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部
落
問
題
と
宗
教

鶏
　
内
　
泰
　
寛

序
　

一
九
六
九
年
に
時
限
立
法
と
し
て
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
成
立
し
、
同
和
問
題
の
一
定
の
解
決
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
二

〇
〇
二
年
に
終
了
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
二
〇
〇
〇
年
よ
り
同
和
地
区
、
同
和
関
係
者
に
限
定
し
な
い
一
般
対
策
と
し
て
人
権
教
育

及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
、「
部
落
問
題
と
宗
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り

上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
の
は
、
京
都
の
地
に
於
き
ま
し
て
は
未
だ
に
部
落
問
題
は
大
き
な
社
会
問
題
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
京
都
だ
け
で
な
く
、
関
西
地
域
は
全
国
的
に
見
て
こ
の
部
落
問
題
が
社
会
問
題
と
し
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
ま
す
。
京
都
で
は

義
務
教
育
に
お
い
て
人
権
週
間
に
部
落
問
題
を
勉
強
す
る
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
も
、
小
、
中
学
校
時
代
に
は
人
権
擁
護

を
テ
ー
マ
と
し
た
絵
を
描
い
た
り
、
班
ご
と
に
人
権
新
聞
な
ど
を
作
り
、
発
表
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
近
年
ま
で
、
そ
れ
が
普
通
で
あ

る
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
全
国
的
に
見
て
特
出
し
た
こ
と
で
あ
る
と
知
り
ま
し
た
。
私
が
沖
縄
に
居
住
し
た
際
、

友
人
が
「
私
の
部
落
で
は
ね
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
会
話
を
聞
い
て
び
っ
く
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
よ
く
よ
く
話
し
て
み
る
と

そ
の
地
域
で
は
単
に
村
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
関
東
の
方
に
人
権
学
習
が
あ
っ
た
か
お
聞
き
し
ま
す
と

そ
の
よ
う
な
授
業
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
そ
う
で
、
全
国
的
に
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
温
度
差
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
部
落

を
含
有
す
る
地
域
に
お
い
て
も
世
代
的
に
温
度
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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ま
た
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
偏
見
は
高
齢
者
の
方
に
強
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
感
覚
と
し
て
は
、
部
落
地
域
の
人
は
、
怖
い
、
汚
い
と

い
う
よ
う
に
捉
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
問
題
が
未
だ
に
結
婚
の
障
害
に
も
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
一
世
代
上
の
方
に
は
、

実
際
に
結
婚
で
部
落
出
身
と
い
う
こ
と
が
障
害
と
な
り
自
殺
を
さ
れ
た
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
年
部
落
内

外
で
通
婚
を
さ
れ
た
方
の
中
に
も
、
お
じ
い
さ
ん
が
「
部
落
外
の
人
と
一
緒
に
な
れ
て
良
か
っ
た
。
我
々
の
時
代
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ

た
」
と
大
声
で
涙
を
流
し
て
泣
か
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
も
現
在
に
お
け
る
、
部
落
問
題
の
現
状
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　

現
代
の
部
落
問
題
に
於
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
で
部
落
地
域
が
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
一
部
に
於
い
て

逆
差
別
の
助
長
を
促
し
た
よ
う
に
も
感
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
か
つ
て
部
落
地
域
の
ア
パ
ー
ト
の
家
賃
が
一
般
的
な
家
賃
に
比
べ
少
し

抑
え
ら
れ
た
り
、
部
落
地
域
の
学
力
向
上
の
た
め
に
部
落
の
子
供
の
み
を
対
象
に
し
た
「
セ
ン
タ
ー
学
習
」
や
「
補
充
教
育
」
と
い
う
時

間
が
持
た
れ
た
り
し
た
こ
と
、
ま
た
同
和
対
策
事
業
の
費
用
搾
取
を
目
的
と
し
た
エ
セ
部
落
運
動
団
体
に
よ
る
金
銭
問
題
、
暴
力
問
題
等

が
逆
差
別
と
い
う
感
情
を
周
辺
地
域
の
方
に
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
の
周
囲
の
教
師
を
見
回
し
て
も
厄
介
な
部
落
問
題
に
は
関
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
人
が
多
く
、
人
権
問
題
に
対
す
る
誤
っ
た

価
値
観
を
持
っ
て
い
る
方
も
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
近
年
に
お
い
て
も
宗
内
教
師
が
ラ
ジ
オ
の
生
放
送
で
差
別
用
語
を
発
言
し
、
視
聴

者
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
り
し
て
、
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
無
知
か
ら
く
る
過
ち
を
な
く
す
た
め
に
は

部
落
の
歴
史
認
識
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

部
落
形
成
の
歴
史
を
考
え
ま
す
と
、
宗
教
が
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
私
達
は
ま
ず
こ
の
こ
と
を
知
り
、

ま
た
、
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
、
こ
の
問
題
が
第
二
の
段
階
へ
移
行
し
た
中
で
教
師
や
寺
院
の
果
た

せ
る
役
割
が
何
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
こ
の
度
の
発
表
を
行
わ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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日
本
の
風
習
と
仏
教
伝
来

　

大
正
九
年
十
二
月
付
け
の
内
務
省
の
統
計
（
資
料
１
）
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
れ
を
見
て
頂
き
ま
す
と
、
特
殊
部
落
と
さ
れ
た
地
域
は
近

畿
地
方
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
京
都
は
、
長
く
都
が
お
か
れ
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
全
国
の
中
心
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
最
も
早
く
穢
多
の
形
成
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
穢
多
の
源
流
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

穢
多
の
言
葉
の
起
源
は
、
一
説
に
餌
取
の
転
訛
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
鎌
倉
時
代
の
『
塵
袋
』
に

　
　

�「
キ
ヨ
メ
を
エ
タ
と
い
う
は
い
か
な
る
詞
ぞ
」「
根
本
は
餌
取
と
い
う
べ
き
か
、
餌
と
い
う
は
、
し
し
む
ら
鷹
の
餌
を
言
う
な
る
べ
し
。

そ
れ
を
と
る
も
の
を
言
う
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　

穢
多
の
言
葉
の
起
源
で
あ
る
餌
取
も
元
来
は
賤
し
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
餌
取
は
、
字
の
ご
と
く
鷹
司
の
鷹
に
食
べ

さ
せ
る
餌
を
取
る
こ
と
た
め
に
、
牛
馬
な
ど
を
屠
殺
し
て
餌
を
取
っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。（
資
料
２
）
で
す
が
、
常
徳
寺
所
蔵
の
平

安
時
代
に
作
ら
れ
た
鷹
司
の
木
像
で
す
。
常
徳
寺
は
、
藤
原
忠
実
の
屋
敷
跡
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
貴
族
社
会
の

間
で
は
、
こ
の
よ
う
な
遊
び
が
文
化
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
鷹
を
使
っ
て
鳥
を
捕
ら
え
る
こ
と
は
仁
徳
天
皇
の

代
か
ら
あ
り
、
ま
た
、
大
宝
令
官
制
に
主
鷹
司
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
こ
れ
に
付
随
す
る
餌
取
の
由
来
も
ま
た
古
く
か
ら
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
古
来
、
日
本
で
は
狩
猟
が
盛
ん
で
あ
り
、
牛
馬
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
が
、
奈
良
時
代
に
田
植
え
が
確

立
さ
れ
、
平
安
時
代
に
田
畑
が
普
及
し
た
こ
と
で
農
業
経
済
の
確
立
を
見
た
こ
と
と
、
仏
教
が
伝
来
し
天
皇
統
治
に
使
用
さ
れ
盛
ん
に
な

る
に
つ
れ
、
次
第
に
殺
生
禁
忌
の
風
潮
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
仏
教
の
殺
生
禁
忌
の
決
ま
り
か
ら
肉
食
を
穢
れ
た
も
の
と
見
な

す
風
が
広
ま
り
、
特
に
牛
馬
を
殺
生
す
る
屠
者
で
あ
る
餌
取
を
蔑
視
す
る
風
潮
が
広
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
生
死
や
血
に
関
係
す
る

職
業
、
天
皇
の
墓
地
を
守
る
陵
番
、
動
物
の
死
肉
処
分
、
皮
革
製
造
、
助
産
等
の
職
業
を
行
う
も
の
は
蔑
視
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
に
は
餌
取
と
い
う
語
が
、
穢
れ
多
き
も
の
と
し
て
「
穢
多
」
と
い
う
語
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
又
、
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こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
鷹
を
飼
い
鳥
を
取
る
殺
生
も
禁
忌
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
の
『
三
代
実
録
』
に

　
　

�「
諸
国
年
貢
と
御
鷹
一
切
停
止
。
ま
た
国
司
、
鷹
を
養
い
、
鳥
を
逐
う
を
制
す
。
あ
る
い
は
聞
く
、
多
く
鷹
鶏
を
養
い
、
な
お
殺
生

を
好
む
ゆ
え
を
も
っ
て
猟
徒
部
内
を
縦
横
す
。
ゆ
え
に
重
ね
て
制
す
。」
と
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
当
時
、
穢
多
の
仕
事
と
い
う
の
は
世
の
人
の
嫌
う
処
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
独
占
し
た
穢
多
は
各
地
に
お
い
て
特
権

を
与
え
ら
れ
優
遇
さ
れ
ま
し
た
。
御
所
や
寺
院
境
内
の
掃
除
な
ど
も
キ
ヨ
メ
（
清
目
）
と
呼
ば
れ
優
遇
さ
れ
ま
し
た
。
穢
れ
を
穢
れ
の
多

い
穢
多
が
掃
除
を
す
る
こ
と
で
、
穢
多
が
穢
れ
を
持
っ
て
行
っ
て
く
れ
キ
ヨ
メ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
掃
除
に
付

随
す
る
、
箒
や
草
履
な
ど
の
製
造
も
穢
多
の
独
占
し
た
職
業
と
な
り
ま
し
た
。

部
落
の
確
立
と
宗
教

　

徳
川
時
代
の
幕
開
け
と
共
に
、
封
建
制
度
が
法
制
化
さ
れ
て
、
中
央
集
権
の
時
代
と
な
っ
た
こ
と
が
、
穢
多
の
状
況
を
悪
化
さ
せ
、
部

落
確
立
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

統
治
政
策
上
か
ら
考
え
て
も
、
封
建
制
度
は
武
士
階
級
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
政
治
形
態
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
最
下
層
に
置
か
れ

た
穢
多
は
、
経
済
的
活
動
の
制
限
が
行
わ
れ
、
生
活
地
域
を
限
定
さ
れ
、
公
平
な
裁
判
権
が
な
く
、
普
通
民
と
の
婚
姻
を
禁
止
さ
れ
る
な

ど
、
多
く
の
権
利
を
奪
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
穢
多
の
隔
離
政
策
が
部
落
形
成
に
結
び
付
い
た
の
で
す
。
実
は
、

こ
の
こ
と
に
仏
教
の
思
想
が
関
与
し
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
殺
生
禁
忌
の
思
想
は
、
仏
教
の
戒
律
に
背
く
も
の
と
さ
れ
、
当
時

の
娯
楽
で
あ
っ
た
寺
社
の
お
祭
り
や
行
事
へ
の
穢
多
の
参
加
を
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
僧
侶
が
穢
多
に
近
づ
く
こ
と
さ
え
も
戒
律

に
背
く
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
浄
土
真
宗
が
、
部
落
地
域
へ
の
布
教
を
積
極
的
に
試
み
た
こ
と
は
仏
教
界
に
於
い
て
特
出
し
た
点
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
高
橋
貞
樹
著
の
『
被
差
別
部
落
一
千
年
史
』
に
は
、
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
親
鸞
上
人
が
御
同
行
御
同
胞
と
手
を
握
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り
抱
き
あ
っ
て
差
別
な
く
教
え
を
説
き
、
非
人
と
さ
れ
た
八
坂
神
社
の
犬
神
人
の
人
々
を
教
化
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
に
よ
る
と
し
て
い

ま
す
。
社
会
か
ら
穢
れ
た
者
と
し
て
蔑
視
を
受
け
、
現
実
生
活
に
は
絶
望
し
か
持
て
な
い
部
落
民
に
と
っ
て
、
肉
食
妻
帯
を
許
し
、
何
が

あ
ろ
う
と
無
条
件
に
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
信
仰
に
帰
依
す
る
の
は
当
時
に
お
い
て
極
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
大
正
九

年
十
二
月
の
内
務
省
の
統
計
（
資
料
３
）
を
見
て
頂
き
ま
す
と
、
浄
土
真
宗
に
穢
多
の
信
徒
が
群
を
抜
い
て
多
い
こ
と
が
お
判
り
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
二
番
目
に
多
い
の
は
こ
の
日
蓮
宗
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
が
『
佐
渡
御
書
』
に
「
何
に

況
や
日
蓮
今
生
に
は
貧
窮
下
賤
の
者
と
生
れ
、
旃
陀
羅
が
家
よ
り
出
た
り
。」（
文
永
九
年
三
月
二
十
日　

五
十
一
歳
）
と
言
わ
れ
、
一
切

衆
生
の
救
済
を
目
指
さ
れ
た
平
等
思
想
か
ら
来
る
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
徳
川
時
代
の
中
期
に
は
こ
の
よ
う
な
実
態
か
ら
浄
土
真
宗
の
布

教
が
広
ま
り
、
浄
土
真
宗
寺
院
が
盛
ん
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
部
落
民
の
信
仰
は
篤
く
、
一
部
落
に
八
ケ
寺
を
有
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

穢
多
解
放

　

部
落
、
穢
多
の
政
治
的
な
解
放
は
、
明
治
四
年
八
月
二
十
八
日
の
大
政
官
布
告
第
六
十
一
条
の
解
放
令
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
時
に
解
放
さ
れ
た
の
は
、
穢
多
二
十
八
万
三
百
十
一
人
、
非
人
二
万
三
千
四
百
八
十
人
、
皮
作
等
雑
種
七
万
九
千
百
九
十
五
人
、
総
計

三
十
八
万
二
千
八
百
六
十
六
人
が
解
放
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
政
治
的
な
表
面
的
な
解
放
で
あ
り
、
穢
多
に

対
す
る
民
衆
の
潜
在
的
な
蔑
視
意
識
が
解
消
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
真
の
穢
多
解
放
に
至
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
も
、

島
崎
藤
村
の
『
破
戒
』
の
世
界
が
存
在
し
続
け
た
の
で
す
。
日
本
最
初
の
自
然
主
義
文
学
と
言
わ
れ
る
『
破
戒
』
に
は
、
日
本
の
封
建
制

の
ゆ
え
に
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
他
の
人
間
か
ら
差
別
さ
れ
る
と
い
う
封
建
的
な
不
合
理
で
あ
る
穢
多
の
問
題
を
悲
劇
と
し
て
取
り
上

げ
て
い
ま
す
。
主
人
公
丑
松
は
、
父
の
戒
め
か
ら
穢
多
と
い
う
自
ら
の
出
生
を
周
囲
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
生
き
る
の
で
す
が
、
父
の
「
自

分
が
死
ん
で
も
故
郷
に
帰
っ
て
く
る
な
」
と
い
う
戒
め
を
破
り
、
父
の
葬
儀
に
故
郷
へ
帰
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
周
囲
に
知
れ
る
よ
う
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に
な
り
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
卑
し
い
身
分
の
自
分
が
小
学
校
の
教
壇
に
立
ち
指
導
し
た
こ
と
を
、
生
徒
の
前
で
謝
罪
し
、
土
下
座
し
、

村
を
出
、
テ
キ
サ
ス
へ
新
天
地
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
成
果
と
弊
害

　

こ
の
よ
う
な
部
落
問
題
を
解
消
す
る
た
め
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
一
九
六
九
年
に
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
成
立
し
ま
し
た
。

そ
の
目
的
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。（
目
的
）
第
一
条
「
こ
の
法
律
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
基
本
的
人
権
の
享
有
を
保
障
す
る
日
本

国
憲
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
歴
史
的
社
会
的
理
由
に
よ
り
生
活
環
境
等
の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
域
（
以
下
「
対
象
地
域
」

と
い
う
）
に
つ
い
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
協
力
し
て
行
な
う
同
和
対
策
事
業
の
目
標
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
な
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
地
域
に
お
け
る
経
済
力
の
培
養
、
住
民
の
生
活
安
定
及
び
福
祉
の
向

上
等
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
特
に
（
同
和
対
策
事
業
の
目
的
）
第
五
条
に
は
「
同
和
対
策
事
業
の
目
標
は
、
対
象
地
域
に

お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
、
社
会
福
祉
の
増
進
、
産
業
の
振
興
、
職
業
の
安
定
、
教
育
の
充
実
、
人
権
擁
護
活
動
の
強
化
等
を
図
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
対
象
地
域
の
住
民
の
社
会
的
経
済
的
地
位
の
向
上
を
不
当
に
は
ば
む
諸
要
因
を
解
消
す
る
こ
と
に
あ
る
も
の
と
す
る
。」
と

あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
最
初
に
述
べ
ま
し
た
京
都
市
の
教
育
問
題
を
例
に
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
部
落
地
域
の
学
力
向
上
の
た
め
に
部
落
の

子
供
の
み
を
対
象
に
し
た
学
校
教
員
に
よ
る
「
セ
ン
タ
ー
学
習
」
や
「
補
充
教
育
」
と
い
う
時
間
外
学
習
に
力
が
注
が
れ
ま
し
た
。（
資

料
４
）
を
見
て
頂
き
ま
す
と
、
調
査
開
始
当
初
の
昭
和
三
十
八
年
三
月
、
全
市
の
高
校
進
学
率
が
七
十
五
％
、
同
和
地
区
が
三
十
四
・
七

％
と
、
そ
の
差
が
四
十
・
三
％
と
倍
以
上
の
開
き
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
に
は
全
市
が
九
十
一
・
六
、
同
和
地
区
が
九
十

二
・
八
と
逆
転
し
た
こ
と
が
分
か
り
、
格
差
が
無
く
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
応
の
成
果
と
言
え
ま
す
が
、
こ
の
政
策
が
部
落

地
域
だ
け
を
対
象
に
し
た
こ
と
に
よ
り
部
落
地
域
と
周
辺
地
域
の
間
で
摩
擦
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
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次
に
、
結
婚
形
態
に
つ
い
て
で
す
が
、
一
九
七
九
年
に
国
民
融
合
全
国
会
議
が
発
表
し
た
調
査
内
容
（
資
料
５
）
に
よ
る
と
、
四
十
歳

以
上
の
年
齢
の
方
の
結
婚
形
態
は
軒
並
み
七
十
％
以
上
と
部
落
内
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
三
十
歳
以
下
の
方
は
、
部
落

内
外
通
婚
が
部
落
内
通
婚
を
逆
転
し
、
二
十
四
歳
以
下
で
は
部
落
内
外
通
婚
が
五
十
五
・
六
％
、
部
落
内
婚
姻
が
十
四
・
八
％
と
な
り
、

大
い
に
改
善
さ
れ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
今
日
で
は
、
こ
の
格
差
は
さ
ら
に
低
下
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
全
く
解

消
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
結
婚
を
す
る
際
に
こ
の
問
題
に
よ
っ
て
家
族
に
反
対
さ
れ
る
こ
と
を
聞
き
ま
す
し
、
家
族
関

係
を
断
っ
て
の
結
婚
に
踏
み
切
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

結
　

世
界
的
に
見
て
も
同
じ
人
種
で
あ
り
な
が
ら
他
か
ら
差
別
さ
れ
る
と
い
う
部
落
問
題
は
他
に
類
を
見
な
い
、
日
本
独
特
と
も
い
え
る
問

題
で
あ
り
ま
す
。
人
間
で
あ
り
な
が
ら
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
穢
多
の
悲
惨
な
る
実
状
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
殺
生
禁
忌
の
仏
教
に
因

を
発
し
、
江
戸
幕
府
の
封
建
制
度
を
要
因
に
確
固
な
る
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
中
に
お
い
て
仏
教

本
来
の
本
意
や
平
等
思
想
は
歪
曲
さ
れ
、
穢
多
を
戒
律
に
背
く
も
の
と
し
て
排
除
し
て
い
っ
た
こ
と
は
仏
教
界
と
し
て
反
省
す
べ
き
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
差
別
戒
名
の
問
題
、
興
信
所
へ
の
個
人
情
報
流
出
に
よ
る
結
婚
問
題
へ
の
加
担
な
ど
、
仏
教
界
の
過

ち
が
部
落
差
別
を
後
押
し
し
て
き
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
す
。
そ
し
て
未
だ
に
、
多
く
の
方
は
部
落
に
対
し
潜
在
的
に
蔑
視

意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
す
。
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
終
了
し
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の

推
進
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
現
在
、
今
一
度
部
落
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
を
通
じ
、
こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
人
権
問
題
に
注
視
し
、

人
権
啓
発
を
喚
起
し
て
行
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
実
感
と
し
て
一
番
大
き
な
変
化
は
、
近
年
、
部
落
民
と
し
て
差
別
を
受
け
て
き
た
方
々
と
直
接
対
話
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
こ
と

で
す
。
こ
れ
に
は
信
頼
関
係
が
絶
対
条
件
で
す
が
、
大
き
な
進
歩
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
於
い
て
教
師
は
大
き
な
役
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割
を
果
た
せ
る
と
考
え
ま
す
。
教
師
は
、
部
落
内
外
の
双
方
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、
誤
っ
た
思
想
信
条
の
方
に
ア
ド
バ
イ

ス
出
来
う
る
立
場
で
も
あ
り
ま
す
。
寺
院
布
教
に
お
い
て
も
、
人
権
啓
発
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
十
分
に
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
際
行
政
、
学
校
、
警
察
、
弁
護
士
な
ど
と
連
携
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
か
と
思
い
ま
す
。
数
字
に
は
表
れ
て
こ
な
い
部
落
地
域
へ
の

潜
在
的
蔑
視
意
識
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
地
域
間
交
流
が
重
要
で
あ
り
、
今
ま
で
の
部
落
地
域
の
み

に
解
放
さ
れ
て
き
た
体
育
館
や
隣
保
館
を
積
極
的
な
交
流
の
場
と
し
て
利
用
し
、
人
と
人
と
の
付
き
合
い
が
で
き
る
地
域
へ
の
変
革
が
必

要
で
す
。
今
こ
そ
、
相
互
の
理
解
を
深
め
ら
れ
る
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

人
権
問
題
は
直
接
に
人
の
生
死
に
関
わ
る
問
題
で
す
。「
立
正
安
国
お
題
目
結
縁
運
動
〜
い
の
ち
に
合
掌
〜
」
を
掲
げ
る
日
蓮
宗
は
、

相
手
を
敬
う
但
行
礼
拝
を
も
っ
て
人
権
を
奪
わ
れ
た
人
に
寄
り
添
え
る
教
団
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
法
華
経
の

教
え
に
適
っ
た
「
人
間
尊
重
、
相
互
理
解
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
行
動
す
る
」
と
い
う
菩
薩
行
の
考
え
そ
の
も
の
が
、
人
権
擁
護

の
思
想
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
本
来
の
法
華
経
信
仰
そ
の
も
の
の
姿
を
日
常
の
社
会
生
活
の
中
に
顕
現
し
て
行
け
れ

ば
と
考
え
ま
す
。
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