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は
じ
め
に

　

窮
民
と
い
う
言
葉
は
、
古
く
か
ら
あ
る
が
、
急
速
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
天
保
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
明
治
初
期
に
ま

で
窮
民
は
世
直
し
の
「
主
体
」
と
し
て
、
ま
た
時
代
の
危
機
的
様
相
を
示
す
キ
イ
ワ
ー
ド
と
し
て
使
わ
れ
た（

１
）。

　

窮
民
と
い
う
言
説
は
、
富
民
に
対
置
し
て
使
用
さ
れ
た
対
立
概
念
で
あ
っ
た（

２
）。

窮
民
─
富
民
と
い
う
分
割
は
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
分
割
の

あ
り
方
と
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
社
会
は
、
身
分
制
の
社
会
で
あ
り
、
武
士
と
百
姓
・
町
人
と
い
う
身
分
区
分
（
分
割
）
が
行
わ

れ
、
民
衆
運
動
も
通
常
は
そ
の
範
囲
で
行
わ
れ
て
き
た
。
百
姓
一
揆
、
町
民
一
揆
と
い
う
形
態
を
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
結
集
と
行
動
の

様
式
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
窮
民
─
富
民
は
階
級
的
分
割
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
闘
争
が
行
わ
れ
た
。

　

窮
民
─
富
民
は
、
村
に
も
町
に
も
存
在
す
る
も
の
で
、
身
分
制
が
解
体
し
始
め
て
、
生
ま
れ
る
分
割
概
念
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
分
割
基

軸
、
あ
る
い
は
視
座
の
転
換
は
、
天
保
期
に
急
激
に
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
前
段
階
の
文
化
末
年
に
成
立
し
た
『
世
事

見
聞
録
』
の
記
述
の
な
か
か
ら
、
一
九
世
紀
初
頭
の
窮
民
認
識
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
世
事
見
聞
録
』
は
「
序
」
に
よ
れ
ば
文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）
の
成
立
で
、
著
者
は
武
陽
隠
士
と
署
名
が
あ
る（

３
）。

本
書
を
紹
介
し
た

『
世
事
見
聞
録
』
の
窮
民

白
川
部　

達　

夫
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瀧
川
政
次
郎
の
解
説
で
は
、
江
戸
の
比
較
的
余
裕
の
あ
る
武
士
の
手
に
な
る
著
述
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
瀧
川
の
紹
介
に
よ
り
、
本

書
は
江
戸
後
期
の
世
相
批
判
の
代
表
的
著
述
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
対
象
は
武
士
・
百
姓
・
町
人
・
寺
社
な
ど
諸
身
分
に

及
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
百
姓
之
事
」
を
中
心
に
検
討
す
る
。
こ
の
「
百
姓
之
事
」
は
、
ほ
ぼ
全
編
が
、
百
姓
の
困
窮
と
窮
民
を
論
じ

て
お
り
、
こ
の
点
で
、
こ
の
時
期
の
大
系
だ
っ
た
窮
民
論
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
同
書
の
窮
民
論
を
紹
介
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
武
陽
隠
士
の
理
解
で
あ
っ
て
、
現
実
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
は
、
別
の
次
元
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
理
解
の
仕
方
を
通
じ
て
、
当
時
の
現
状
認
識
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
一
九
世
紀
初
め
の

窮
民
認
識
を
知
る
上
で
、
貴
重
な
素
材
と
い
え
る
。

一　

融
通
弁
利
の
世
と
窮
民

　

武
陽
隠
士
は
、
ま
ず
現
状
を
融
通
便
利
の
世
と
な
っ
て
い
る
と
と
ら
え
る
。
状
況
認
識
は
必
ず
し
も
否
定
的
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
弊

害
も
当
然
あ
り
、
隠
士
の
批
判
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
が
治
平
の
弊
で
、
太
平
の
世
が
続
く
と
、
人
々
が
奢
侈
に
な
り
、
そ
れ
が
窮
民
を
生

み
出
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
融
通
弁
利
は
世
を
賑
は
し
人
を
補
ひ
、
こ
の
上
も
な
き
体
に
見
ゆ
れ
ど
も
、
さ
に
あ
ら
ず
。
右
体
貧
福
偏
り
、
或
は
奢
り
、
或
は

窮
し
、
そ
の
間
に
利
欲
の
徒
、
余
多
出
来
て
、
民
を
荒
す
な
り（

４
）。

こ
こ
で
は
、
融
通
弁
利
は
貧
富
の
偏
り
を
生
み
出
し
、
奢
侈
に
よ
る
奢
り
と
困
窮
を
増
し
、
そ
こ
に
利
欲
の
者
が
出
て
民
を
苦
し
め
る
の
だ

と
い
う
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
、
江
戸
周
辺
や
京
・
大
坂
・
国
々
の
城
下
に
近
い
場
所
や
町
方
に
近
い
と
こ
ろ
で
は

菜
も
大
根
も
銭
に
替
り
、
花
も
薄
も
価
に
拘
は
る
土
地
は
、
民
の
本
意
は
失
せ
て
、
人
を
誑
か
し
て
利
を
貪
る
悪
し
き
知
恵
に
な
り
、
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ま
た
絹
縮
緬
そ
の
外
す
べ
て
高
料
な
る
物
産
を
仕
出
だ
す
所
の
民
は
、
こ
れ
利
益
の
道
に
賢
く
な
り
、
或
は
田
畑
に
も
桑
・
麻
・
梨
子
・

柿
・
藍
・
棉
・
紅
花
・
紫
根
・
牡
丹
・
芍
薬
・
葛
・
百
合
・
芋
・
烏
芋
・
蓮
根
な
ど
を
植
え
、
五
穀
を
疎
み
て
利
を
貪
る
事
を
欲
し
、

諸
事
の
懸
引
き
商
人
の
心
持
に
て（

５
）、

と
、
五
穀
を
嫌
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
産
品
を
作
付
け
し
て
、
商
人
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
隠
士
の
言
う
融
通
弁
利
と
は
、
農
民

が
特
産
品
の
作
付
け
を
積
極
的
に
展
開
す
る
状
況
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
隠
士
か
ら
見
る
と
、「
利
益
の
道
」
に
は
し
る
事

態
が
憂
慮
さ
れ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
問
題
を
指
摘
す
る
。

さ
て
村
役
人
始
め
福
有
な
る
も
の
、
又
は
産
業
そ
の
ほ
か
売
買
利
潤
の
道
に
入
り
し
民
、
右
の
如
く
奸
智
に
な
り
て
、
上
た
る
人
を
す

ら
犯
し
欺
く
程
な
れ
ば
、
目
下
な
る
右
の
愚
昧
の
小
前
百
姓
を
ば
犯
し
掠
む
る
こ
と
思
ひ
や
る
べ
し（

６
）。

村
で
は
、
村
役
人
や
富
裕
な
者
、
産
業
や
売
買
利
潤
に
か
か
わ
る
者
が
成
長
し
て
、
小
前
百
姓
を
掠
め
る
と
い
う
。
天
明
飢
饉
後
、
寛
政
改

革
を
経
て
文
化
期
に
入
る
と
、
天
候
は
安
定
し
て
、
豊
作
が
続
き
、
社
会
は
ひ
と
ま
ず
安
定
し
た
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
一
八
世
紀
後
半
か

ら
展
開
し
た
特
産
地
化
や
諸
営
業
、
い
わ
ゆ
る
小
商
品
生
産
の
発
展
が
開
花
す
る
よ
う
に
な
る
。
隠
士
の
理
解
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
反

映
し
た
も
の
で
、
奢
侈
と
困
窮
を
結
び
つ
け
た
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。

上
を
凌
ぎ
下
を
犯
す
奸
悪
は
、
み
な
融
通
弁
利
に
よ
り
て
、
有
余
な
る
者
の
所
業
に
て
、
窮
民
に
は
曽
て
な
し
。
是
の
如
く
民
の
融
通

弁
利
に
よ
り
、
利
欲
奸
悪
に
移
り
、
悉
く
曲
も
の
と
な
り
行
く
事
、
世
に
怠
る
の
第
一
な
り（

７
）。

そ
こ
で
治
平
の
弊
の
根
源
は
、
有
余
な
る
も
の
が
上
を
凌
ぎ
下
を
犯
す
所
業
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
て
、
窮
民
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と

い
う
。
ま
た
有
余
な
る
も
の
の
所
業
の
た
め
に
、
農
業
専
一
の
窮
民
も
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

本
業
一
図
な
る
窮
民
も
、
段
々
変
化
し
、
尤
も
産
業
の
ほ
か
融
通
の
道
を
行
ふ
べ
き
元
手
な
け
れ
ば
、
兎
角
悪
し
き
道
へ
入
る
べ
き
よ

り
外
に
な
く（

８
）、
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し
か
し
元
手
が
な
い
の
で
、
と
か
く
悪
の
道
に
入
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

二　

融
通
弁
利
と
地
域
の
盛
衰

　

そ
こ
で
武
陽
隠
士
は
、
融
通
便
利
に
は
地
域
差
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
の
あ
り
方
も
異
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
点
に

つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

五
畿
内
近
辺
、
ま
た
近
江
・
伊
勢
国
な
ど
は
、
悉
皆
善
民
は
失
せ
て
、
利
欲
悪
逆
に
変
ぜ
し
や
う
な
り
。
こ
の
国
に
元
来
売
買
利
潤
の

道
早
く
行
は
れ
し
故
、
小
前
百
姓
に
至
る
ま
で
皆
利
欲
、
か
の
辺
の
土
風
は
、
先
づ
損
益
の
勘
定
が
第
一
番
に
な
り
、
世
の
義
理
は
そ

の
次
へ
廻
り
て
、
有
り
て
無
き
が
如
し（

９
）、

畿
内
周
辺
は
売
買
利
潤
の
道
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
融
通
便
利
の
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
小
前
に
い
た
る
ま
で
、
損
得
勘
定
が
一

番
で
、
義
理
は
あ
っ
て
な
い
よ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
土
地
で
は
農
業
だ
け
で
は
続
か
な
い
の
で
、
色
々
利
欲
の
道
に
入
る
の

で
悪
く
な
る
が
、
産
業
や
利
欲
の
道
に
遠
い
国
は
人
数
が
減
っ
て
田
地
が
荒
れ
て
い
る
と
い
う）

（1
（

。
経
済
発
展
の
差
に
よ
り
地
域
の
あ
り
よ
う

が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

融
通
弁
利
の
地
は
賑
か
に
な
り
て
、
右
に
云
ふ
ご
と
く
奸
智
を
生
じ
、
ま
た
不
融
通
不
弁
利
の
地
は
、
人
家
減
じ
、
荒
地
潰
家
の
み
出

来
る
な
り
。
関
東
の
内
に
も
常
陸
・
下
野
は
過
半
荒
地･

潰
家
出
来
る
由）

（（
（

。

融
通
便
利
の
土
地
は
賑
や
か
に
な
る
が
、
不
融
通
不
便
利
の
地
は
、
下
野
・
常
陸
の
よ
う
に
農
村
荒
廃
現
象
を
生
じ
る
と
い
う
。
当
時
江
戸

で
も
、
下
野
・
常
陸
の
農
村
荒
廃
は
注
目
さ
れ
て
い
た
。
松
平
定
信
の
『
宇
下
人
言
』
に
あ
る
江
戸
に
近
い
関
東
の
農
村
で
は
、
人
々
が
江

戸
の
繁
盛
に
惹
か
れ
、
農
業
を
嫌
っ
て
出
て
し
ま
う
た
め
に
激
し
い
農
村
荒
廃
に
見
舞
わ
れ
た
と
す
る
理
解
が
著
名
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
松
平
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定
信
に
は
経
済
発
展
の
な
か
で
こ
れ
を
と
ら
え
る
視
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
点
、
武
陽
隠
士
の
見
方
は
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
も
の
が
あ

る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
点
が
展
開
さ
れ
る
。

御
当
地
（
江
戸
＝
白
川
部
）
隣
り
合
ひ
の
国
々
は
、み
な
運
送
通
用
宜
し
き
ゆ
え
に
、御
当
地
の
余
沢
そ
れ
〴
〵
に
廻
り
合
ひ
、（
中
略
）

さ
ほ
ど
人
数
は
減
ら
ず）

（1
（

。

江
戸
周
辺
地
域
は
、
江
戸
の
繁
盛
の
余
沢
が
廻
る
の
で
そ
れ
ほ
ど
、
衰
退
は
し
な
い
と
い
う
。
ま
た
遠
国
は
、
い
く
べ
き
賑
わ
い
の
地
が
な

い
の
で
、
下
野
・
常
陸
ほ
ど
減
ら
な
い
と
も
い
う
。
隠
士
の
地
域
区
分
の
基
準
は
「
都
会
に
近
き
遠
き
は
右
の
損
得
あ
り
」
と
あ
る
よ
う

に）
（1
（

、
都
会
の
近
い
と
こ
ろ
は
、
都
会
に
流
入
し
て
人
口
減
少
が
激
し
く
な
り
、
遠
い
と
こ
ろ
は
都
会
に
出
た
く
て
も
出
る
こ
と
が
む
ず
か
し

い
の
で
忍
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
で
、
繁
盛
の
地
と
し
て
都
会
が
あ
り
、
こ
の
経
済
作
用
に
周
辺
地
域
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。

三　

民
の
本
性
と
利
潤
の
道

　

と
こ
ろ
で
隠
士
は
、
理
想
的
だ
っ
た
時
代
を
元
禄
・
享
保
期
と
み
て
い
る
。

元
禄
・
享
保
の
頃
ま
で
の
ご
と
く
、
民
業
次
第
に
厚
く
な
り
行
く
や
う
に
あ
り
た
き
も
の
な
り）

（1
（

。

そ
こ
で
民
の
本
性
と
そ
れ
が
な
ぜ
、
利
潤
の
道
に
入
り
込
む
よ
う
に
な
る
の
か
を
領
主
の
政
策
を
交
え
て
論
じ
る
。

全
体
土
民
は
利
潤
の
道
に
浅
く
、天
性
愚
鈍
に
て
根
気
薄
く
、力
量
浅
く
、我
が
生
ま
れ
た
る
土
地
を
都
よ
り
も
よ
き
所
と
思
ひ
込
み
、

上
を
恐
れ
、
他
人
に
交
は
る
事
を
厭
ひ
、
殊
に
他
国
に
行
く
事
を
怖
れ
、
い
か
に
も
剛
毅
木
訥
に
て
あ
り
た
き
も
の
な
り
。
君
子
は
徳

に
懐
き
、
小
人
は
土
に
懐
く
古
語
の
通
り
、
一
体
民
の
土
地
を
大
切
に
心
得
る
は
天
性
自
然
な
り）

（1
（

。
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隠
士
は
ま
ず
、
土
民
の
本
来
の
気
風
は
天
性
愚
鈍
で
他
へ
出
た
が
ら
な
い
朴
訥
な
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
生
所
を

離
れ
て
、
利
益
の
道
に
出
よ
う
と
す
る
の
か
と
問
う
。
そ
こ
で
隠
士
は
昔
の
よ
う
に
課
役
失
費
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
耕
作
の
ほ
か
の
余
業

や
融
通
弁
利
が
な
く
て
も
済
む
こ
と
だ
と
指
摘
す
る
。

元
来
土
地
あ
れ
ば
人
あ
り
、
人
あ
れ
ば
土
地
あ
る
の
道
理
に
て
、
土
地
あ
り
て
人
の
住
み
兼
ぬ
る
と
い
ふ
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。

く
れ
〴
〵
も
世
に
奢
侈
と
利
潤
の
事
な
く
ば
、
困
窮
も
起
ら
ず
、
利
欲
に
も
移
ら
ず
、
人
も
動
か
ず
、
か
や
う
に
は
な
り
行
く
ま
じ
き

な
り）

（1
（

。

土
地
あ
れ
ば
人
あ
り
と
い
う
の
は
、
隠
士
の
基
本
的
考
え
方
で
、『
世
事
見
聞
録
』
の
終
章
「
土
民
君
之
事
」
の
冒
頭
に
は
、

土
あ
れ
ば
民
あ
り
、
民
あ
れ
ば
君
あ
り
、
土
と
民
と
君
と
、
こ
れ
天
下
の
三
宝
と
い
へ
り
。
土
の
万
物
を
生
育
す
る
、
こ
れ
仁
な
り
。

民
の
耕
作
す
る
、
こ
れ
仁
な
り
。
君
の
制
度
、
こ
れ
仁
な
り
。
天
地
の
間
、
仁
を
離
る
ゝ
事
な
し）

（1
（

。

と
あ
り
、
土
・
民
・
君
を
天
下
の
三
宝
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
現
実
は
、
奢
侈
と
利
潤
に
よ
り
人
々
は
窮
民
と
な
っ
て
土
地
を
離
れ
て
い

る
。
そ
の
奢
侈
の
働
き
に
つ
い
て
は

今
貴
人
高
位
を
始
め
、
世
上
の
奢
侈
安
逸
の
費
、
ま
た
融
通
利
潤
の
損
、
皆
こ
の
土
民
に
押
し
懸
る
ゆ
え
困
窮
起
り
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な

く
利
潤
の
道
に
落
入
り
て
、
天
然
の
性
質
も
世
の
義
理
も
失
ひ
て
、
右
の
ご
と
く
利
欲
の
弊
、
俗
と
な
れ
り）

（1
（

。

と
支
配
階
級
の
奢
侈
の
失
費
や
融
通
利
潤
の
損
害
が
、
土
民
に
押
し
か
か
る
の
で
、
や
む
を
得
ず
利
潤
の
道
に
入
り
、
困
窮
し
て
行
く
の
だ

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
奢
侈
は
土
民
が
行
う
の
で
は
な
く
、
貴
人
・
高
位
の
も
の
、
あ
る
い
は
有
余
の
も
の
が
行
い
、
そ
の
負
担
を

押
し
つ
け
ら
れ
困
窮
す
る
の
が
土
民
だ
と
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
で
大
名
・
領
主
は
利
潤
の
道
を
抑
え
る
の
で
は
な
く
、奨
励
さ
え
す
る
の
で
、

事
態
は
深
刻
な
も
の
と
な
る
と
い
う
。

今
は
国
主
領
主
の
政
事
み
な
利
勘
に
し
て
、
或
は
運
上
を
取
り
、
或
は
金
銀
を
貸
し
附
け
て
利
足
を
取
り
、
或
は
諸
産
物
そ
の
ほ
か
諸
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商
売
の
道
を
専
ら
教
ふ
る
な
り
。
民
ま
た
こ
の
政
事
に
励
み
懐
き
て
利
益
の
道
を
競
望
す
る
な
り
。
国
主
領
主
ま
た
こ
の
利
益
の
道
を

い
ふ
民
を
殊
の
ほ
か
贔
屓
し
て
、
御
国
益
を
勤
む
る
も
の
な
ど
と
い
う
て
、
賞
美
す
る
な
り）

11
（

、

こ
こ
で
は
国
主
・
領
主
が
国
益
を
も
と
め
て
国
産
政
策
を
推
進
し
、こ
れ
を
提
言
す
る
民
（
豪
農
商
）
を
推
奨
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
政
策
は
、
隠
士
か
ら
見
る
と
仁
政
を
失
い
利
欲
を
憎
む
こ
と
を
忘
れ
、「
天
然
の
民
情
」
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
を
し
ら
な
い
「
外

本
内
末
・
争
民
施
奪
」
の
「
虚
政
事
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る）

1（
（

。
こ
う
い
う
政
策
の
も
と
で
、「
有
徳
人
一
人
あ
れ
ば
、
そ
の
辺
に
困
窮
の
百

姓
二
十
人
も
三
十
人
も
出
来）

11
（

」
る
と
し
て
、
そ
の
状
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

耕
作
の
間
に
或
は
駄
賃
を
取
り
、
或
は
日
雇
に
出
で
、
或
は
手
業
そ
の
外
の
業
を
な
せ
ど
も
、
遠
国
の
事
な
れ
ば
さ
の
み
助
成
に
も
な

り
兼
ね
て
、
身
も
心
も
落
ち
付
く
べ
き
所
な
し
。（
中
略
）
寒
気
は
乏
し
き
焚
火
の
影
を
頼
み
、
苧
を
編
み
、
糸
を
と
り
、
機
を
織
り

な
ど
い
た
し
、
或
は
そ
の
機
の
代
銭
を
も
前
借
な
ど
し
て
、
商
人
な
ど
勝
手
侭
な
る
安
き
直
段
に
差
引
か
れ
、
又
は
種
々
の
難
儀
を
唱

へ
、
余
計
の
も
の
を
添
取
ら
れ
な
ど
し
て
、
跡
に
残
る
徳
分
な
く）

11
（

、

窮
民
は
、
食
料
も
た
り
な
い
の
で
、
駄
賃
取
り
・
日
雇
い
そ
の
他
の
手
業
で
稼
ぎ
を
目
指
す
が
、
遠
国
な
の
で
た
い
し
た
助
け
に
も
な
ら
な

い
、
夜
に
は
苧
編
み
や
糸
取
り
、
機
織
を
す
る
が
、
商
人
か
ら
元
手
を
前
借
り
し
た
り
、
買
い
た
た
か
れ
た
り
、
余
計
な
経
費
を
掛
け
ら
れ

る
の
で
残
る
徳
分
は
な
く
、
や
や
も
す
れ
ば
元
手
を
失
う
。
そ
れ
で
も
金
銭
を
得
る
手
段
が
乏
し
い
の
で
、
や
む
を
得
な
く
や
っ
て
い
る
。

昔
は
こ
う
い
う
産
業
が
な
く
て
も
や
っ
て
い
け
た
の
に
、
領
主
や
富
裕
な
も
の
が
土
民
を
貪
る
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　

隠
士
の
政
事
批
判
に
は
、
全
体
に
民
の
天
然
の
情
は
、
朴
訥
な
も
の
と
す
る
意
識
が
あ
り
、
儒
学
的
な
愚
民
観
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
で

は
あ
り
き
た
り
の
認
識
と
い
え
る
が
、
一
方
で
大
名
・
領
主
が
国
益
を
も
と
め
て
諸
産
業
奨
励
し
、
そ
こ
か
ら
の
収
奪
を
目
指
し
て
い
る
状

況
を
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
も
と
で
窮
民
が
、
諸
稼
ぎ
に
深
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
事
情
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
商
人
の
吸
着
な

ど
に
よ
り
困
窮
し
て
い
く
様
相
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
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窮
民
を
出
す
仕
掛
け
と
天
下
国
家
を
治
め
る
職
分

　

続
い
て
隠
士
は
、
窮
民
が
出
る
の
は
、
構
造
的
な
仕
掛
け
が
あ
る
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
窮
民
を
創
り
出
し
な
が
ら
、
憐
憫
を
加
え

な
い
状
況
が
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
土
民
を
他
所
に
出
さ
な
い
国
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
。

国
風
に
な
り
て
、
土
民
を
一
円
他
所
へ
出
だ
さ
ざ
る
制
度
あ
り
。
薩
摩
・
肥
前
・
阿
波
・
土
佐
な
ど
殊
の
ほ
か
厳
制
な
り
。
紀
州
は
望

み
の
通
り
他
所
へ
出
だ
せ
ど
も
、
何
ま
で
も
遁
さ
ず
、
子
孫
ま
で
も
繋
ぎ
置
く
な
り
。
非
道
な
り
。
加
州
・
仙
台
は
年
季
を
定
め
て
出

だ
し
、
年
季
中
帰
ら
ざ
れ
ば
、
出
奔
の
格
に
す
る
な
り）

11
（

。

と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
事
実
で
あ
る
か
は
別
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
苛
政
な
の
で
、
人
ま
で
「
陰
気
」
に
な
っ
た
り
、「
虚
偽
」
が

多
く
な
る
と
い
う
。
近
世
初
期
に
改
作
法
の
成
功
に
よ
り
藩
政
へ
の
高
い
評
価
を
得
た
加
賀
藩
も
、
隠
士
に
よ
れ
ば
苛
政
で
土
民
の
「
背
延

び
兼
ね
」
る
ほ
ど
だ
と
酷
評
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
窮
民
は
、
他
所
へ
出
稼
ぎ
に
出
る
か
、「
非
人
乞
食
」
に
な
っ
て
廻
国
す
る
し
か
な
い
の
に
、

そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
窮
死
す
る
し
か
な
い）

11
（

。
他
国
へ
人
を
出
さ
な
い
の
は
乱
世
の
風
儀
で
、
天
下
一
統
の
世
に
は
自
他
の
差
別
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。

他
国
へ
出
づ
る
事
を
禁
じ
な
ば
、
そ
の
替
り
に
困
窮
窮
ま
り
し
も
の
の
行
き
立
つ
べ
き
や
う
に
手
当
を
致
し
遣
は
し
な
ば
、
尤
も
に
も

あ
る
べ
き
が
、
さ
も
な
く
土
地
に
堪
へ
兼
ね
、
難
儀
は
更
に
構
は
ず
、
無
体
に
動
く
事
を
禁
ぜ
し
む
る
は
非
道
な
り
。
こ
れ
窮
民
を
縛

り
置
き
て
、
締
め
殺
す
な
り）

11
（

。

そ
れ
な
の
に
、
出
国
を
禁
じ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
り
に
窮
民
が
生
き
て
い
け
る
手
当
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
な
い
。
そ
れ
で
は
窮
民

を
領
国
に
縛
り
付
け
て
、
締
め
殺
す
も
同
然
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の
制
度
上
の
欠
陥
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。



八
三

『
世
事
見
聞
録
』
の
窮
民

今
国
主
領
主
た
る
も
の
、
か
ゝ
る
窮
民
の
底
に
心
を
用
ゆ
る
事
を
忘
れ
果
て
、
身
の
栄
花
に
の
み
誇
り
て
、
土
民
を
虐
げ
、
殊
に
国
住

居
を
嫌
ひ
、
江
戸
住
居
を
好
む
大
名
、
極
め
て
奢
侈
強
く
し
て
、
多
分
の
も
の
を
江
戸
へ
運
び
出
だ
し
て
、
国
内
を
枯
ら
し
、
国
民
の

食
糧
を
奪
ふ
な
り）

11
（

。

今
の
国
主
・
領
主
は
窮
民
を
救
う
こ
と
を
忘
れ
て
、
身
の
栄
花
に
誇
り
、
土
民
を
虐
げ
領
地
の
富
を
多
分
に
江
戸
に
運
び
出
し
て
、
国
内
を

枯
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
と
に
江
戸
住
ま
い
を
好
ん
で
、
国
住
ま
い
を
嫌
う
大
名
が
多
い
と
い
う
。
参
勤
交
代
で
江
戸
住
ま
い
を
強
制
さ

れ
て
い
る
大
名
も
、
時
代
と
と
も
に
そ
れ
に
慣
れ
て
、
む
し
ろ
江
戸
の
華
や
か
な
生
活
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
現
実
を
と
ら
え
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
は
参
勤
交
代
制
度
が
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
解
消
さ
れ
な
い
制
度
的
矛
盾
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
隠
士
は
窮
民
が
で
き
る
仕
掛

け
を
江
戸
好
み
大
名
、
武
士
の
奢
侈
に
も
と
め
て
い
る
が
、
根
本
は
制
度
的
矛
盾
に
ふ
れ
る
批
判
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
隠
士
は
、
武
士
の
職
分
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
戒
め
よ
う
と
す
る
。

当
世
は
右
の
如
く
、
悉
く
国
民
を
減
損
し
、
窮
民
の
弥
増
出
来
る
や
う
の
仕
懸
け
な
り
、
忍
び
ざ
る
事
な
ら
ず
や
。
天
下
国
家
を
治
む

る
職
分
は
、
民
を
安
ん
ず
る
に
あ
り
。
民
を
安
ん
ず
る
は
、
窮
民
を
救
ふ
に
あ
り
。
窮
民
を
救
ふ
の
心
を
失
ひ
て
は
、
天
下
を
治
む
る

職
分
を
失
ふ
な
り）

11
（

。

天
下
国
家
を
治
め
る
の
は
、
民
を
安
ん
ず
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
窮
民
を
救
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
論
じ
る
。
こ
こ
で
窮
民
は
、
政
事
が

救
う
べ
き
対
象
と
し
て
価
値
を
認
め
ら
れ
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
近
世
前
期
の
大
名
の
百
姓
成
り
立
ち
政
策
の
な
か
で
は
、
百

姓
は
律
儀
百
姓
と
徒
百
姓
に
二
分
さ
れ
、
後
者
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
が）

11
（

、
近
世
後
期
の
窮
民
は
、
国
主
・
領
主
が
天
下
国
家

を
治
め
る
職
分
を
は
た
す
に
あ
た
っ
て
、
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、
国
主
・
領
主

は
そ
の
職
分
を
は
た
せ
ず
、
職
分
を
失
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
窮
民
が
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、
こ
れ
を
救
う
こ
と
が
な
い
の
で
、「
四

海
困
窮
せ
ば
、
天
禄
永
く
終
る
」
こ
と
に
な
る
と
い
う）

1（
（

。
後
年
、
大
塩
平
八
郎
が
挙
兵
の
檄
文
に
記
し
た
文
言
が
、
隠
士
の
危
機
感
と
し
て
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表
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
仁
政
は
天
道
に
叶
ひ
、
神
仏
の
心
に
叶
ふ
」
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
し
な
い
た
め
、
天
災
が
起
き
る
。「
こ
の

窮
民
に
仁
政
あ
ら
ば
、
右
体
の
天
災
も
降
る
ま
じ
き
か
」
と
天
譴
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

五　

望
ま
し
い
制
度
と
貧
福
平
均

　

そ
こ
で
、
隠
士
に
と
っ
て
、
望
ま
し
い
制
度
、
仁
政
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
隠
士
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

神
君
様
、
民
は
活
か
さ
ず
殺
さ
ず
と
仰
せ
ら
れ
し
と
な
り
。（
中
略
）
今
は
右
の
如
く
福
有
人
は
ほ
し
い
ま
ゝ
に
活
か
し
置
き
、
窮
民

は
右
の
如
く
捨
て
殺
し
に
す
る
な
り
。
爰
に
お
い
て
、
福
有
に
過
ぎ
ざ
る
よ
う
、
貧
窮
に
過
ぎ
ざ
る
や
う
の
制
度
あ
り
た
き
も
の
な

り）
11
（

。

隠
士
は
、家
康
の
言
葉
と
さ
れ
た
百
姓
は
活
か
さ
ず
、殺
さ
ず
と
い
う
例
言
を
引
い
て
、現
在
の
状
況
は
富
有
人
を
自
由
に
活
か
し
て
お
き
、

困
窮
人
は
見
殺
し
に
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
富
有
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
貧
窮
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
制
度
が
望
ま
し
い
と
指

摘
す
る
。
隠
士
は
、
世
の
中
の
発
展
も
、
奢
侈
も
必
ず
し
も
否
定
し
な
い
。
一
応
は
そ
れ
も
受
け
止
め
な
が
ら
、
過
ぎ
て
い
る
こ
と
が
問
題

だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
お
な
じ
よ
う
に
、
望
ま
し
い
改
革
も
、
富
有
・
貧
窮
い
ず
れ
も
、
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
主
張
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
会
津
藩
の
改
革
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

こ
の
十
ケ
月
以
前
に
奥
州
会
津
領
の
も
の
に
承
り
し
は
、
か
の
領
分
も
近
来
福
民
貧
民
悉
く
偏
り
、
そ
の
う
ち
貧
民
多
く
出
来
て
、
既

に
潰
百
姓
ど
も
余
多
出
で
来
た
り
行
く
勢
ひ
な
る
に
依
つ
て
、
領
主
に
て
改
革
を
行
ひ
、
富
民
の
所
持
せ
し
田
畑
を
取
り
上
げ
、
貧
民

に
割
き
与
へ
、
村
別
に
甲
乙
な
き
や
う
に
、
貧
福
平
均
し
た
る
と
云
ふ）

11
（

。

隠
士
が
最
近
、
会
津
藩
の
も
の
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
し
て
、
同
藩
で
貧
福
の
偏
り
が
甚
だ
し
く
な
り
、
潰
百
姓
が
多
く
出
た
の
で
、
土
地
改
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『
世
事
見
聞
録
』
の
窮
民

革
を
行
い
、
富
民
の
土
地
を
取
り
上
げ
て
、
貧
民
に
与
え
、
貧
富
を
平
均
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
藩
で
は
大
規
模
な
百
姓

一
揆
も
起
き
た
の
で
、
今
回
の
土
地
平
均
で
は
、
き
っ
と
騒
動
が
起
き
る
だ
ろ
う
と
覚
悟
し
て
改
革
を
実
施
し
た
。
し
か
し
何
の
動
き
も
な

く
、
貧
民
は
喜
び
、
富
民
は
田
畑
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
恥
辱
に
あ
っ
た
程
度
で
終
わ
っ
た
と
い
う）

11
（

。
そ
こ
で
一
応
は
、「
こ
れ
善
政
な
り
」

と
評
価
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。

右
の
制
度
善
政
に
は
あ
れ
ど
も
、
政
道
の
本
意
に
違
ひ
し
仕
方
な
り
。
政
道
の
道
は
、
お
の
づ
か
ら
福
有
の
過
ぎ
ざ
る
や
う
、
ま
た
貧

窮
の
余
り
な
き
や
う
に
な
り
行
く
所
を
取
る
べ
き
も
の
か）

11
（

。

政
道
の
本
意
で
は
な
く
。
本
来
は
自
ず
か
ら
富
有
・
貧
窮
の
過
ぎ
な
い
よ
う
に
導
く
こ
と
が
大
事
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ

う
に
批
判
す
る
。

遠
国
辺
鄙
に
住
む
人
は
、
執
政
の
身
た
り
と
も
、
扨
も
一
徹
短
慮
に
て
、
無
慈
悲
な
る
事
を
い
た
す
も
の
な
り
。
右
の
如
く
一
涯
に
し

て
最
々
田
畑
は
死
も
の
と
な
る
べ
き
か）

11
（

。

田
舎
の
人
は
、
執
政
の
身
で
あ
っ
て
も
一
徹
短
慮
で
、
無
慈
悲
な
こ
と
を
す
る
と
か
な
り
厳
し
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
一

律
の
処
理
は
田
地
を
、「
死
も
の
」
と
す
る
と
い
う
。
解
釈
が
む
ず
か
し
い
が
、
恐
ら
く
、
気
ま
ま
に
田
地
を
取
り
上
げ
て
、
再
配
分
す
る

な
ど
の
権
力
的
な
処
理
は
、
農
民
の
土
地
所
持
を
不
安
定
に
し
て
、
土
地
売
買
の
意
味
を
失
わ
せ
る
の
で
、
当
然
田
畑
の
価
値
も
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
貧
富
が
過
ぎ
な
い
制
度
は
、
一
国
一
領
の
主
だ
け
で
は
で
き
な
い
こ
と
で
、
日
本
国
中
一
体
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
公
辺
の
仁
政
の
処
置
を
仰
ぎ
た
い
と
し
て
い
る）

11
（

。

　

隠
士
の
云
う
会
津
藩
の
田
畑
均
分
は
、
同
藩
の
寛
政
改
革
で
行
わ
れ
た
再
配
分
の
こ
と
で
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
。
同
じ
頃
、
伊
勢
の

津
藩
で
も
均
田
の
計
画
が
出
た
が
、
こ
ち
ら
は
反
対
の
百
姓
一
揆
が
起
き
て
破
綻
し
て
い
る
。
経
済
関
係
の
進
ん
で
い
た
伊
勢
で
は
、
上
か

ら
の
再
配
分
に
は
激
し
い
反
対
が
出
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
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寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
津
藩
の
一
揆
で
は
、
中
以
上
の
百
姓
は
先
祖
の
土
地
を
持
ち
伝
え
た
上
で
、
倹
約
と
勤
勉
に
よ
り
余
裕
を
生

み
出
し
、
田
畑
を
買
い
込
ん
で
身
上
を
あ
げ
、
年
貢
を
怠
り
な
く
納
め
て
い
る
の
に
、
田
畑
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
心
外
で
あ
る
。
困
窮

百
姓
は
、
贅
沢
を
し
て
困
窮
し
た
の
に
田
地
の
配
分
に
預
か
る
の
は
お
か
し
い
と
主
張
し
た
と
さ
れ
る
。
一
揆
物
語
の
記
述
な
の
で
、
ど
こ

ま
で
正
確
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
お
む
ね
こ
う
し
た
不
満
は
あ
り
、
こ
れ
が
小
前
百
姓
ま
で
巻
き
込
ん
で
、
一
揆
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
隠
士
の
い
う
田
畑
が
死
に
も
の
に
な
る
と
い
う
の
も
、
津
藩
の
一
揆
で
唱
え
ら
れ
た
、
勤
勉
な
努
力
が
無
駄
に
な
る
こ
と
含
ん
で
い
る

と
い
え
よ
う
。六　

有
余
の
も
の
と
奢
侈

　

最
後
に
、
隠
士
が
窮
民
の
対
極
に
あ
る
有
余
の
も
の
を
ど
う
見
て
い
た
か
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
隠
士
は
、「
富
め
る
百
姓
」
は
身
分

を
忘
れ
て
、
奢
り
を
か
ま
え
、
家
も
結
構
を
尽
く
し
、
公
儀
や
大
名
・
領
主
へ
冥
加
金
や
用
立
金
を
出
し
て
苗
字
帯
刀
・
扶
持
米
な
ど
を
許

さ
れ
て
権
勢
を
ふ
る
う）

11
（

。
さ
ら
に
宮
門
跡
な
ど
に
近
づ
い
て
、用
達
し
や
家
来
分
と
な
っ
て
、我
儘
を
行
う
。
耕
作
を
下
男
女
に
ま
か
せ
て
、

自
分
は
美
服
を
着
て
、何
事
も
武
家
の
礼
式
な
ど
を
取
り
入
れ
て
贅
沢
な
饗
応
な
ど
を
行
い
、浪
人
な
ど
を
か
か
え
て
武
芸
や
遊
芸
を
学
ぶ
。

或
い
は
公
事
出
入
を
好
ん
で
、
小
さ
い
こ
と
も
大
事
と
す
る
。
ま
た
は
自
分
の
心
に
叶
わ
な
い
と
、
非
道
な
こ
と
も
取
り
次
が
ず
内
済
に
さ

せ
る
。
自
分
の
遊
興
を
村
入
用
に
割
り
込
ま
せ
て
小
前
に
負
担
さ
せ
、
小
前
を
困
窮
さ
せ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
富
に
つ
い
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
い
う
。

福
有
は
、
元
は
み
な
小
前
百
姓
よ
り
絞
り
上
げ
た
る
も
の
に
て
、
他
所
よ
り
取
り
得
た
る
福
有
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
上
右
体
自

身
耕
作
も
致
さ
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
己
が
骨
肉
よ
り
繰
り
出
し
た
る
有
余
に
も
あ
ら
ず
。
み
な
工
夫
・
差
略
に
て
、
愚
昧
を
相
手
に
て
強
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世
事
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窮
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欲
非
道
を
行
ひ
、
そ
の
土
地
の
潤
沢
を
拾
ひ
上
げ
、
或
い
は
金
銀
を
貸
し
て
高
利
を
取
り
、
質
地
を
取
り
、
わ
づ
か
の
金
銀
を
貸
し
置

き
て
、
年
来
利
に
利
を
積
み
て
、
終
に
そ
の
地
所
を
我
が
も
の
と
す
る
と
か）

1（
（

、

彼
ら
の
富
有
は
、
耕
作
し
な
い
も
の
な
の
で
、
自
分
の
「
骨
肉
」
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
小
前
百
姓
か
ら
強
欲
に
拾
い
上
げ
た
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
自
分
の
耕
作
＝
「
骨
肉
」
か
ら
で
た
富
に
つ
い
て
は
、
当
然
認
め
て
い
る
が
、
有
余
の
も
の
の
富
は
そ
う
で
は
な
い
と
批
判

し
て
い
る
。
津
藩
の
一
揆
で
言
わ
れ
た
倹
約
と
勤
勉
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
富
で
、
田
地
を
買
っ
て
富
有
に
な
っ
た
と
す
る
主
張
と
、
自
分
の

耕
作
か
ら
出
た
富
を
認
め
る
点
で
は
共
通
項
が
あ
る
も
の
の
、
隠
士
が
認
識
し
て
い
る
現
状
の
富
有
は
全
く
評
価
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の

観
点
の
ズ
レ
は
幕
末
維
新
期
に
も
繋
が
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

右
体
犯
し
あ
つ
め
た
る
余
情
を
以
て
福
有
者
と
な
り
、
後
に
は
他
所
へ
も
運
び
出
し
て
、
身
の
栄
花
を
尽
す
な
り
。
こ
れ
ら
の
年
々
に

潤
沢
を
締
め
上
げ
て
、
常
に
奢
り
を
極
め
、
そ
の
き
に
誇
り
、
ま
た
他
所
に
持
ち
出
す
に
依
つ
て
、
自
然
と
そ
の
土
地
衰
微
す
る
な

り）
11
（

。

そ
し
て
、
そ
の
土
地
の
富
を
他
所
で
使
え
ば
、
そ
の
土
地
は
衰
微
す
る
と
、
荒
廃
の
原
因
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
大
名
・
領
主
が
江

戸
で
の
奢
侈
の
た
め
に
、
領
地
を
衰
微
さ
せ
て
い
る
と
す
る
こ
と
と
同
じ
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
有
余
の
も
の
、
大
名
・
領
主
の

奢
侈
と
そ
の
負
担
の
転
嫁
が
、
小
前
百
姓
を
困
窮
に
追
い
込
ん
で
、
窮
民
を
増
加
さ
せ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
隠
士
の
見

方
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
有
余
の
も
の
が
小
前
百
姓
を
む
さ
ぼ
れ
ば
、
対
立
も
激
し
く
な
る
。

百
姓
の
一
揆
徒
党
な
ど
発
る
場
所
は
、
極
め
て
右
体
の
福
有
人
と
困
窮
人
と
偏
り
た
る
な
り
。
百
姓
の
騒
動
す
る
は
、
領
主
地
頭
の
責

め
誣
ぐ
る
事
の
み
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
必
ず
そ
の
土
地
に
有
余
の
も
の
あ
つ
て
、
大
勢
の
小
前
を
貪
る
ゆ
え
、
苦
痛
に
迫
り
て
一
揆

な
ど
企
つ
る
な
り）

11
（

。

隠
士
は
、
百
姓
一
揆
の
な
か
に
、
領
主
と
百
姓
の
対
立
だ
け
で
な
く
、
有
余
の
も
の
と
小
前
の
対
立
も
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
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世
直
し
へ
向
け
て
、
打
ち
こ
わ
し
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
現
実
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
世
事
見
聞
録
』
の
窮
民
論
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
窮
民
は
世
の
中
が
融
通
弁
利
に
な
っ
た
弊
害
と
し
て
、
貧
富
が
偏
っ

て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
内
実
は
、
絹
・
縮
緬
な
ど
高
価
な
産
物
や
五
穀
を
疎
ん
じ
て
桑
・
麻
・
藍
・
綿
・
紅
花

な
ど
商
品
作
物
の
栽
培
に
傾
く
、
い
わ
ゆ
る
小
商
品
生
産
の
展
開
の
な
か
で
、
村
役
人
や
富
有
の
も
の
、
売
買
利
潤
に
か
か
わ
る
も
の
な
ど

が
、
小
前
百
姓
を
掠
め
る
た
め
に
貧
富
が
偏
る
の
だ
と
す
る
。

　

ま
た
融
通
弁
利
に
は
、
地
域
差
が
あ
り
、
五
畿
内
・
近
江
・
伊
勢
で
は
売
買
利
潤
の
道
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
、
賑
や
か
に
な
る
が
、
人
々

が
損
得
勘
定
を
一
番
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
常
陸
・
下
野
な
ど
の
不
便
の
土
地
は
人
口
減
少
が
起
き
る
と
す
る
。
繁
盛
の
地
と
し
て
江
戸
を

始
め
と
す
る
都
会
が
あ
り
、
そ
の
経
済
作
用
に
地
域
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
状
況
を
と
ら
え
て
い
る
。

　

隠
士
は
土
民
は
本
来
、
剛
毅
木
訥
で
土
地
を
大
切
に
思
う
の
は
天
然
自
然
の
情
で
あ
る
は
ず
が
、
実
際
に
は
、
土
地
か
ら
離
れ
て
窮
民
化

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
名
・
領
主
が
奢
侈
を
行
い
、
融
通
弁
利
の
損
を
土
民
に
転
化
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
、
大
名
・
領
主

は
国
益
を
求
め
て
、
諸
産
業
・
諸
商
売
な
ど
の
利
益
の
道
を
唱
え
る
も
の
を
「
賞
美
」
す
る
の
で
、
小
前
百
姓
は
ま
す
ま
す
利
益
の
道
に
追

い
込
ま
れ
困
窮
す
る
と
い
う
。
駄
賃
取
り
・
日
雇
い
そ
の
他
苧
編
み
や
糸
取
り
、
機
織
り
な
ど
に
励
ん
で
も
商
人
の
吸
着
で
、
た
い
し
た
助

け
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
金
銀
を
得
る
手
立
て
が
少
な
い
の
で
し
か
た
な
く
働
く
が
、
と
き
に
は
元
手
も
失
っ
て
し
ま
う
あ
り
さ
ま
で

あ
る
と
い
う
。

　

隠
士
は
、
大
名
・
領
主
が
江
戸
で
の
奢
侈
を
好
み
、
こ
の
失
費
を
国
元
か
ら
調
達
し
よ
う
と
し
て
富
を
吸
い
上
げ
る
の
で
、
地
方
は
衰
微
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す
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
天
下
国
家
を
治
め
る
職
分
は
民
を
救
う
に
あ
り
、
そ
れ
は
窮
民
を
救
う
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
窮
民
は
救
済
の
対
象
と
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
救
済
が
行
わ
れ
な
い
の
で
、
天
道
に
か
な

わ
ず
、
天
譴
が
起
き
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
こ
で
貧
富
の
偏
り
を
均
す
事
例
と
し
て
、
会
津
藩
の
均
田
政
策
が
紹
介
さ
れ
る
。
隠
士
は
一
応
こ
れ
を
「
善
政
」
と
評
価
し
つ
つ
、
政

道
の
本
意
に
は
か
な
わ
な
い
、
無
慈
悲
な
こ
と
を
す
る
と
批
判
す
る
。
こ
う
い
う
一
律
な
こ
と
を
す
る
と
田
畑
は
価
値
を
失
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
伊
勢
の
津
藩
の
均
田
反
対
一
揆
で
も
、
倹
約
と
勤
勉
で
買
い
集
め
た
田
畑
を
再
配
分
す
れ
ば
、
努
力
の
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
批
判

が
起
き
て
お
り
、
均
田
と
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
が
幕
末
維
新
期
ま
で
続
い
た
。
そ
の
原
型
が
生
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
時
代
の
特
徴

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

隠
士
は
、
有
余
の
も
の
に
つ
い
て
、
身
分
を
忘
れ
て
奢
侈
に
走
っ
て
い
る
が
、
そ
の
富
は
小
前
百
姓
か
ら
絞
り
上
げ
た
も
の
で
、
自
身
が

耕
作
し
て
得
た
「
骨
肉
」
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
津
藩
の
一
揆
で
は
、
富
裕
な
百
姓
は
倹
約
と
勤
勉
で
田
畑
を
買
い
集
め

た
の
だ
と
主
張
す
る
。
隠
士
も
自
身
の
耕
作
で
得
た
「
骨
肉
」
か
ら
出
た
富
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
両
者
と
も
勤
勉

に
よ
っ
て
得
る
富
は
正
当
な
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
勤
勉
論
に
よ
る
富
と
土
地
所
有
の
正
当
化
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
れ
自
体
は
、
近
世
の
当
初
か
ら
百
姓
の
意
識
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
貧
富
の
偏
り
の
な
か
で
そ
れ
が
と
く
に
厳
し
く

問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、幕
末
維
新
へ
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
隠
士
は
、そ
れ
を
前
提
に
し
て
も
、現
状
の
富
裕
な
も
の
の
富
は
、

強
欲
非
道
や
高
利
の
貸
し
付
け
で
、
田
畑
を
質
に
取
っ
て
蓄
え
た
も
の
で
、
正
当
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
が
富
を

持
ち
出
す
の
で
、
地
域
は
ま
す
ま
す
衰
微
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
の
百
姓
一
揆
は
、
領
主
と
百
姓
の
対
立
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

有
余
の
も
の
と
窮
民
と
の
対
立
が
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
世
直
し
へ
向
け
て
打
ち
こ
わ
し
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
現
実
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
世
事
見
聞
録
』
の
議
論
に
は
文
化
か
ら
文
政
期
に
か
け
て
窮
民
言
説
が
社
会
認
識
と
し
て
本
格
的
に
展
開
を
始
め
た
こ
と
が
表
さ
れ
て



九
〇

い
る
。
そ
の
場
合
の
窮
民
は
、
小
商
品
生
産
の
展
開
に
媒
介
、
析
出
さ
れ
た
も
の
で
、
領
主
よ
り
救
済
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
そ
の
後
、
天
保
期
に
民
衆
運
動
の
高
揚
と
と
も
に
、
幕
末
維
新
期
の
社
会
認
識
の
キ
イ
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
天
保
期
頃

か
ら
、
富
民
─
窮
民
分
割
に
、
勤
勉
─
怠
惰
と
い
う
コ
ー
ド
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
。
二
宮
尊
徳
仕
法
な
ど
は
勤
勉
を
奨
め
る
な
か
で
、
怠
惰

を
切
り
捨
て
る
方
向
を
内
包
す
る
。
勤
勉
は
富
、
怠
惰
は
貧
窮
す
る
の
が
当
然
と
す
る
意
識
が
近
代
化
の
意
識
と
し
て
文
明
開
化
な
ど
で
喧

伝
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
市
民
社
会
が
伝
統
的
民
衆
社
会
か
ら
分
割
さ
れ
る
過
程
が
進
ん
で
い
っ
た
。『
世
事
見
聞
録
』
の
窮
民
論
は
そ
の
始

発
の
状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

注（
（
）	

幕
末
維
新
期
の
変
革
主
体
と
し
て
、
佐
々
木
潤
之
介
は
豪
農
・
半
プ
ロ

論
を
提
起
し
て
、
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
こ
れ
を
も
と
め
た
（
佐
々

木
潤
之
介
『
幕
末
社
会
論
』
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
な
ど
）。
こ
れ
に
た

い
し
豪
農
・
半
プ
ロ
論
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
落
合
延
孝
・
深
谷
克

己
は
よ
り
実
態
的
な
歴
史
用
語
で
あ
る
窮
民
に
注
目
し
て
、
世
直
し
の

主
体
を
没
落
の
危
機
に
瀕
し
た
小
農
民
ま
で
幅
広
く
含
め
て
と
ら
え
る

こ
と
で
百
姓
一
揆
の
延
長
と
し
て
世
直
し
を
位
置
づ
け
る
方
向
を
拓
こ

う
と
し
た
（
落
合
延
孝
「
世
直
し
と
村
落
共
同
体
」（『
歴
史
学
研
究
』

別
冊
特
集
、
一
九
八
二
年
度
大
会
報
告
、
歴
史
学
研
究
会
、
一
九
八
二

年
）、
深
谷
克
己
「
世
直
し
と
御
一
新
」（
同
『
増
補
改
訂
版
・
百
姓
一

揆
の
歴
史
的
構
造
』
校
倉
書
房
、一
九
八
六
年
、初
出
一
九
八
二
年
）、『
民

衆
運
動
』
解
説
（
日
本
近
代
思
想
大
系13

、岩
波
書
店
、一
九
八
九
年
）。

落
合
・
深
谷
ら
の
見
解
は
、
歴
史
実
態
に
即
し
て
、
民
衆
運
動
を
捉
え

る
一
定
の
意
義
が
あ
っ
た
が
、
窮
民
と
い
う
言
説
が
使
わ
れ
て
い
た
当

時
の
社
会
意
識
の
構
造
分
析
を
ふ
ま
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
変

革
的
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
欠
い
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
か
つ

て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
論
文
は
、
こ
の
点
の
検
討
を
深
め
る

こ
と
が
狙
い
で
あ
る
。

（
1
）	

窮
民
言
説
の
変
革
性
に
つ
い
て
は
、白
川
部
達
夫
「
世
直
し
の
社
会
意
識
」

（
岩
田
浩
太
郎
編
『
社
会
意
識
と
世
界
像
』
民
衆
運
動
史
二
、青
木
書
店
、

一
九
九
九
年
）、
同
「
世
直
し
と
土
地
所
有
観
念
の
変
容
」（
明
治
維
新

史
学
会
編
『
講
座
明
治
維
新
』
一
〇
巻
、
有
志
社
、
二
〇
一
六
年
）。

（
1
）	
武
陽
隠
士
著
本
庄
栄
治
郎
校
訂
・
瀧
川
政
次
郎
解
説
『
世
事
見
聞
録
』（
青

蛙
書
房
、
一
九
六
六
年
）。
以
下
、『
世
事
見
聞
録
』
何
頁
と
略
記
す
る
。

な
お『
世
事
見
聞
録
』を
随
所
に
引
用
し
て
い
る
も
の
に
青
木
美
智
男「
村
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『
世
事
見
聞
録
』
の
窮
民

方
騒
動
と
民
衆
的
社
会
意
識
」（
歴
史
学
研
究
会
他
編
『
講
座
日
本
歴
史
』

六
、
近
世
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
が
あ
る
が
、
窮
民

観
念
に
つ
い
て
の
検
討
は
な
い
。

（
1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
〇
七
頁
。

（
1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
〇
七
頁
。

（
1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
〇
九
頁
。

（
1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
〇
頁
。

（
1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
一
頁
。

（
1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
一
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
一
頁
。

（
（（
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
一
～
一
一
二
頁
。

（
（1
）	

松
平
定
信
著
・
松
平
定
光
校
訂
『
宇
下
人
言
・
修
行
録
』（
岩
波
書
店
、

一
九
四
二
年
）
一
一
二
～
一
一
四
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
二
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
三
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
三
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
三
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
四
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
三
一
七
頁
。

（
（1
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
四
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
四
頁
。

（
1（
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
四
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
八
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
八
～
一
一
九
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
七
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
七
頁
。
加
賀
藩
で
は
改
作
法
で
百
姓
成
立
を
唱
え

て
成
果
を
あ
げ
た
が
、『
世
事
見
聞
録
』
の
書
か
れ
た
二
年
後
、
文
政
二

年
、
藩
主
前
田
斉
広
は
藩
重
役
へ
の
親
書
で
「
貧
民
成
立
」
を
指
示
し
、

改
革
の
推
進
を
訴
え
て
い
る
（『
加
賀
藩
史
料
』
一
二
編
、
侯
爵
前
田
家

編
輯
部
、
一
九
三
九
年
）。
同
じ
時
期
の
十
村
の
上
書
で
も
、『
世
事
見

聞
録
』
と
同
様
に
五
〇
年
ぐ
ら
い
の
間
に
、
百
姓
が
農
間
余
業
に
商
売

な
ど
を
始
め
窮
民
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
若
林
喜

三
郎
『
加
賀
藩
農
政
史
の
研
究
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、

七
七
四
頁
）。こ
こ
に
百
姓
成
立
か
ら
貧
民
成
立
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
七
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
七
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
七
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
八
頁
。

（
11
）	

高
野
信
治
「『
民
』
の
選
別
と
救
済
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
七
七
号
、

二
〇
一
八
年
）。

（
1（
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
八
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
九
頁
。
天
譴
論
に
つ
い
て
は
、
岩
田
浩
太
郎
『
近

世
都
市
騒
擾
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
三
章
（
初
出
、

一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
九
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
二
九
～
一
三
〇
頁
。
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（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
三
〇
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
三
〇
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
三
〇
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
三
〇
頁
。

（
11
）	

深
谷
克
己『
藩
政
改
革
と
百
姓
一
揆
』（
比
較
文
化
研
究
所
、二
〇
〇
四
年
）

二
一
四
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
。

（
1（
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
〇
一
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
〇
一
頁
。

（
11
）	『
世
事
見
聞
録
』
一
一
八
頁
。

付
記　

本
論
文
は
二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
三
日
の
近
世
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
於
東

京
大
学
）
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
を
若
干
の
修
正
加
筆
を
行
っ
て
掲

載
し
た
も
の
で
あ
る
。


