
れ
﹂
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
先
ほ
ど
の
﹁
憲
法
問
題
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
﹂
報
告
に
お
け
る
日
本
国
憲
法
の
問
題
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
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る
が
、
こ
の
﹁
解
放
令
﹂
を
も
し
一
片
の
紙
切
れ
と
し
て
み
る
な

ら
ば
、
水
平
社
の
糾
弾
を
受
け
て
出
さ
れ
た﹁
謝
罪
広
告
﹂に
は
、

解
放
令
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
別
を
行
っ
た
、
こ
れ
は

申
し
訳
な
い
こ
と
だ
、
明
治
天
皇
の
聖
旨
に
反
す
る
、
と
﹁
解
放

令
﹂を
援
用
し
た
り
し
て
謝
罪
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
み
る
の
か
。

﹁
解
放
令
﹂
は
、
不
十
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
り
の
役

割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
そ
れ
な
り
の
役

割
と
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
が
、
第
四
に
、
維
新
の
変
革
で
部
落
は
ど
う
変
わ
っ

た
の
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
ど
う
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う

問
い
か
け
に
も
つ
な
が
る
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
変
わ

ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
連
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
連

続
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
も
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、﹁
維
新
の
変
革
と
部
落
﹂
と

い
う
テ
ー
マ
で
移
行
期
の
研
究
を
進
め
て
き
た
。

二　

五
个
条
の
誓
文
と｢

解
放
令｣

　

明
治
元
︵
一
八
六
八
︶
年
三
月
一
四
日
、
国
是
と
し
て
出
さ
れ

た
の
が
五
个
条
の
誓
文
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
部
落
差
別
の
問
題

と
関
わ
り
の
あ
る
条
文
は
、﹁
旧
来
ノ
陋
習
ヲ
破
リ
天
地
ノ
公
道

ニ
基
ク
ヘ
シ
﹂
で
あ
る
。
即
ち
、
近
世
の
身
分
差
別
を
陋ろ
う
し
ゅ
う習と

し

て
排
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
日
、﹁
今

般
朝
政
一
新
ノ
時
ニ
膺あ
た

リ
、
天
下
億
兆
一
人
も
其
所
ヲ
得
サ
ル
時

ハ
朕
カ
罪
ナ
レ
バ
⋮
﹂
と
す
る
億
兆
安あ
ん
ぶ撫
・
国
威
宣
布
の
宸し
ん
か
ん翰
を

出
し
て
、
国
民
が
そ
の
思
い
を
果
た
せ
な
い
場
合
、
そ
れ
は
天
皇

の
責
任
で
あ
る
と
も
宣
言
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
﹁
解
放
令
﹂
へ

の
流
れ
で
み
ら
れ
る
も
の
は
、
封
建
的
諸
制
度
の
廃
止
で
あ
り
明

治
政
府
の
開
明
政
策
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

明
治
三
︵
一
八
七
〇
︶
年
九
月
一
九
日
に
﹁
自
今
平
民
苗
字
被

差
許
候
事
﹂
と
の
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
、
政
府
は
平
民
に
名
字

を
認
め
て
い
る
が
、被
差
別
部
落
民
ら
に
は
認
め
て
い
な
い
と
し
、

こ
れ
を
明
治
政
府
の
差
別
強
化
政
策
だ
と
み
る
人
が
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
少
し
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
名
字
を
華
・
士
族

か
ら
平
民
に
も
許
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
差
別
の
強
化
で
は
な
い

︵
堺
県
は
三
年
閏
一
〇
月
二
五
日
、
平
民
に
名
字
を
強
制
し
て
い
る
。

政
府
が
平
民
に
名
字
を
強
制
し
た
の
は
、
明
治
八
年
二
月
で
あ
る
︶。

そ
の
あ
と
に
続
く
明
治
四
年
三
月
一
九
日
に
出
さ
れ
た
斃
牛
馬
勝

手
処
置
令
も
、
近
世
部
落
の
特
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
斃
牛

馬
処
理
権
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
経
済
的

自
由
の
拡
大
策
で
あ
り
、不
十
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、﹁
解
放
令
﹂
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の
趣
旨
に
沿
っ
た
政
府
の
開
明
政
策
の
一
環
で
あ
る
と
私
は
み
て

い
る
。

　

明
治
四
年︵
一
六
七
一
︶八
月
二
八
日
の﹁
解
放
令
﹂は﹁
エ
タ
・

非
人
廃
止
令
﹂
と
か
﹁
賤
称
廃
止
令
﹂
と
か
﹁
賤
民
廃
止
令
﹂
な

ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
た
だ
、﹁
賤
称
廃
止
令
﹂

と
呼
ぶ
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。﹁
解
放
令
﹂の
文
言
を
見
る
と
、

﹁
穢
多
非
人
等
ノ
称
被
廃
候
条
自
今
身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ
ル

ヘ
キ
事
﹂
と
あ
る
。
即
ち
、
エ
タ
・
ヒ
ニ
ン
等
の
呼
称
が
廃
止
せ

ら
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
今
よ
り
身
分
・
職
業
共
平
民
同
様
で
あ

る
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
府
県
へ
の
達
し
で
も
、﹁
穢
多
非
人
等

ノ
称
被
廃
候
条
一
般
民
籍
ニ
編
入
シ
身
分
職
業
共
都
テ
同
一
ニ
相

成
候
様
可
取
扱
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
別
戸
籍
と
す
る
の

で
は
な
く
、
一
般
民
籍
に
編
入
し
、
身
分
・
職
業
と
も
全
て
同
一

に
な
る
よ
う
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
、
と
言
っ
て
お
り
、
呼
称
の

廃
止
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
の
後
、
近
世
身
分
制
廃
止
に
伴
う
諸
改

革
が
な
さ
れ
て
い
る
。
戸
籍
法
も
、
明
治
四
年
の
四
月
四
日
に
公

布
さ
れ
た
段
階
で
は
問
題
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、﹁
解
放
令
﹂

が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
差
別
的
条
文
が
削
除
さ
れ

た
。
そ
れ
で
も
な
お
壬
申
戸
籍
に
差
別
的
記
載
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
戸
籍
編
成
に
携
わ
っ
た
者
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
い
う
点
で
、
戸
籍
法
に
関
し
て
は
、
公
布
さ
れ
た

段
階
と
施
行
さ
れ
た
段
階
で
の
違
い
を
十
分
認
識
し
、
壬
申
戸
籍

に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、﹁
解
放
令
﹂に
は﹁
地
租
其
外
除じ
ょ
け
ん蠲

ノ
仕
来
モ
有
之
候
ハ
ヽ

引
直
シ
方
見
込
取
調
大
蔵
省
ヘ
可
伺
出
事
﹂
と
あ
る
。
従
来
、
地

租
そ
の
他
免
除
さ
れ
て
い
た
も
の
も
見
直
し
、
課
税
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
土
地
の
場
合
、
近

世
に
お
い
て
見
捨
地
や
除
地
で
あ
っ
た
も
の
が
、
明
治
五
年
の
地

券
渡
方
規
則
に
よ
る
壬
申
地
券
の
発
行
か
ら
、地
租
改
正
条
例︵
明

治
六
年
七
月
二
八
日
︶
に
よ
っ
て
改
正
地
券
が
発
行
さ
れ
る
な
か

で
、
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
部

落
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
。
現
段
階
で
は
、
こ
の
地
租
改

正
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

他
に
も
、
学
制
頒
布
︵
明
治
五
年
︶、
徴
兵
令
︵
明
治
六
年
︶、

そ
の
前
の
徴
兵
規
則
︵
明
治
三
年
︶
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
政
府

の
近
代
化
政
策
に
部
落
の
人
々
が
ど
う
対
応
し
た
か
。
徴
兵
問
題

に
つ
い
て
い
え
ば
、
太
平
洋
戦
争
の
時
期
に
な
る
と
徴
兵
忌
避
は

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
明
治
前
期
に
は
徴
兵
を
忌
避
す

る
者
が
全
国
的
に
多
く
い
た
。
徴
兵
に
応
じ
な
い
者
が
何
万
と
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
脱
走
兵
も
非
常
に
多
い
。
一

回
で
な
く
、
二
、
三
回
脱
走
し
て
い
る
者
も
い
る
。
脱
走
し
て
も

短
期
間
の
う
ち
に
帰
営
す
れ
ば
、
処
分
は
軽
か
っ
た
。
さ
ら
に
お

も
し
ろ
い
こ
と
に
、
脱
走
し
て
も
、
後
に
表
彰
さ
れ
て
い
る
者
も

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
摂
津
の
あ
る
部
落
の
者
は
明
治
一
〇
年
代
に
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戸
主
と
し
て
徴
兵
を
免
れ
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
弟
に
戸
主
を
譲
っ

た
た
め
翌
年
徴
兵
さ
れ
、
現
役
中
に
脱
走
し
て
い
る
。
彼
は
ど
う

し
て
営
舎
に
戻
っ
た
の
か
、
戻
ら
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、

償
勤
の
の
ち
満
期
と
な
り
、
予
備
役
と
し
て
帰
郷
し
た
と
き
も
二

等
兵
で
昇
級
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
彼
は
予
備
役
兵
演
習
召
集
に

も
応
じ
ず
、
軽
禁
錮
二
月
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
他
の
部
落

に
も
こ
の
よ
う
な
事
例
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
徴
兵

制
は
な
か
な
か
定
着
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
定
着
し
て
い
く
過

程
で
部
落
の
人
々
は
ど
う
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
、
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

三　
﹁
維
新
の
変
革
と
部
落
﹂
研
究

　

本
研
究
会
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
始
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
対
象
と
す
る
地
域
は
、
全
国
を
カ
バ
ー
で
き
る
の
が
理
想

で
は
あ
る
が
、
研
究
会
へ
の
参
加
者
は
一
〇
名
ば
か
り
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
滋
賀
県
が
中
心
と

な
っ
た
。
ま
た
、
研
究
対
象
と
し
て
設
定
し
た
時
期
も
、
移
行
期

か
ら
明
治
期
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
研
究
分
野
と
し
て
も
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
最
終
的
に
は
、
次
の
一

〇
名
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
も
と
、
各
々
次
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
研

究
を
進
め
た
。

　

戸
籍
︵
壬
申
戸
籍
︶
─
井
岡
康
時

　

草
場
権
、
と
場
、
牛
馬
市
─
秋
定
嘉
和
・
本
郷
浩
二

　

都
市
下
層
─
高
木
伸
夫

　

分
村
運
動
︵
本
村
─
枝
郷
体
制
と
分
村
運
動
︶
─
吉
村
智
博

　

多
様
な
被
差
別
民
と
維
新
─
森
田
康
夫

　

非
人
番
制
度
の
解
体
─
北
崎
豊
二

　

明
治
初
期
の
新
聞
報
道
と
部
落
─
里
上
龍
平

　
﹁
諸
賤
民
﹂
の
動
向
─
吉
田
栄
治
郎

　
﹁
解
放
令
﹂
を
め
ぐ
る
近
世
と
近
代
─
上
杉
聰

四　

む
す
び

　

本
研
究
会
は
二
〇
〇
三
年
度
に
始
ま
り
、
二
〇
〇
五
年
度
、
つ

ま
り
本
年
三
月
で
終
了
し
た
。
二
〇
〇
三
年
度
に
つ
い
て
は
事
業

報
告
が
出
て
お
り
、
そ
こ
に
第
一
回
か
ら
第
一
〇
回
ま
で
の
研
究

会
報
告
の
詳
細
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
研
究
会
を
含
め
、

研
究
の
成
果
と
し
て
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
研
究
か
ら
部
落
の
変

化
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
滋
賀
県
の
各

府
県
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る

特
徴
と
、
共
通
点
が
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
ら
を
通
じ
て
、﹁
解
放
令
﹂
の
再
評
価
、
即
ち
﹁
解
放
令
﹂
に
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は
問
題
は
あ
る
が
、
そ
れ
な
り
の
役
割
を
果
た
し
た
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
単
行
本
と
す
る
予
定
で

あ
る
。

　

最
後
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
く
つ
か
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
め
に
は
、
大
阪
の
部
落
史
委
員
会
で
は
一
〇
年
以
上
か
か
っ

て
史
料
を
集
め
、﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
史
料
編
七
巻
を
す
で
に
発

行
し
、
再
来
年
に
は
通
史
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
収
集
史
料
を
今
回
の
研
究
で
は
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
二
つ
め
に
は
、
研
究
会
参
加
者
が
限
ら
れ
て
い
た

た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
と
し
て
、
た
と
え
ば
土
地

問
題
、
生
業
の
問
題
、
教
育
・
文
化
に
関
す
る
問
題
、
徴
兵
制
の

問
題
な
ど
が
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
研
究
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
三
つ
め
に
は
、
研
究
の
細
分
化
も
必
要
で
あ
る

が
、
総
合
的
研
究
に
よ
っ
て
全
体
像
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

　

言
葉
足
ら
ず
で
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
思
う
が
、
時

間
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
私
の
報
告
は
以
上
で
終
え
る
こ
と
に

し
た
い
。五　

補
説
¦
質
疑
に
答
え
て

　

征
韓
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
幕
末

維
新
期
に
お
け
る
解
放
論
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
に
意
識
し
な

が
ら
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
私
自
身
だ
い
ぶ
前
に
﹁
大
阪
自
由
党

と
部
落
解
放
運
動
﹂
を
公
表
し
た
な
か
で
、
大
阪
自
由
党
の
機
関

誌
﹃
文
明
雑
誌
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
進
路
の
荊け
い
き
ょ
く棘﹂
と
い
う
論
文

を
紹
介
し
た
。
同
論
文
で
は
、
部
落
差
別
を
習
慣
に
よ
る
も
の
と

し
、
差
別
を
温
存
す
る
明
治
政
府
は
打
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ど
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
江
兆
民
が
﹃
東
雲
新
聞
﹄

に
﹁
新
平
民
﹂
の
立
場
か
ら
当
時
の
平
民
主
義
を
批
判
し
、
平
等

を
説
い
た
﹁
新
民
世
界
﹂
を
発
表
す
る
前
に
、
大
阪
で
公
刊
さ
れ

た
。
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
、
こ
れ
か
ら

も
探
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
異
民
族
起
源
説
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
研
究
会
メ
ン
バ
ー

の
な
か
に
は
職
業
起
源
を
強
調
し
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て

い
る
研
究
者
も
い
る
。
い
ず
れ
出
る
報
告
書
を
読
ん
で
い
た
だ
き

た
い
。

　

さ
ら
に
、
解
放
令
の
一
定
の
意
義
に
関
し
て
は
、
解
放
令
単
独

で
は
な
く
、
報
告
で
述
べ
た
よ
う
に
五
个
条
の
誓
文
か
ら
み
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
国
是
に
そ
っ
て
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
法

令
の
一
つ
が
、
斃
牛
馬
勝
手
処
置
令
で
あ
り
、
戸
籍
法
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
壬
申
戸
籍
も
編
成
さ
れ
た
。
解
放
令
も
そ

の
う
ち
の
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
当

初
、
戸
籍
法
に
部
落
の
人
々
は
別
戸
籍
に
せ
よ
と
い
う
規
定
も
あ
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っ
た
が
、
明
治
四
年
の
解
放
令
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
、
明
治
五
年

に
戸
籍
が
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
戸
籍
法
が
公
布
さ
れ
た
段
階

だ
け
み
れ
ば
非
常
に
差
別
的
な
内
容
だ
が
、
施
行
す
る
段
階
で
は

削
除
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。

　

た
だ
、
や
や
こ
し
い
の
は
、
大
阪
で
当
時
、
堺
県
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
︵
河
内
・
和
泉
︶
と
兵
庫
県
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
︵
摂
津
の
一
部
︶

は
、
そ
の
前
年
︵
明
治
四
年
︶、﹁
解
放
令
﹂
以
前
に
戸
籍
を
編
成

し
て
い
る
。
こ
れ
は
﹁
え
た
身
分
﹂
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
と
い

う
形
で
編
成
さ
れ
た
差
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
戸
籍

は
壬
申
戸
籍
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
が
、
一
部
例
外
が
あ
る
に
せ

よ
、
建
前
と
し
て
は
差
別
的
な
記
載
は
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
今
は
大
阪
法
務
局
に
収
め
ら
れ
て
い
て
一
般
に
は
閲
覧
で
き

な
い
の
で
、﹁
壬
申
戸
籍
は
差
別
的
だ
﹂
と
言
い
な
が
ら
見
た
こ

と
の
な
い
研
究
者
も
い
る
。
壬
申
戸
籍
は
一
部
に
差
別
的
な
身
分

記
載
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
全
体
と
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
解
放
令
で
戸
籍
の
記
載
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
る
。

　

職
業
の
問
題
で
も
、
一
応
建
て
前
と
し
て
は
﹁
同
様
た
る
べ
き

こ
と
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
建
て
前
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
、﹁
同
様
に
す
べ
き
だ
﹂
と
い
う
主
張
が
可
能
に
な
っ
た
。

水
平
運
動
も
こ
れ
を
盾
に
糾
弾
闘
争
を
展
開
し
た
と
い
う
側
面
が

あ
る
。
法
令
の
条
文
を
い
か
に
有
効
に
使
う
か
と
い
う
こ
と
は
運

動
と
関
連
が
あ
る
が
、
解
放
令
を
﹁
一
片
の
紙
切
れ
﹂
と
片
付
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

次
に
、
解
放
令
の
﹁
地
租
其
外
除
蠲
ノ
仕
来
﹂
云
々
の
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
経
済
史
的
な
方
法
論
を
身
に
つ
け
る
こ
と

な
し
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
非
常
に
地
味
で
時
間
も
か

か
る
面
倒
な
仕
事
だ
が
、
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、
差
別
発
言
と
違
っ
て
、
簡
単
に
﹁
差
別
的
だ
﹂
と
断
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
戦
前
の
研
究
者
の
な
か
に
は
、
部
落
の
土

地
が
す
べ
て
除
地
で
免
税
地
で
あ
っ
た
よ
う
に
理
解
し
て
、
そ
の

よ
う
に
辞
典
に
も
記
し
て
い
る
が
、
誤
っ
て
い
る
。
土
地
や
租
税

の
問
題
は
複
雑
で
、
そ
の
解
明
は
容
易
で
は
な
い
が
、
時
間
を
か

け
て
関
係
史
料
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
解
放
令

に
よ
っ
て
何
が
変
わ
り
何
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
、
地
道
に
明
ら

か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
仕
事
を
、
特
に
若
い

研
究
者
に
期
待
し
た
い
。

　

な
お
、
一
部
に
は
、
近
代
に
な
っ
て
近
世
よ
り
も
差
別
は
強
化

さ
れ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
そ
の
点
も
含
め
て
、
近
世
史
料
と

近
現
代
の
史
料
を
活
用
し
な
が
ら
研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。




