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序
論 

 

本
卒
論
に
お
い
て
は
、
と
く
に
相
馬
中
村
藩
（
現
在
の
福
島
県
浜
通
り
北
部
）
の
真
宗
移
民
の
研
究
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
真
宗

移
民
と
は
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
真
宗
門
徒
が
人
口
減
少
地
域
に
移
住
し
た
も
の
を
い
う
。
経
済
が
活
発
と
な
る
傾

向
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
寺
請
制
度
の
も
と
他
国
へ
の
移
住
は
幕
府
や
藩
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

非
合
法
の
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
残
さ
れ
た
史
料
は
少
な
く
、
本
論
に
お
い
て
も
そ
の
少
な
い
資
料
を
た
よ
り
に
考
察
し
、

主
題
を
探
り
た
い
。
た
だ
、
こ
の
移
住
の
動
き
こ
そ
、
東
北
に
お
け
る
真
宗
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
私
が
生
ま
れ
育
ち
、

父
が
住
職
を
務
め
る
寺
院
の
起
源
に
関
心
が
あ
る
た
め
、
研
究
の
主
題
と
し
た
。
ま
た
、
私
の
寺
院
（
福
島
県
南
相
馬
市
・
勝
縁
寺
）

も
こ
の
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
お
い
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本

研
究
を
通
し
て
、
東
北
真
宗
史
の
一
端
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
自
身
の
寺
院
の
ル
ー
ツ
に
迫
り
た
い
。 

 

移
民
と
東
北
真
宗
の
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
が
あ
る
。
中
で
も
、
岩
本
由
輝
氏
が
多
く
の
論
稿
を
発
表
し
て
い
る
。
岩
本
由
輝

氏
、
政
治
経
済
史
分
野
の
立
場
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
が
相
馬
地
域
に
詳
細
な
た
め
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
研
究
、
な
ら
び
に
地
域
史
を

参
考
に
し
、
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
当
時
の
移
民
の
歴
史
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
そ
し
て
第
三
章
に
お
い
て
、

従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
真
宗
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 
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本
論 

 

第
一
章 
東
北
真
宗
移
民
の
動
向 

 

第
一
節 

移
民
で
の
経
路
（
地
図
） 

ま
ず
史
料
一
（
史
料
一
参
照
）
は
移
住
者
達
が
通
っ
た
道
筋
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
一
で
北
陸
か
ら
東
北
へ
と
行
く
に
あ

た
り
、
日
本
海
側
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
は
関
東
側
を
通
る
と
な
る
と
人
が
多
い
た
め
目
立
つ

こ
と
、
次
に
関
所
の
数
に
よ
る
も
の
だ
と
考
察
す
る
。
だ
が
関
東
へ
の
移
住
を
す
る
者
達
は
日
本
海
側
を
通
ら
ず
、
現
在
の
岐
阜
、

長
野
、
山
梨
を
経
緯
し
関
東
へ
の
移
住
を
行
っ
て
い
る
。
北
陸
か
ら
相
馬
中
村
藩
へ
と
向
か
う
と
な
れ
ば
加
賀
か
ら
境
関
所
（
富
山

県
朝
日
町
・
新
潟
県
糸
魚
川
市
）
を
通
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
移
住
す
る
者
た
ち
は
手
形
を
み
せ
関
所
を
通
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
当
時
手
形
を
持
つ
者
は
少
な
く
関
所
を
合
法
的
に
通
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
図
説
相
馬
・

双
葉
の
歴
史
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

 
 

御
旧
跡
廾
四
輩
御
判
帳
な
ら
び
に
往
来
手
形
（
相
馬
市
・
前
山
貞
男
氏
蔵
）
。
浄
土
真
宗
門
徒
が
相
馬
の
地
に
移
住
す
る
と
き
に
、

北
関
東
の
親
鸞
廾
四
輩
遺
蹟
寺
院
巡
拝
の
旅
を
装
い
な
が
ら
来
た
と
い
う
。
そ
の
時
の
い
わ
ば
集
印
帳
で
、
主
人
は
「
越
中
国

砺
波
群
大
塚
村 

長
次
郎
」
と
い
う
農
民
で
あ
る
。
移
住
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
非
合
法
移
民
」

な
の
で
苦
労
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
１ 
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こ
の
集
印
帳
に
よ
り
少
数
な
が
ら
も
手
形
を
持
ち
関
所
を
通
っ
た
者
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
巡
拝
の
旅
と
は
書
い
て
あ
る

が
、
移
住
の
た
め
相
馬
中
村
藩
へ
と
移
動
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
移
住
は
非
合
法
に
行
わ
れ
て
い
た
政
策
で
あ
り
、
関
所
を
通

る
明
確
な
理
由
が
な
い
た
め
こ
の
よ
う
な
手
段
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
考
察
す
る
。 

次
に
陸
路
と
海
路
で
使
わ
れ
た
道
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
陸
路
に
関
し
て
は
山
道
、
獣
道
を
通
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
も
夜
間
か
雨
、
風
が
強
い
時
で
あ
る
。
何
故
夜
間
な
ど
に
移
動
し
た
か
だ
が
、
夜
間
で
あ
れ
ば
ま
ず
人
目
に
つ
か
ず
山
道
に
入

る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
り
、
雨
な
ど
の
時
も
同
様
で
あ
る
。
人
目
に
つ
か
ず
関
所
を
超
え
、
相
馬
中
村
藩
へ
と
た
ど
り
着
く
こ

と
が
彼
ら
の
一
番
の
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
北
萱
浜
史
に
も
同
じ
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 
 

国
外
転
住
法
度
の
時
世
に
一
家
族
を
引
き
連
れ
て
藩
境
を
抜
け
出
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ひ
そ
か

に
日
時
を
前
ぶ
れ
し
て
お
い
て
、
夜
に
ま
ぎ
れ
国
境
を
抜
け
出
し
、
昼
は
山
に
隠
れ
、
夜
歩
き
を
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
が
あ
っ
た
。
一
番
困
っ
た
の
は
、
赤
ん
坊
で
、
所
か
ま
わ
ず
泣
き
出
す
の
で
、
乳
房
で
口
を
押
え
な
が
ら
通
っ
た
。
お
む
つ

を
乾
か
す
の
に
、
す
げ
笠
の
上
に
干
し
な
が
ら
歩
い
た
。
子
供
を
ボ
デ
に
入
れ
て
天
秤
で
担
い
で
来
た
。
２ 

 

陸
路
に
よ
る
移
動
で
は
や
は
り
人
に
見
つ
か
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
夜
に
移
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

次
に
移
動
に
使
わ
れ
た
道
筋
だ
が
、
そ
れ
は
池
端
大
二
氏
の
調
べ
に
よ
り
あ
る
程
度
絞
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

相
馬 

加
賀
―
福
野
―
入
善
―
愛
本
橋
―
親
不
知
―
柏
崎
―
小
千
谷
―
六
十
里
越
―
会
津
柳
津
―
会
津
若
松
―
福
島
―
相

馬 

こ
の
コ
ー
ス
の
ほ
か
に
文
通
や
訪
ね
た
方
の
三
人
方
が
五
箇
山
の
名
前
を
上
げ
ら
れ
、
五
箇
山
―
中
山
道
―
関
東
へ
の
コ
ー
ス

コピー厳禁
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が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
３ 

池
端
大
二
氏
の
調
べ
に
よ
り
陸
路
に
お
い
て
使
わ
れ
た
道
が
分
か
る
。
富
山
か
ら
境
関
所
を
抜
け
、
新
潟
を
経
由
し
福
島
の
会
津
地 

方
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
中
通
り
を
抜
け
浜
通
り
に
あ
る
相
馬
中
村
藩
へ
と
向
か
っ
た
。 

次
に
海
路
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
海
路
は
富
山
な
ど
か
ら
行
く
の
で
あ
れ
ば
日
本
海
を
使
う
以
外
に
他
に
な
い
。
海
路
で
は

陸
路
ほ
ど
の
苦
労
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
海
路
で
あ
る
な
ら
ま
ず
人
目
に
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

沖
の
方
を
移
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
ま
ず
追
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
に
も
漁
業
な
ど
の
人
に
紛
れ
る
こ
と
も
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
海
路
も
陸
路
ど
う
よ
う
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
候
で
あ
る
。
陸
路
の
場
合
は
風
が
強
い
時
、
暗
い
時
で
も
大
丈
夫
だ
が

海
路
で
は
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
船
に
乗
り
天
候
が
荒
れ
た
場
合
は
よ
く
て
座
礁
、
悪
く
て
遭
難
、
沈
没
の
リ
ス
ク
が
あ
る
。
そ
の

た
め
海
路
で
の
移
動
は
季
節
に
よ
っ
て
限
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
海
路
で
使
わ
れ
た
道
筋
も
池
端
大
二
氏
の
調
べ
に
よ
り
あ
る
程
度
分

か
っ
て
い
る
。 

 
 

相
馬 

船
で
佐
渡
ヶ
島
を
目
印
と
し
て
柏
崎
か
ら
新
潟
の
間
に
上
陸
―
六
十
里
越
、
ま
た
は
東
蒲
原
―
会
津
―
福
島･

郡
山･

白

河
の
道
―
相
馬
方
面
４ 

海
路
で
も
新
潟
を
目
指
し
福
島
へ
と
入
っ
て
い
る
、
福
島
へ
と
移
動
す
る
に
は
新
潟
経
由
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

最
後
に
陸
路
と
海
路
で
の
移
動
で
は
ど
ち
ら
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
陸
路
で
は
監
視
の
目
、
子
供
の
泣
き
声

な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
海
路
で
は
天
候
の
問
題
に
よ
り
時
期
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
問
題
が
あ
る
。
だ
が
安
全
面
で
言
え
ば
海
路
か
ら

の
移
動
が
安
全
だ
と
考
え
る
。
陸
路
で
は
や
は
り
関
所
な
ど
で
人
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
海
路
よ
り
大
幅
に
上
が
っ
て
し

コピー厳禁



5 

 

ま
い
、
安
全
性
が
な
い
。
海
路
は
時
期
、
天
候
に
左
右
さ
れ
る
が
陸
路
ほ
ど
人
に
見
つ
か
り
捕
ま
っ
て
し
ま
う
な
ど
の
危
険
性
は
低

い
と
考
え
る
。
人
に
見
つ
か
り
や
す
い
陸
路
か
、
天
候
な
ど
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
人
に
見
つ
か
り
に
く
い
海
路
で
あ
れ
ば
ま

ず
海
路
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
海
路
が
多
か
っ
た
と
い
う
明
確
な
資
料
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
は
い
な
い
が
竹
内
慎
一
郎
氏
、
岩
崎
敏
夫

氏
、
池
端
大
二
氏
の
三
人
も
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

 

加
賀
農
民
の
走
り
人
は
陸
路
で
境
関
所
を
越
え
る
数
よ
り
海
路
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
境
関
所
は
海
陸
と
も

に
監
視
の
目
が
厳
し
か
っ
た
。
海
路
で
加
賀
領
を
抜
け
越
後
に
入
っ
た
。
越
後
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
大
手
を
振
っ
て
北
関
東
、

東
北
に
行
け
た
。
５ 

こ
れ
に
よ
り
陸
路
よ
り
海
路
を
多
く
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
関
所
を
足
で
越
え
る
こ
と
は
や
は
り
危
険
で
あ
り
、
少
し
で

も
安
全
な
海
路
が
好
ま
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

相
馬
中
村
藩
に
移
住
し
た
者
が
大
多
数
だ
が
、
会
津
の
地
方
に
も
北
陸
か
ら
の
移
住
し
た
者
が
い
る
。
こ
れ
は
縁
が
あ
り
そ
の
ま

ま
そ
の
地
に
定
住
し
た
者
達
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

東
北
へ
の
移
民
の
規
模 

移
住
の
際
に
何
人
の
人
が
相
馬
中
村
藩
へ
と
移
住
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
考
察
す
る
に
当
た
り
、
他
藩
へ
の
移
住
は
藩
に

認
め
て
は
い
ら
れ
な
い
政
策
の
他
、
移
民
政
策
と
は
無
関
係
の
な
い
者
が
多
数
移
住
し
て
き
て
い
る
た
め
、
確
か
な
人
数
を
書
い
て

い
る
資
料
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
考
察
し
て
い
く
。 

コピー厳禁
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最
初
に
相
馬
中
村
藩
の
人
口
が
一
番
減
少
し
て
い
た
時
の
人
数
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 
 

天
明
凶
作
に
よ
る
人
口
を
一
瞥
す
れ
ば
、
天
明
七
年
は
人
口
三
万
二
千
二
百
四
十
七
人
で
、
人
口
の
最
も
減
少
し
た
時
で
あ
り
６ 

 
 

 
 

天
明
七
年
時
で
は
相
馬
中
村
藩
の
人
口
は
飢
饉
に
よ
り
三
万
二
千
二
百
四
十
七
人
と
な
っ
て
い
る
。
７ 

 

次
に
文
久
二
年
字
で
の
相
馬
中
村
藩
の
人
口
を
見
る
。 

 
 

文
久
二
年
（
一
八
六
一
）
に
は
戸
数
八
、
四
九
四
戸
、
人
口
五
二
、
六
〇
〇
人
余
に
ま
で
恢
複
し
た
。
８ 

 

天
明
七
年
か
ら
文
久
二
年
の
七
五
年
間
の
間
に
人
口
は
二
〇
三
五
三
人
の
増
加
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
七
五
年
間
で
増
え
た
人
口
の

大
多
数
が
真
宗
移
民
の
政
策
に
よ
っ
て
北
陸
か
ら
移
住
し
て
き
た
真
宗
門
徒
な
の
で
あ
る
。
大
多
数
と
書
い
て
い
る
が
、
移
民
政
策

と
は
別
に
無
関
係
の
者
も
移
住
し
て
き
て
い
る
の
で
全
部
で
は
な
い
。
他
に
も
こ
の
政
策
に
よ
り
人
口
増
加
で
藩
の
財
政
も
回
復
し
、

元
々
住
ん
で
い
た
者
達
の
生
活
も
楽
に
な
り
、
人
口
が
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
に
移
民
政
策
を
、
最
初
の
移
民
、
第
一
次
移
民
、
第
二
次
移
民
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
、
移
民
で
の
人
口
増
加
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
く
。 

 
 

林
能
の
相
馬
入
り
に
際
し
て
、
三
〇
歳
に
な
る
六
朗
兵
衛
（
法
名
釋
順
證
）
と
い
う
門
徒
が
、
一
三
戸
、
七
九
人
の
人
々
を
勧 

 
 

 
 

誘
し
て
と
も
に
相
馬
に
わ
た
り
ま
し
た
。
（
「
正
西
寺
過
去
帳
」
）
。
喜
ん
だ
久
米
泰
翁
は
林
能
を
藩
の
師
範
所
万
年
山
長
松
寺
で

学
ば
せ
、
闡
教
は
彼
を
養
子
に
し
て
東
福
庵
に
住
ま
わ
せ
ま
し
た
。
こ
の
七
九
人
が
相
馬
移
民
第
一
号
と
さ
れ
、
正
西
寺
や
原

町
別
院
で
は
林
能
と
六
朗
兵
衛
ら
が
移
住
し
た
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
を
も
っ
て
移
民
元
年
と
定
め
て
い
ま
す
。
た
だ
し
こ

れ
だ
け
の
人
数
が
集
団
で
移
動
し
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
人
目
を
避
け
て
少
数
ず
つ
時
間
を
か
け
て
移
住
し
た
は
ず
で

コピー厳禁
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す
。
９ 

 

最
初
の
移
民
と
し
て
呼
ば
れ
た
七
九
名
は
少
し
ず
つ
来
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
少
数
と
は
大
体

四
人
か
ら
五
人
の
二
、
三
家
族
で
来
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
全
員
が
バ
ラ
バ
ラ
の
出
生
の
者
で
あ
れ
ば
、
移
住
に
成
功
し
た
際
に

連
携
が
と
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
移
住
先
に
て
の
ト
ラ
ブ
ル
を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め
に
は
、
家
族
で
の
移
住
が
心

身
と
も
に
住
み
始
め
て
か
ら
も
楽
で
い
ら
れ
る
か
ら
と
考
え
る
。
移
住
が
第
一
と
思
わ
れ
る
が
、
移
民
政
策
で
は
移
住
し
た
そ
の
後

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

次
に
第
一
次
移
民
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

相
馬
藩
で
報
徳
仕
法
が
は
じ
ま
る
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
ま
で
を
第
一
次
移
民
の
時
代
と
し
ま
す
。
第
一
次
移
民
に
お
け
る

新
百
姓
は
八
、
九
四
二
人
、
戸
数
に
し
て
一
、
九
七
四
軒
を
数
え
、
一
六
、
六
八
二
石
の
水
田
、
一
四
、
六
八
四
石
の
畑
地
を

開
き
ま
し
た
。
ま
た
三
十
万
両
あ
っ
た
藩
の
借
金
も
少
し
ず
つ
返
済
が
進
み
ま
し
た
。
１
０ 

こ
の
第
一
次
移
民
は
最
初
の
移
民
の
一
八
一
一
年
か
ら
の
三
十
四
年
間
の
結
果
で
あ
る
。
三
四
年
間
で
七
九
名
か
ら
約
九
〇
〇
〇

名
ま
で
移
住
す
る
者
が
増
え
た
の
は
、
移
民
政
策
が
軌
道
に
乗
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
こ
の
三
四
年
の
間
に
は
も

う
一
度
飢
饉
が
起
こ
っ
て
い
る
。
一
八
三
三
年
の
天
保
の
大
飢
饉
で
あ
る
。
こ
の
飢
饉
に
て
相
馬
中
村
藩
で
の
犠
牲
者
は
ほ
ぼ
無
い

に
等
し
い
結
果
が
出
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
ま
た
飢
饉
が
あ
り
、
移
民
門
徒
に
よ
る
生
産
向
上
で
備
蓄
米
を
確
保
し
て
い
た
の
で
犠
牲 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
を
出
す
こ
と
は
免
れ
た
も
の
の
、
財
政
復
興
計
画
は
足
踏
み
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
１
１ 

コピー厳禁
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財
政
面
で
は
被
害
が
出
て
い
る
が
、
犠
牲
者
が
あ
ま
り
出
て
い
な
い
の
は
天
明
の
飢
饉
と
比
べ
る
と
移
民
政
策
に
よ
り
藩
の
財
政

は
戻
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

最
後
に
第
二
次
移
民
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
次
移
民
は
弘
化
二
年
の
一
八
四
五
年
か
ら
、
一
八
七
一
年
の
明
治
四
年
ま
で
の

二
六
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
移
民
が
何
故
明
治
四
年
で
終
わ
っ
て
い
る
か
だ
が
、
明
治
四
年
に
明
治
新
政
府
か
ら
政
策
が
で

た
た
め
で
あ
る
。 

 
 

明
治
政
府
が
幕
府
時
代
の
政
策
は
全
て
廃
止
す
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
途
中
で
中
止
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 

 
 

１
２ 

 

こ
の
明
治
新
政
府
の
政
策
に
よ
り
移
民
政
策
は
幕
を
閉
じ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
移
民
政
策
に
よ
り
相
馬
中
村
藩
の
人
口
、
財

政
が
回
復
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
次
移
民
で
は
正
確
な
人
口
増
加
数
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
戸
数
の
増
加
量
か
ら
お
お

ま
か
な
人
口
増
加
数
を
、
当
時
の
一
戸
当
た
り
に
住
む
家
族
の
平
均
人
数
か
ら
調
べ
る
。 

 
 

そ
し
て
一
戸
当
り
人
口
五
・
六
七
五
人
、
労
働
人
口
（
一
八
歳
―
六
〇
歳
）
は
平
均
二
・
七
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
同
地 

 

 
 

方
の
平
均
か
ら
見
て
、
労
働
人
口
は
甚
し
く
低
く
、
畑
面
積
は
著
し
く
少
な
い
が
、
水
田
は
ほ
ぼ
水
準
に
達
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
１
３ 

堀
一
郎
氏
の
調
べ
に
よ
り
一
戸
当
た
り
の
人
数
は
五
～
七
人
だ
と
分
か
る
。
次
に
明
治
四
年
ま
で
の
二
六
年
間
に
増
加
し
た
戸
数

を
調
べ
る
。 

 
 

移
民
に
つ
い
て
い
え
ば
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
よ
り
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
ま
で
の
「
文
化
の
御
厳
法
」
時
代
三
十
二
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年
間
に
約
一
、
八
〇
〇
戸
、
さ
ら
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
の
「
報
徳
仕
法
」
時
代
を
加
え
た
五
十
八
年
間
に
約
三
、

〇
〇
〇
戸
と
い
う
推
定
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
４ 

五
八
年
間
で
三
〇
〇
〇
戸
の
増
加
、
三
二
年
間
で
は
一
二
〇
〇
戸
の
増
加
な
の
で
、
二
十
六
年
間
で
の
増
加
は
一
八
〇
〇
戸
で
あ

る
。
そ
う
な
る
と
、
一
戸
当
た
り
の
家
族
が
五
人
か
ら
七
人
な
の
で
約
一
〇
〇
〇
〇
人
増
加
し
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
り
分
か
る
。 

 

真
宗
移
民
を
最
初
の
移
民
、
第
一
次
移
民
、
第
二
次
移
民
の
３
つ
に
分
け
て
み
る
と
徐
々
に
移
民
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
相
馬
中
村
藩
が
移
住
者
を
呼
ん
だ
か
ら
増
え
て
い
っ
た
の
だ
が
、
故
郷
を
離
れ
、
自
ら
移
住
し
た
い
と

考
え
て
い
た
人
達
も
少
な
か
ら
ず
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
の
移
民
で
は
不
安
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
第
一
次
、
第
二
次
移
民

の
時
に
は
既
に
最
初
に
移
住
し
た
者
達
の
待
遇
や
生
活
内
容
を
聞
け
る
た
め
、
そ
れ
に
便
乗
し
新
天
地
を
求
め
移
住
し
た
者
も
多
い

と
考
え
る
。 

  

第
二
章 

東
北
真
宗
移
民
の
背
景 

 

第
一
節 

近
世
後
期
に
お
け
る
東
北
地
方 

当
該
時
期
は
、
江
戸
四
大
飢
饉
の
一
つ
で
あ
る
天
明
の
大
飢
饉
に
よ
り
、
本
研
究
の
対
象
で
あ
る
相
馬
中
村
藩
に
お
い
て
も
多
大

な
被
害
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
竹
内
慎
一
郎
氏
は
天
明
の
大
飢
饉
の
東
北
へ
の
影
響
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。 
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天
明
二
年
か
ら
七
年
（
一
、
七
八
二
～
八
六
）
に
及
ぶ
前
後
五
年
間
、
冷
害
・
長
雨
・
洪
水
・
地
震
・
浅
間
山
の
大
噴
火
に
よ

る
降
灰
な
ど
の
た
め
凶
作
が
続
き
、
特
に
三
年
（
一
七
八
三
年
）
に
は
洪
水
・
噴
火
・
冷
気
の
た
め
大
凶
作
と
な
り
、
多
数
の

餓
死
者
を
出
し
た
。
１
５ 

竹
内
慎
一
郎
氏
の
指
摘
は
、
主
に
奥
羽
地
方
南
部
や
仙
台
に
対
し
て
の
指
摘
で
あ
る
が
、
中
村
藩
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い

え
る
。
そ
れ
は
次
の
岩
崎
敏
夫
氏
か
ら
も
窺
え
る
。 

相
馬
藩
（
相
馬
中
村
藩
‐
筆
者
注
）
で
は
、
天
明
の
凶
作
に
よ
り
戸
口
減
じ
、
土
地
荒
廃
し
、
収
納
米
が
減
じ
た
こ
と
（
共
に

約
三
分
の
一
に
減
る
）
年
々
借
財
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
い
ま
試
み
に
、
天
明
凶
作
に
よ
る
人
口
を
一
瞥
す
れ
ば
、

天
明
七
年
は
人
口
三
万
二
千
二
百
四
十
七
人
で
、
人
口
の
最
も
減
少
し
た
時
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
述
の
最
も
多
か
っ
た
元
禄
十

五
年
に
比
較
す
れ
ば
、
五
万
七
千
二
百
五
十
八
人
の
減
少
で
、
割
合
に
す
れ
ば
六
割
三
分
九
厘
の
減
少
に
当
た
る
。
１
６ 

上
記
の
見
解
を
窺
が
う
と
、
中
村
藩
で
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
比
較
し
て
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
で
は
五
万
人
以

上
の
人
口
減
少
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
数
千
軒
の
空
き
家
や
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
田
畑
が
多
く
あ
ら
わ
れ
た
。 

ま
た
こ
の
飢
饉
に
よ
っ
て
被
害
を
う
け
た
農
家
は
子
供
の
養
育
も
ま
ま
な
ら
ず
、
子
供
を
殺
す
行
為
や
堕
胎
な
ど
が
頻
繁
に
行
わ

れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
太
田
浩
史
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

間
引
き
と
い
う
の
は
、
一
姫
二
太
郎
と
し
て
男
は
二
人
、
女
は
一
人
し
か
取
り
上
げ
ま
せ
ん
か
ら
、
女
の
子
が
優
先
的
に
間
引

き
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
女
性
の
人
口
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
く
ん
で
す
。
だ
か
ら
も
う
ひ
ど
い
時
に
な
る
と
、
女
の
子
が
生

ま
れ
た
ら
文
句
な
し
に
間
引
け
と
、
村
の
掟
で
決
ま
っ
て
た
。
そ
う
し
ま
す
と
当
然
こ
う
い
う
お
か
し
な
人
口
構
成
に
な
る
。
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女
の
子
に
と
っ
て
は
本
当
に
地
獄
の
よ
う
な
世
界
が
、
当
時
の
関
東
の
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
。
１
７ 

 

飢
饉
で
人
が
多
く
亡
く
な
る
と
と
も
に
、
子
供
の
減
少
は
そ
の
ま
ま
人
口
減
少
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
。
と
同
時
に
、
相
馬

中
村
藩
に
お
い
て
は
借
金
が
膨
れ
上
が
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
、
他
藩
か
ら
の
移
住
政
策
が
取
ら
れ
た
。 

 

第
二
節 

東
北
へ
の
移
民
の
導
入
と
そ
の
背
景 

 
 第

一
項 

久
米
泰
翁
に
つ
い
て 

以
上
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
久
米
泰
扇
（
一
七
七
六-

？
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
久
米
に
つ
い

て
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
政
策
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
と
も
に
、
真
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い 

こ
こ
で
久
米
泰
翁
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。
久
米
泰
翁
に
つ
い
て
は
相
馬
市
史
三
に
お
い
て
書
か
れ
て
お

り
、
長
文
で
は
あ
る
が
久
米
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。 

 
 

久
米
泰
翁
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
生
ま
れ
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
父
の
後
を
継
ぎ
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に

家
老
職
の
代
頭
に
な
る
。
当
時
の
中
村
藩
は
天
明
の
飢
饉
後
人
口
減
少
し
て
、
荒
地
が
多
く
、
藩
主
樹
胤
も
そ
の
回
復
に
あ
た

る
が
達
成
が
出
来
な
か
っ
た
。
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
久
米
は
家
老
を
辞
め
、
自
ら
が
移
住
の
先
導
を
と
っ
た
。
久
米
は

移
住
を
行
う
に
当
た
り
宗
教
の
力
に
よ
る
も
の
が
良
好
と
考
え
、
た
ま
た
ま
来
て
い
た
真
宗
の
僧
と
話
を
つ
け
、
北
陸
か
ら
の

真
宗
移
民
を
図
っ
た
。
北
陸
か
ら
帰
っ
た
僧
は
四
人
を
連
れ
て
き
、
久
米
は
居
宅
農
具
食
料
一
切
を
支
給
し
て
開
墾
に
あ
た
ら

コピー厳禁
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せ
た
。
そ
の
成
果
が
良
好
で
あ
っ
た
た
め
、
親
戚
知
人
に
知
ら
せ
、
暫
く
の
間
移
住
者
が
増
加
す
る
に
あ
た
っ
た
。
増
加
す
る

中
で
久
米
は
自
分
の
邸
内
に
移
民
者
用
の
施
設
を
設
け
た
。
そ
れ
も
三
年
か
ら
四
年
た
つ
と
移
民
者
も
五
十
余
戸
に
ま
で
増
え

た
。
ま
た
八
幡
山
正
西
寺
を
建
て
、
移
民
者
の
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
も
出
来
た
の
だ
。
１
８ 

こ
れ
が
久
米
泰
翁
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
久
米
の
行
っ
た
こ
と
の
中
で
一
番
に
取
り
上
げ
る
の
な
ら
ば
、
藩
の
た
め
に
率
先
し
他

藩
か
ら
の
移
住
計
画
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
藩
か
ら
の
移
住
と
も
な
れ
ば
藩
同
士
で
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
だ
が
、

久
米
が
移
住
者
を
集
め
る
た
め
に
行
っ
た
や
り
方
を
み
る
と
、
と
て
も
変
わ
っ
て
い
る
。
た
ま
た
ま
来
て
い
た
真
宗
の
僧
に
話
を
つ

け
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
従
来
で
あ
れ
ば
藩
が
教
団
に
頼
み
僧
へ
と
話
が
伝
わ
り
、
僧
が
動
く
と
い
う
形
で
あ
る
。
久
米
の
場
合
は

藩
か
ら
教
団
で
は
な
く
個
人
か
ら
個
人
へ
の
頼
み
で
移
住
者
を
募
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
僧
が
移
住
者
を
連
れ
久
米
の
元
に
戻
る
と
、

こ
れ
が
「
非
合
法
移
民
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
第
一
章
に
て
述
べ
て
い
る
が
、
関
所
を
無
断
で
超
え
て
来
て
い
る
た
め
、
合
法
で
は

な
く
非
合
法
な
の
で
あ
る
。 

次
に
久
米
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
久
米
が
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
教
を
ど
こ
ま
で
知
っ
て
い
た
か
で
あ
る
。
久
米
は
移
住
際
に

は
宗
教
に
よ
る
力
が
良
好
と
考
え
、
真
宗
門
徒
を
北
陸
か
ら
呼
ん
で
い
る
。
当
時
東
北
地
方
に
は
浄
土
真
宗
が
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
お

ら
ず
、
信
仰
の
内
容
も
あ
ま
り
知
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
布
教
に
来
て
い
た
僧
に
直
接
聞
く
か

口
伝
え
で
聞
い
て
い
た
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
久
米
が
目
を
付
け
た
の
が
浄
土
真
宗
大
谷
派
西
念
寺
の
良
水
で
あ
る
。 

 
 

一
人
浄
土
真
宗
大
谷
派
西
念
寺
良
水
は
教
化
の
み
で
は
効
果
は
薄
い
と
し
、
信
仰
上
、
間
引
き
を
否
定
す
る
北
陸
の
浄
土
真
宗

信
徒
を
移
民
と
し
て
導
入
し
、
欠
落
農
民
の
後
を
再
開
発
す
る
こ
と
が
人
口
増
加
の
早
道
で
あ
る
と
建
言
、
北
陸
は
関
東
と
は

コピー厳禁
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逆
に
人
口
過
剰
で
土
地
が
不
足
し
農
民
は
窮
乏
し
て
い
る
こ
と
を
北
陸
勧
化
の
折
に
知
っ
た
と
い
う
１
９

。 

 

良
水
は
久
米
よ
り
も
早
く
に
真
宗
門
徒
で
の
人
口
増
加
に
目
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
久
米
は
良
水
の
政
策
に
目
を
つ
け
、
こ

れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
真
宗
門
徒
で
の
人
口
増
加
が
藩
の
財
政
難
の
救
済
の
早
道
と
考
え
、
北
陸
か
ら
の
真
宗
門
徒
の
移
住
の
政
策

を
と
っ
た
と
考
え
る
。 

 

第
二
項 

間
引
き
政
策
と
真
宗 

飢
饉
に
よ
り
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
た
。
餓
死
に
よ
る
も
の
が
大
多
数
で
あ
る
が
そ
の
他
に
間
引
き
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う

だ
。
間
引
き
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
世
代
の
子
が
減
少
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
の
世
代
の
子
た
ち
が
い
な
い
と
な
れ
ば
、

そ
の
地
域
に
待
っ
て
い
る
の
は
労
働
力
の
低
下
と
、
人
の
手
が
加
え
ら
れ
な
い
荒
れ
た
地
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
藩
の
借
金
が

増
え
る
だ
け
で
あ
る
。
竹
内
慎
一
郎
氏
の
調
べ
で
間
引
き
を
す
る
者
に
対
し
て
の
藩
の
政
策
に
つ
い
て
こ
う
指
摘
し
て
い
る 

 
 

天
明
の
人
口
減
少
を
回
復
す
る
た
め
に
三
男
二
女
以
上
の
子
持
ち
に
は
養
育
料
を
出
し
た
り
、
間
引
き
（
ダ
タ
イ
）
を
取
り
締

ま
っ
た
り
し
た
が
、
三
割
に
も
激
減
し
た
住
民
は
な
か
な
か
元
の
様
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
藩
の
人
口
対
策
と
し
て
最
後
に
考

え
ら
れ
た
も
の
が
他
藩
よ
り
の
移
民
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
２
０ 

移
住
者
を
呼
ぶ
前
に
藩
か
ら
養
育
費
を
出
す
な
ど
の
政
策
を
と
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
元
の
様
に
戻
る
こ
と
は
出
来
ず
悩

ん
だ
末
の
移
民
だ
っ
た
の
だ
。
第
一
項
の
久
米
の
説
明
で
述
べ
た
よ
う
に
、
久
米
が
移
民
者
を
呼
ぶ
こ
と
を
率
先
し
て
行
い
そ
れ
に

成
功
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
移
民
は
た
ま
た
ま
布
教
の
た
め
来
藩
し
て
い
た
浄
土
真
宗
の
僧
に
頼
ん
だ
が
、
当
時
の
真
宗
門
徒
の
殺

コピー厳禁
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生
忌
避
の
考
え
が
重
要
だ
と
私
は
考
え
る
。
千
秋
謙
治
氏
も
取
り
上
げ
て
い
た
有
元
説
が
あ
る
。 

近
世
の
真
宗
地
帯
で
は
、
真
宗
の
教
義
に
基
づ
い
て
殺
生
忌
避
が
旨
と
さ
れ
、
間
引
き
な
ど
と
い
う
人
口
調
節
と
い
う
慣
習
は

認
知
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
有
元
正
雄
説
（
有
元
正
雄
『
宗
教
社
会
史
の
構
想-

真
宗
門
徒
の
信
仰
と
生
活
』
吉
川
弘
文
館
、19

9
7

）

が
あ
る
。
こ
の
有
元
説
は
、
真
宗
の
信
仰
か
ら
導
き
か
れ
た
殺
生
忌
避
な
ど
の
教
え
が
真
宗
門
徒
独
自
の
信
仰
倫
理
→
エ
ー
ト

ス
（
道
徳
）
を
生
み
、
真
宗
地
帯
の
メ
ル
ク
マ
ー
ク
（
目
印
、
指
標
）
と
し
て
の
殺
生
禁
断
＝
人
口
増
加
、
勤
勉
＝
重
労
働
従

業
者
数
。
２
１ 

移
民
を
募
っ
た
と
こ
ろ
で
堕
胎
、
間
引
き
を
繰
り
返
す
よ
う
で
は
今
ま
で
と
同
じ
で
あ
り
藩
の
財
政
、
人
口
が
戻
る
こ
と
は
な
い
。

そ
こ
で
殺
生
を
忌
避
す
る
真
宗
門
徒
が
適
任
で
あ
る
と
久
米
は
考
え
、
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
堕
胎
、
間
引
き
を
せ
ず
に

勤
勉
で
あ
れ
ば
ま
ず
失
敗
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
真
宗
門
徒
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
移
民
者
達
は
有
元
説
で

言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
勤
勉
で
あ
り
仕
事
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
藩
の
財
政
が
回
復
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が

え
る
。
だ
が
、
勤
勉
で
あ
る
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
で
移
民
し
て
き
た
者
が
い
た
と
し
て
、
成
人
を
迎

え
た
男
性
が
配
偶
者
を
探
す
と
な
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
移
民
先
の
者
を
配
偶
者
に
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
が
、
移
民
先
の
者

達
は
移
民
で
来
た
者
達
を
差
別
の
対
象
と
し
て
娘
を
嫁
に
は
出
さ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
つ
い
て
池
端
大
二
氏
も
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。 

天
明
の
飢
饉
で
は
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
県
が
最
も
ひ
ど
か
っ
た
。
岩
手
県
の
農
民
は
仙
台
藩
へ
逃
げ
込
ん
だ
。
そ
の
農
民
た

ち
は
女
を
売
り
食
物
に
換
え
た
。
生
き
る
た
め
に
仕
方
が
な
か
っ
た
。
女
を
買
い
入
れ
た
商
人
は
都
へ
娘
た
ち
を
売
り
に
、
相

コピー厳禁
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馬
藩
を
通
っ
た
。
相
馬
藩
は
そ
れ
を
黙
っ
て
見
て
い
な
か
っ
た
。
北
陸
よ
り
入
り
百
姓
政
策
を
は
か
っ
た
が
、
地
元
の
娘
た
ち

は
、
余
所
者
を
軽
蔑
し
て
結
婚
は
し
な
い
。
移
民
し
て
百
姓
と
は
な
っ
た
も
の
の
、
家
庭
が
も
て
な
い
。
そ
れ
故
折
角
得
た
土

地
を
捨
て
て
い
く
者
も
少
な
か
ら
ず
い
た
。
相
馬
藩
は
金
を
出
し
て
娘
を
買
い
集
め
、
入
り
百
姓
の
嫁
に
あ
て
が
っ
た
。
自
作

農
を
創
設
す
る
た
め
に
、
と
こ
と
ん
ま
で
移
民
の
面
倒
を
見
た
。
世
間
で
は
相
馬
藩
を
“
人
買
い
だ
”
と
言
っ
た
。
女
が
足
り

な
か
っ
た
か
ら
仕
方
な
く
し
た
こ
と
で
す
。
２
２ 

飢
饉
に
よ
り
人
身
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
社
会
状
況
か
ら
は
当
然
で
あ
り
、
生
き
る
た
め
の
方
途
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
人

買
い
な
ど
が
飢
饉
の
背
景
に
必
ず
と
い
う
ほ
ど
出
て
く
る
の
は
歴
史
で
は
よ
く
あ
る
よ
う
だ
。
売
春
と
飢
饉
と
重
税
は
相
関
関
係
で

あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
り
移
民
者
達
は
家
庭
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
庭
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
人
口

増
加
、
農
作
業
の
効
率
化
な
ど
が
み
ら
れ
た
。 

  

第
三
章 

東
北
真
宗
移
民
と
浄
土
真
宗 

 

第
一
節 

近
世
後
期
の
東
北
宗
教
事
情 

 

移
住
者
達
が
真
宗
門
徒
で
あ
る
な
ら
、
彼
等
は
浄
土
真
宗
を
信
仰
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
彼
等
は
「
百
姓
」
と
し
て
呼
ば
れ
田
畑
な

ど
を
耕
す
の
に
懸
命
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
精
神
的
に
支
え
て
い
た
の
が
浄
土
真
宗
の
信
仰
だ
っ
た
の
だ
。
移
民
し
た
当
初
は
貧
し

コピー厳禁
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い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
仏
壇
を
作
り
阿
弥
陀
如
来
の
仏
象
を
安
置
し
て
い
た
。
そ
の
仏
像
は
様
々
で
あ
り
、
移
民
を
決
意
し
出

る
と
き
に
家
族
か
ら
譲
り
う
け
た
物
も
あ
れ
ば
、
新
し
く
作
っ
て
も
ら
い
持
っ
て
い
く
者
い
た
。
持
っ
て
行
く
に
あ
た
り
距
離
が
あ

る
の
で
大
き
な
仏
壇
を
持
っ
て
い
く
者
は
多
く
は
い
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
懐
中
本
尊
を
持
っ
て
い
く
者
が
多
か
っ
た
。 

こ
こ
で
私
が
調
査
を
し
て
移
住
者
達
が
持
っ
て
き
た
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
本
尊
が
二
点
見
つ
か
っ
た
。 

史
料
二
（
史
料
二
参
照
）
は
高
さ
三
〇
㎝
の
大
き
さ
の
本
尊
で
あ
る
。
観
音
開
き
で
出
来
て
お
り
、
懐
に
入
る
大
き
さ
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
懐
中
本
尊
で
あ
る
。
こ
れ
は
持
ち
運
び
の
便
を
考
え
作
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
次
に
史
料
三
（
史
料
三

参
照
）
は
、
本
尊
の
高
さ
が
九
㎝
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
観
音
開
き
で
出
来
て
お
り
、
箱
の
大
き
さ
を
抜
け
ば
四
・
五
㎝
の
小
さ
さ

で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
、
こ
の
大
き
さ
の
物
で
あ
る
の
は
、
史
料
二
の
よ
う
に
移
動
す
る
時
に
便
利
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
故

郷
を
捨
て
、
新
天
地
を
求
め
る
者
達
は
新
天
地
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
待
っ
て
い
る
か
分
か
ら
ず
不
安
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の

支
え
に
な
っ
た
の
が
や
は
り
浄
土
真
宗
の
教
え
だ
っ
た
の
だ
。
何
を
す
る
に
も
ま
ず
、
信
仰
が
優
先
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
岩
崎
氏
の

調
べ
に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
真
宗
門
徒
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
。 

 
 

宗
教
的
影
響
は
向
か
う
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
移
民
に
と
っ
て
信
仰
は
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
な
も
の
で
、

尊
崇
す
べ
き
も
の
は
如
来
様
だ
け
で
あ
っ
た
。
加
賀
の
移
民
の
か
た
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
相
馬
市
の
在
の
宿
千
木
（
し
ゅ

く
せ
ん
ぎ
）
あ
た
り
で
は
、
夕
方
通
る
と
あ
ち
こ
ち
の
家
か
ら
御
経
の
声
や
鉦
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
誰
で
も
読
経
し
、
知

ら
ぬ
を
恥
と
し
て
い
る
。
門
徒
が
門
徒
の
家
を
訪
ね
る
と
、
先
ず
上
座
を
向
い
て
如
来
を
拝
し
、
次
に
主
人
に
挨
拶
を
す
る
。

辞
去
す
る
時
も
同
様
で
あ
る
。
真
宗
的
生
活
が
常
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
２
３ 
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移
住
者
達
の
心
に
は
真
宗
の
信
仰
が
優
先
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
か
ら
も
分
か
る
。
で
は
、
そ
れ
は
真
宗
の
ど
の
よ
う
な
点
に

基
づ
く
の
か
。
調
査
に
て
福
島
県
南
相
馬
市
に
あ
る
勝
縁
寺
の
門
徒
で
あ
る
佐
藤
昌
芳
氏
か
ら
当
時
の
移
住
者
の
環
境
、
立
場
を
聞

く
こ
と
が
出
来
た
。
以
下
に
そ
の
記
録
を
記
す
。 

 
 

私
達
の
先
祖
は
隠
れ
て
来
た
た
め
最
初
は
あ
ま
り
物
を
持
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
お
寺
に
行
っ
て
経
を
読
む
事
、
仏

壇
の
前
に
座
り
経
を
読
む
事
と
田
畑
を
耕
す
事
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
。
け
ど
経
を
読
む
の
は
一
日
も
忘
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

辛
い
時
な
ど
は
特
に
読
ん
だ
ら
し
い
。
泣
き
な
が
ら
読
ん
で
い
て
馬
鹿
に
も
さ
れ
、
泣
き
な
が
ら
読
経
し
て
い
る
姿
を
加
賀
泣

き
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
私
達
は
ご
先
祖
様
の
苦
労
を
決
し
て
忘
れ
な
い
、
こ
の
地
は
ご
先
祖
様
が
頑
張
っ
て
耕
し
た

地
だ
か
ら
絶
対
に
離
れ
ら
れ
な
い
。
原
発
の
事
も
あ
る
け
ど
こ
れ
だ
け
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
最
後
に
祖
父
達
か
ら
よ
く
言

い
聞
か
さ
れ
て
い
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
、
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
。
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
私
は
内
容
は
ま
で

詳
し
く
意
味
は
し
ら
な
い
が
、
と
て
も
大
事
な
言
葉
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
（
史
料
四
参
照
） 

佐
藤
氏
の
話
か
ら
彼
等
は
念
仏
を
重
要
視
し
て
お
り
、
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
、
と
い
う
言
葉
を
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
で
は
、
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
歎
異
抄
』
第
七
条
に
書
か
か
れ
る
一
節
の
原
文
を
載
せ

る
。 

 
 

念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
・
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
・
外
道

も
障
礙
す
る
こ
と
な
し
。
魔
界
・
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、 

諸
善
も
及
ぶ
こ
と

な
き
ゆ
え
に
、
無
碍
の
一
道
な
り
、
と
云
々
。
２
４ 
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こ
の
第
七
条
の
意
は
一
般
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
に
救
わ
れ
た
人
は
一
切
が
さ
わ
り
と
な
ら
な
い
無
碍
の
一
道
の
世
界
に
出
る
。
何

故
な
ら
、
阿
弥
陀
如
来
か
ら
真
実
の
信
心
を
受
け
た
者
は
天
地
の
神
も
敬
っ
て
頭
を
下
げ
、
魔
の
世
界
の
者
真
理
に
外
れ
た
道
の
者

も
さ
ま
た
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。 

第
七
条
に
書
か
れ
て
い
る
魔
界
・
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
宗
教
の
違
い
に
よ
り
移
民
先
の
者
達
が
差

別
を
し
て
い
る
環
境
が
第
七
条
で
の
教
え
と
立
場
が
似
て
い
る
た
め
、
移
民
者
達
は
『
歎
異
抄
』
第
七
条
を
重
要
視
し
て
い
た
の
だ

と
考
え
る
。
よ
っ
て
岩
崎
氏
や
佐
藤
氏
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
移
住
者
た
ち
が
念
仏
を
大
切
に
し
て
い
た
理
由
が
わ
か
る
。
彼
ら

は
差
別
な
ど
の
辛
い
環
境
で
あ
ろ
う
と
、
無
碍
の
一
道
を
目
指
し
日
々
を
念
仏
と
共
に
生
き
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

宗
教
の
違
い
に
よ
る
摩
擦 

 

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
移
住
し
て
き
た
者
は
浄
土
真
の
宗
門
徒
で
あ
る
た
め
、
当
た
り
前
に
浄
土
真
宗
を
信
仰
し
て
い
る
。

だ
が
浄
土
真
宗
と
は
後
か
ら
き
た
宗
教
で
あ
り
、
最
初
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
た
宗
教
と
の
間
で
摩
擦
が
お
き
て
し
ま
う
。
当
時
東
北

の
地
方
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
宗
教
を
堀
一
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

元
来
、
相
馬
藩
は
、
真
言
宗
、
禅
宗
寺
院
が
多
く
、
ま
た
修
験
や
巫
女
の
活
動
も
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
は

未
開
拓
の
地
方
で
あ
っ
た
。
２
５ 

 

移
住
し
て
き
た
者
達
は
最
初
か
ら
そ
の
地
域
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
宗
教
に
従
う
の
で
は
な
く
、
一
貫
し
て
浄
土
真
宗
を
信
仰
し
続

け
た
。
こ
れ
が
移
住
先
の
者
達
に
と
っ
て
は
移
住
者
達
を
差
別
す
る
対
象
へ
と
変
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
千
秋
謙
治
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氏
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。 

 
 

そ
れ
に
は
、
相
互
の
信
仰
の
相
違
は
大
き
く
、
移
民
の
集
落
か
ら
は
朝
夕
に
、
お
経
の
声
が
聞
こ
え
、
老
人
は
、
殆
ど
お
経
を

暗
誦
し
て
い
た
。
相
馬
は
も
と
も
と
土
葬
で
火
葬
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
移
民
が
火
葬
の
風
習
を
持
ち
込
ん
だ
。
土
葬
の
霊

魂
観
の
あ
る
所
に
、
人
体
を
焼
く
と
い
う
残
酷
さ
を
持
つ
真
宗
門
徒
は
汚
れ
た
人
種
の
如
く
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。 

移
民
は
正
月
に
門
松
を
立
て
な
い
。
神
棚
設
け
ず
、
氏
神
様
も
な
い
。
雷
神
様
も
な
く
、
い
つ
で
も
田
植
え
を
す
る
。
友
引
に

も
葬
式
を
す
る
。
譜
請
を
す
る
時
、
金
神
も
構
わ
ず
、
方
角
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
正
月
神
も
迷
信
と
し
て
信
じ
な
か
っ
た
。 

 

こ
こ
で
一
番
の
問
題
に
な
っ
た
の
が
葬
送
儀
礼
だ
と
考
え
る
。
東
北
地
方
で
は
土
葬
で
の
葬
儀
が
当
た
り
前
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
儀
礼
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
に
浄
土
真
宗
で
の
火
葬
の
風
習
が
き
た
た
め
、
人
を
焼
く
行
為
が
特
に
残
酷
に
み
え
て
し
ま
っ
た
の

だ
と
考
え
る
。
浄
土
真
宗
の
門
徒
は
自
分
達
が
信
仰
し
て
い
る
宗
教
の
儀
礼
で
行
っ
た
が
、
そ
れ
が
差
別
の
原
因
と
な
る
と
は
思
っ

て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
浄
土
真
宗
で
の
火
葬
、
東
北
で
の
土
葬
の
二
つ
が
相
馬
中
村
藩
で
は
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
一
忌
組
と
火
葬
組
に
つ
い
て
説
明
す
る
。 

 
 

真
宗
に
限
ら
ず
、
不
幸
の
こ
と
を
一
切
世
話
す
る
一
忌
組
と
い
う
の
が
大
て
い
の
部
落
に
結
ば
れ
て
い
て
、
穴
掘
り
棺
か
つ
ぎ

か
ら
、
葬
式
の
役
割
を
き
め
る
こ
と
、
料
理
の
果
て
ま
で
す
べ
て
責
任
を
以
て
こ
れ
に
当
る
。
組
で
は
極
く
大
事
な
こ
と
は
喪

家
と
す
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
他
の
細
か
な
こ
と
す
べ
て
一
存
で
き
め
る
。
親
戚
と
い
え
ど
も
彼
等
に
ま
か
せ
き
り
で
干
渉
し

な
い
習
で
あ
る
。
２
６ 

 

こ
れ
が
一
忌
組
で
あ
る
。
一
忌
組
は
土
葬
を
主
と
し
て
や
っ
て
い
る
者
達
の
集
ま
り
で
あ
り
、
相
馬
中
村
藩
で
は
葬
式
の
時
に
一
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忌
組
の
者
が
集
ま
り
世
話
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
浄
土
真
宗
の
門
徒
た
ち
は
火
葬
組
を
組
織
し
た
。 

 
 

火
葬
組
は
真
宗
の
人
だ
け
で
広
い
範
囲
に
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
一
忌
組
は
一
五
戸
で
あ
っ
て
も
そ
の
中
に

門
徒
が
二
戸
し
か
な
い
場
合
、
火
葬
は
出
来
ぬ
か
ら
、
そ
の
二
戸
が
他
の
門
徒
と
一
緒
に
な
っ
て
組
織
し
て
い
る
火
葬
組
に
頼

む
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
そ
の
人
達
が
集
ま
っ
て
火
葬
場
を
つ
く
り
、
火
葬
の
こ
と
だ
け
を
手
伝
う
仕
組
み
で
あ
る
。

お
こ
う
組
と
も
い
う
。
２
７ 

 

火
葬
組
は
一
忌
組
と
違
い
、
全
て
の
世
話
を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
火
葬
の
み
の
手
伝
い
で
あ
る
。
現
在
の
火
葬
場
と
は
違
い
、

当
時
の
火
葬
場
は
木
と
木
を
積
み
か
さ
ね
た
簡
易
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
元
々
あ
っ
た
一
忌
組
に
対
し
、
火
葬
組
を
浄
土
真
宗
の
門

徒
達
は
組
織
し
た
た
め
、
ま
た
一
段
と
溝
が
深
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

相
馬
中
村
藩
で
は
神
道
系
を
信
仰
し
て
い
た
家
が
多
く
、
家
に
は
神
棚
が
殆
ど
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
移
住
し
た
者
は
藩

に
よ
り
家
を
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
は
飢
饉
後
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
家
な
ど
が
あ
た
え
ら
れ
た
た
め
、
家
に
は
神
棚
な
ど
が
最

初
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
た
。
神
棚
が
設
置
さ
れ
て
い
た
家
で
あ
ろ
う
と
、
真
宗
門
徒
は
そ
れ
を
拝
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
移
住
す
る

際
に
持
っ
て
き
た
仏
壇
か
、
移
住
先
に
て
新
し
く
作
っ
た
仏
壇
だ
け
で
あ
る
。 

 
 

し
か
し
一
方
に
お
い
て
は
大
神
宮
を
拝
ま
ず
、
ま
し
て
氏
神
も
な
く
、
部
落
の
神
祭
に
も
参
加
し
な
か
っ
た
。
相
馬
人
は
彼
等 

 

の
強
烈
な
信
仰
を
思
わ
ず
に
、
自
分
達
の
信
じ
た
い
神
仏
を
拝
ん
で
く
れ
な
い
こ
と
の
方
が
目
に
立
っ
た
。
彼
等
は
彼
等
で
、

他
の
事
は
譲
っ
て
も
信
仰
の
問
題
は
譲
歩
せ
ず
、
働
く
こ
と
と
寺
参
り
の
外
は
あ
た
か
も
知
ら
ぬ
も
の
の
如
く
熱
心
で
あ
っ
た
。

２
８ 

コピー厳禁



21 

 

元
は
神
道
系
の
家
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ
に
は
神
棚
が
あ
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
無
視
し
て
新
し
く
仏
壇
を
設
置

し
、
そ
れ
に
し
か
目
が
い
か
な
い
移
住
者
を
見
た
移
住
先
の
人
は
、
そ
れ
を
良
く
思
え
な
い
の
は
仕
方
が
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か

し
、
浄
土
真
宗
を
信
仰
し
て
い
る
か
ら
移
民
政
策
で
呼
ば
れ
た
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
互
い
に
譲
れ
な
い
信
仰
心
が
あ
っ

た
た
め
溝
が
出
来
て
し
ま
い
、
関
係
が
悪
化
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
。 

儀
礼
、
信
仰
の
違
い
で
溝
が
出
来
て
し
ま
っ
た
が
、
積
極
的
に
移
住
先
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
者
も
い
た
。
同
化
す
る
者
に
対
し

岩
崎
敏
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

同
化
の
過
程
に
は
自
か
ら
段
階
が
あ
っ
て
、
だ
ま
っ
て
い
て
も
す
ぐ
同
化
す
る
も
の
、
同
化
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
れ
ば
割
合
早

く
同
化
す
る
も
の
、
ま
た
同
化
し
難
い
も
の
に
も
過
程
が
あ
っ
て
、
現
在
に
及
ん
で
も
な
お
手
が
つ
け
ら
れ
ず
に
残
っ
て
い
る

も
の
も
あ
る
。
２
９ 

 

移
住
す
る
者
達
も
自
分
か
ら
嫌
わ
れ
よ
う
と
す
る
訳
も
な
く
、
積
極
的
に
同
化
し
て
い
っ
た
。
故
郷
を
捨
て
る
覚
悟
で
今
の
地
に

移
住
し
て
き
て
い
る
た
め
、
戻
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故
郷
に
戻
る
と
し
て
、
も
う
一
度
関
所
を
通
ら
な
け
れ
ば
戻

る
こ
と
は
出
来
な
い
た
め
、
こ
の
選
択
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。 
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結
論 

 

本
卒
論
に
お
い
て
、
東
北
地
方
で
の
浄
土
真
宗
が
ど
の
よ
う
に
し
て
広
ま
っ
た
の
か
が
分
か
っ
た
。
元
々
東
北
地
方
に
は
浄
土
真

宗
は
少
な
く
神
道
系
や
他
の
宗
教
が
広
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
飢
饉
で
の
被
害
を
回
復
す
る
た
め
、
遠
く
離
れ
た
北
陸
か
ら
移
民
政

策
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
北
陸
が
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
北
陸
に
住
む
人
は
熱
心
な
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
飢
饉
に
よ
っ
て
起
き
た
被
害
は
藩
の
財
政
難
だ
け
で
は
な
く
、
人
口
減
少
が
最
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
冷
害
、
長
雨
、

洪
水
に
よ
り
田
畑
は
荒
廃
し
、
作
物
が
取
れ
な
く
な
り
食
料
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
堕
胎
、
間
引
き
が
起
こ
り
、
人
口
減
少
に

拍
車
が
か
か
っ
た
。
こ
こ
で
有
元
正
雄
氏
に
よ
る
有
元
説
が
重
要
で
あ
る
。
有
元
説
は
浄
土
真
宗
の
門
徒
は
殺
生
忌
避
で
あ
り
、
勤

勉
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
当
時
の
相
馬
中
村
藩
の
記
録
を
み
て
分
か
る
が
、
移
民
政
策
を
と
っ
て
か
ら
の
相
馬
中
村
藩
は
人
口

が
増
加
し
て
い
る
。
移
民
政
策
に
よ
っ
て
他
藩
か
ら
の
移
住
で
の
人
口
増
加
だ
け
で
は
な
く
、
堕
胎
、
間
引
き
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、

人
口
が
増
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
元
説
で
言
わ
れ
て
い
る
勤
勉
が
関
係
し
て
く
る
。
移
住
先
に
て
田
畑
を
も
ら
っ
た
移
住
者
達

は
、
荒
廃
し
て
い
た
田
畑
を
耕
し
作
物
を
作
り
藩
の
財
政
を
も
回
復
さ
せ
た
の
だ
。
こ
の
殺
生
忌
避
、
勤
勉
が
こ
の
二
つ
が
移
民
政

策
の
中
で
一
番
重
要
な
要
因
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
移
民
政
策
を
実
行
し
た
久
米
泰
翁
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
久

米
泰
翁
が
移
民
政
策
を
行
わ
ず
に
い
た
の
な
ら
ば
、
相
馬
中
村
藩
は
飢
饉
を
乗
り
切
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
の
先
に
待
っ
て
い
る
の

は
藩
の
衰
退
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
全
て
が
上
手
く
い
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
移
住
し
た
際
に
信
仰
の
問
題
が
起
き
た
。
こ
れ
は
現
在
で
も
起
き
て
い

る
問
題
だ
が
、
当
時
で
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
を
ず
っ
と
信
仰
し
て
い
た
者
達
は
、
浄
土
真
宗
が
生
活
の
中
に
入
っ
て
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い
た
た
め
、
今
更
変
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
移
住
先
で
は
そ
れ
が
問
題
に
な
り
差
別
の
対
象
と
な

っ
た
。
だ
が
、
そ
の
彼
等
の
心
の
支
え
に
な
っ
た
の
が
浄
土
真
宗
の
教
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
仕
事
以
外
に
や
る
こ
と
は
お
寺
参
り
、

読
経
だ
け
で
あ
り
、
他
に
は
何
も
な
か
っ
た
。
悲
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
時
な
ど
、
苦
し
い
時
は
お
経
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
彼

等
は
全
て
の
こ
と
に
お
い
て
信
仰
を
優
先
に
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
信
仰
が
生
活
と
同
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
く
、

自
身
の
こ
と
よ
り
優
先
さ
れ
て
い
た
。
本
尊
の
例
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
彼
等
の
大
半
は
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
を
持
っ
て
き

て
い
た
。
大
き
さ
は
異
な
る
が
、
身
の
回
り
の
物
よ
り
優
先
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
り
分
か
る
。
移
住
す
る
際
に
持
っ
て
き

た
物
を
他
に
あ
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
回
本
論
に
は
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
内
容
だ
が
、
彼
等
は
柿
の
種
を
持
っ
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
柿
の
種
を
植
え
、
育
っ
た
柿
の
木
を
蓮
如
柿
と
呼
び
、
移
住
し
て
き
た
者
た
ち
の
庭
に
多
く
見
ら
れ
る
。
蓮
如

柿
が
植
え
ら
れ
て
い
る
家
の
大
半
は
移
民
政
策
に
よ
っ
て
移
住
し
て
き
た
者
達
の
家
と
判
断
す
る
こ
と
が
、
植
物
に
よ
っ
て
も
出
来

る
の
で
あ
る
。
作
物
の
育
て
方
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
北
陸
地
方
で
み
ら
れ
る
農
作
業
が
福
島
県
相
馬
郡
で
も

少
し
で
あ
る
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
北
真
宗
移
民
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
詳
し
く
調
べ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
資

料
、
ま
た
多
角
的
視
点
か
ら
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。 

 

結
論
と
し
て
、
彼
等
の
働
き
が
あ
っ
た
た
め
相
馬
中
村
藩
は
財
政
難
を
回
復
し
、
存
続
出
来
た
の
で
あ
る
。
今
の
福
島
県
で
の
浄

土
真
宗
の
展
開
も
移
民
政
策
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
昌
芳
氏
も
述
べ
て
い
た
が
、
ご
先
祖
様
達
の
苦
労
な
く
て
今
は
無

い
の
で
、
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。 
コピー厳禁
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高
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、
幅
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四
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で
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る
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藤
昌
芳
氏 

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
烏
崎
字
六
平
作
七 

私
達
の
先
祖
は
隠
れ
て
来
た
た
め
最
初
は
あ
ま
り
物
を
持
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
お
寺
に
行
っ
て
経
を
読
む
事
、
仏
壇

の
前
に
座
り
経
を
読
む
事
と
田
畑
を
耕
す
事
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
。
け
ど
経
を
読
む
の
は

1

日
も
忘
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
辛
い

時
な
ど
は
特
に
読
ん
だ
ら
し
い
。
泣
き
な
が
ら
読
ん
で
い
て
馬
鹿
に
も
さ
れ
、
泣
き
な
が
ら
読
経
し
て
い
る
姿
を
加
賀
泣
き
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
私
達
は
ご
先
祖
様
の
苦
労
を
決
し
て
忘
れ
な
い
、
こ
の
地
は
ご
先
祖
様
が
頑
張
っ
て
耕
し
た
地
だ
か
ら
絶
対

に
離
れ
ら
れ
な
い
。
原
発
の
事
も
あ
る
け
ど
こ
れ
だ
け
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
最
後
に
祖
父
達
か
ら
よ
く
言
い
聞
か
さ
れ
て
い
た

言
葉
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
、
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
。
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
私
は
内
容
は
ま
で
詳
し
く
意
味
は
し
ら
な
い

が
、
と
て
も
大
事
な
言
葉
で
あ
っ
た
ら
し
い
。 
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