
全
国
水
平
社
創
立
趣
意
書

「よ
き
日
の
為
め
に
」
を
め
ぐ
っ
て

泉 

惠 

機

「
部
落
解
放
と
浄
土
真
宗
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
、

明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
は
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
ら 

を
大
別
す
れ
ば
先
づ
次
の
二
つ
の
領
域
が
考
え
ら
れ
る
。

① 

真
宗
教
学
や
教
化
、
教
団
の
組
織
、
制
度
等
に
お
け
る
差
別
性
の
歴
史
に
関
わ
る
領
域

②
 

宗
祖
親
鸞
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
浄
土
真
宗
は
、
ど
の
よ
う
に
人
間
解
放
の
道
を
明
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
真
宗
教
学
に
関
わ
る 

領
域

こ
の
二
つ
の
領
域
は
相
矛
盾
し
な
が
ら
当
然
別
な
二
つ
の
事
柄
で
は
な
く
、①

を
明
ら
か
に
す
る
視
点
は②

に
な
け
れ
ば
な
ら
ず' 
②
 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
具
体
的
な
歴
史
社
会
の
中
で
一
つ
の
力
と
な
っ
て
用
く
た
め
に
は
、①

に
ま
つ
わ
る
諸
相
を
た
ん
ね
ん
に
な
ぞ 

っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

さ
ら
に' 

前
述
の②

で
明
か
さ
れ
て
く
る
浄
土
真
宗
が' 

現
前
に
展
開
さ
れ
る
部
落
解
放
運
動
と
、
ど
の
よ
う
に
相 

関
わ
り
ど
の
よ
う
な
交
点
を
も
つ
の
か
、 

と
い
う
領
域
に
ま
つ
わ
る
事
柄
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
の
た
め
に
は
、
現
実
に
は
多
様
な
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
部
落
解
放
運
動
の
拠
っ
て
立
つ
精
神
の
根
源
に
立
ち
か
え
り
、

そ
れ
が
ど 

の
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
人
間
を
把
え
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
、
〃
部
落
解
放
”"

人
間
解
放
〃
を
思
想
し
て
い
る
の
か
を
見
な
け
れ



ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
部
落
解
放
運
動
を
支
え
る
精
神
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
部
落
解
放
運
動
の
初
発
で
あ
る
全
国
水 

平
社
の
創
立
に
焦
点
を
当
て
て
、

そ
れ
が
如
何
な
る
精
神
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
水
平
社
創 

立

の

趣

意

書

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

を
中
心
に
と
り
上
げ
、

さ

ら

に

必

要

に

応
じ
て

水

平

社

の

「
宣
言
」

に
も
触
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る 

が
、

こ
の
二
つ
は
い
ず
れ
も
西
光
万
吉
に
よ
っ
て
草
稿
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
れ
ら
は' 

他
の
同
人
た
ち
と
の
論
議
か
ら 

生
み
出
さ
れ
ま
た
手
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
も
誤
り
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
二
つ
は
、
彼
の
自
前
の
思
想
が
表
現
せ
ら
れ
た
も
の 

で
あ
る
こ
と
は
、

「
荊
の
冠
り
」

「
人
間
は
尊
敬
す
可
き
も
の
だ
」

「
業
報
に
喘
ぐ
」

「
ビ
ル
リ
王
」

等
、
他
の
論
文
や
戯
曲
か
ら
見
て
も
確 

か
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、

全

国

水

平

社

創

立

の

精

神

を

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

「
宣
言
」

を
通
し
て
見
て
い
く
こ
と
は
、

当
時
の
西
光
の
思
想 

を
読
み
と
っ
て
い
く
こ
と
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
論
述
中
で
水
平
社
の
思
想
と
い
う
よ
り
西
光
万
吉
の
思
想
と
し 

て
表
現
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
故
な
し
と
し
な
い
。

尚

「
よ
き
日
の
為
め
に
」
は

「
水
平
」
第
一
巻
第
一
号(

世
界
文
庫
復
刻
版)

所
収
の
も
の
を
新
漢
字
に
改
め
て
用
い
、

「
宣
言
」
は

「
西 

光
万
吉
著
作
集
」
第

一

巻(
濤
書
房
刊)

所
収
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

は
、
水
平
社
と
い
う
、
部
落
差
別
に
対
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
闘
い
を
挑
む
組
織
へ
の
、
部
落
大
衆
の
結
集
を
呼 

び

か

け

る

「檄

」

の
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
、

全
体
と
し
て
、
余
り
に
多
く
の
書
物
か
ら
の
引
用
に
満
ち
、
文
章
の
ト
ー
ン
は
格
調 

高
い
が
余
り
に
難
解
な
言
葉
に
満
ち
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

〇

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

既
に
何
人
か
の
論
者
が
触
れ
て
い
る
が
、

整
理
す
れ
ば 
①

引
用
の
多
い
点
、
②

読
者
を
混
乱
さ
せ
る
構
成
に
な



っ
て
い
る
点
、③

難
解
で
あ
る
点
、

の
三
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
こ
の
三
点
に
つ
い
て
順
に
考
え
て
い
く
中
で
、

「
よ
き
日
の
為
め
に
」 

の
思
想
と
そ
の
周
辺
を
考
察
し
た
い
。

先
づ①

に
ま
っ
わ
っ
て
、
所
引
の
書
物
や
思
想
家
等
を
挙
げ
れ
ば
、

シ

ラ

ー

の

「
歓
喜
に
寄
す
る
賦
」

の
一
節
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ 

ス
、
佐

野

学

「
特
殊
部
落
民
解
放
論
」
、

ロ

マ
ン

・
ロ

ラ

ン

「
民
衆
芸
術
論
」
、

ゴ

ー

リ

キ

ー

「
ど
ん
底
」
、
新
訳
聖
書
、

ギ
リ
シ
ャ
神
話
、

②
 

親
鸞
と
い
う
具
合
に
多
彩
で
あ
り
、
量
か
ら
言
っ
て
も
約
三
分
の
ニ
が
引
用
文
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
松
岡
保
氏
の
研
究
に 

負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

阪
本
清
一
郎
氏
は
、

本
文
中
に
は
、

ロ
シ
ア
の
ゴ
ー
リ
キ
ー
や
、

フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
、

イ

ギ
リ

ス
の
ウ

ィ
リ

ア
ム
・
モ
リ
ス
の
文
章
や
、 

ま
た
キ
リ
ス
ト
の
聖
書
、
仏
教
の
教
典
な
ど
か
ら
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
単
な
る
借
り
言
葉
で
は
な
く
、
当
時
私
た
ち
に

③
 

燃
え
て
い
た
部
落
解
放
の
情
熱
を
、
た
ま
た
ま
先
人
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
た
ま
で
に
す
ぎ
な
い
。
 

と
記
し
て
い
る
が
、
 

確
か
に' 

他
か
ら
の
引
用
が
多
い
か
ら
と
言
っ
て
、 

そ
の
思
想
が
借
り
も
の
で
あ
る
と
言
え
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
 

阪

本

氏
が

前

掲

の

文

に

続

け

て

「
行

動

を

も

っ

て

『
よ
き
日
』

の
社
会
を
実
現
せ
ん
と
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
叫
び
で
あ
っ
た
」

と
言
わ 

れ
る
よ
う
に
、

「
よ
き
日
の
為
め
に
」
は
、

引
用
文
の
余
り
の
多
さ
に
関
り
な
く
、

読
む
者
の
魂
を
揺
さ
ぶ
る
力
強
さ
を
も
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
は
そ
こ
に
語
ら
れ
る
志
願
の
確
か
さ
、

深
さ
と
同
時
に
、 

そ
の
思
想
が
借
り
物
で
は
な
く
、

彼

ら

自

身

の

「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
叫 

び
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

②

に
つ
い
て
は
、
た

と

え

ば

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

の
本
文
は㈠
㈡
㈢

に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、㈠

は

「
解
放
の
原
則
」

と
章
題
さ
れ
、
 

当
時
早
稲
田
大
学
の
教
授
で

あ
っ
た
佐
野
学
の
「特
殊
部
落
民
解
放
論
」

の

第

四

章

「
解
放
の
原
則
」

の
全
文
が
そ
の
全
体
を
占
め
る
形 

に
な
っ
て
い
る
。

そ

こ

に

は

末

尾

に

「
佐
野
学
」

の
名
が
付
さ
れ
る
の
み
で
、
何
一
つ
説
明
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。㈠

の
終
り
ま
で
来 

て
漸
く
読
者
は
、

こ
の㈠

の
全
体
が
佐
野
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。



そ
の㈡

も
同
じ
く
、
冒

頭

か

ら

ロ

マ

ン

・
ロ
ラ
ン
の
言
葉
で
始
ま
る
が
、

こ
れ
は
内
容
に
つ
い
て
も
些
か
読
者
を
混
乱
さ
せ
る
の
で
な 

い
か
と
思
わ
れ
る
。
読
者
は
、
何

故

「
民
衆
芸
術
」

や

「
民
衆
劇
」

へ
の
参
加
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
か
、

ま

た

何

故

に

「
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ 

各
地
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
数
多
く
の
努
力
を
結
合
さ
せ
て
茲
に
民
衆
劇
の
建
設
を
企
て
た
い
と
思
う
」
と
い
う
よ
う
な
呼
び
か
け
が
為
さ 

れ
る
の
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
漸
く
、

「
私
共
は
此
の
民
衆
劇
国
際
大
会
の
開
催
を
促
す
廻
状
草
案
を
借
り
て
、

そ
の
民
衆
芸
術
を
よ
き
日 

に
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
各
地
を
吾
国
の
各
地
に
民
衆
劇
を
水
平
社
に
取
換 

へ
て
貴
意
を
得
た
い
の
で
あ
り
ま
す
」

と
言
わ
れ
て'

う
な
づ
く
こ
と 

に
な
る
の
で
あ
る
。

同
時
に㈡

は
引
用
の
文
も
含
め
て
そ
の
文
体
は
、㈠

と
も㈢

と
も
大
き
く
違
っ
て
い
て
、

て
い
ね
い
に
水
平
社
創
立 

へ
の
参
加
を
慫
懣
す
る
文
体
で
あ
る
こ
と
も
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。㈢

に
至
れ
ば
、

そ
の
文
章
は
力
強
く
、
読
む
者
の
心
を
揺
が 

し
、
書
い
た
人
の
熱
の
直
か
に
伝
わ
る
如
き
文
体
に
大
き
く
変
化
す
る
。

こ
れ
ら
読
者
を
何
ら
か
混
乱
せ
し
め
る
要
素
に
つ
い
て
は
、 

た
と
え
混
乱
を
招
く
と
し
て
も
そ
の
各
々
に
そ
れ
な
り
の
理
由
の
あ
る
こ 

と
を
筆
者
は
感
じ
て
い
る
が
、
今
は
措
く
。

む
し
ろ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は' 
③

の

「
難
解
で
あ
る
点
」
で
あ
る
。

㈢

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

の㈢

は
、

「
吾
等
の
中
よ
り
」

「
運
命
」

「
無
碍
道
」

の
三
段
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、

そ

の

中

に

は

「
勦
る
」 

「
プ
ロ
キ
ュ
ス
ト
の
鉄
の
寝
床
」

「
ゴ
ル
ゴ
ン
」

「
イ
ン
フ
ェ
ル
ノ
」

「
パ
ラ
ヂ
ン
」

「晨
朝
礼
讃
」
な
ど
、

一
般
的
に
は
難
解
、
難
読
で
あ 

る
と
思
わ
れ
る
言
葉
が
次
々
に
飛
び
出
し
て
く
る
。

ま

た

全

体

と

し

て

「
な
ま
な
か
の
解
釈
は
受
け
つ
け
な
い
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
肯 

わ
れ
る
難
解
さ
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
を
払
い
た
い
の
は
、

こ
の
難
解
さ
に
も
拘
ら
ず
、

こ
の
文
に
触
れ
た
人
び
と
に
こ
の
趣
意
書
に
流
れ
る
精
神
が 

〃
確
か
に
伝
わ
っ
た
〃
の
で
な
け
れ
ば
、
創
立
総
会
に
、
当
時
三
千
人
も
の
人
び
と
が
は
る
ば
る
と
参
集
し
来
っ
た
こ
と
は
解
け
な
い
と 

思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。



確
か
に
そ
こ
に
は
、
水
平
社
の
如
き
自
立
的
な
解
放
運
動
を
生
み
出
し
て
く
る
歴
史
的
条
件
が
一
方
に
あ
っ
た
こ
と
は
誤
り
の
な
い
こ 

と
で
あ
ろ
う
。

水
平
社
の
発
起
人
た
ち
自
体
が
佐
野
学
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
言
い
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
、 

そ

れ

は

「
宣
言
」

の
中
に 

も

「
長
い
間
虐
め
ら
れ
て
来
た
兄
弟
よ
、
 

過
去
半
世
紀
間
に
種
々
な
る
方
法
と
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
吾
等
の
為
め
の
運
動 

が
、
何
ら
の
有
難
い
効
果
を
齎
ら
さ
な
か
っ
た
」

こ

と

を

「
事
実
」

で
あ
る
と
押
え' 

そ

れ

ら

の

運

動

の

質

を

「
人
間
を
勦
る
か
の
如
き 

運
動
」

で
あ
る
と
見
抜
い
て
、
 

そ

こ

か

ら

「
吾
等
の
中
よ
り
人
間
を
尊
敬
す
る
事
に
よ
っ
て
自
ら
解
放
せ
ん
と
す
る
者
の
集
団
運
動
を
起 

せ
る
は
、
寧
ろ
必
然
で
あ
る
。
」
と
象
徴
的
に
謳
わ
れ
て
い
る
事
柄
で
も
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
質
を
も
っ
た
運
動
創
始
の
志
願
が' 

「
よ
き
日
の
為
め
に
」
を
と
お
し
て
、

呼
び
か
け
を
う
け
た
被
差
別
部
落
大 

衆
に
確
か
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
ね
ば
、
水

平

社

の

創

立

を

「
必
然
で
あ
る
」
と
し
て
創
立
総
会
に
多
く
の
部
落
大
衆
が
結
集
し
た
こ
と
も 

解
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
、

〃
確
か
に
伝
わ
っ
た"

と
述
べ
た
が
、

こ
の
創
立
趣
意
書
を
当
時
の
被
差
別
部
落
大
衆!
!

現
在
に
お
い
て
も
識
字
学
級
活
動
が 

必
要
で
あ
る
よ
う
な
、
永
く
教
育
を
奪
わ
れ
た
状
態
に
押
し
こ
め
ら
れ
て
き
た
被
差
別
大
衆
が' 

少
く
と
も
知
的
に
理
解
し
た
と
は
考
え 

ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
知
的
理
解
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
理
解
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。

そ
れ
と
共
に
、
相
当
に
広
汎
な
領
域 

に
わ
た
る
知
識
が
な
け
れ
ば
、
知
的
に
は
理
解
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
起
草
者
の
西
光
万
吉
氏
も' 

そ
の
内
容
の
大
方
を
こ
れ
で
よ 

し
と
認
め
た
他
の
発
起
人
た
ち
も
、

よ
く
解
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
も
う
少
し
平
易
な
も
の
を
起
草
し
た
で 

あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
大
幅
な
手
直
し
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、

「
よ
き
日
の
為
め
に
」
が

大

和

同

志

会

の

機

関

紙

「
明
治
の
光
」

の
購
読
者
リ
ス
ト
を
用
い
て
全
国
に
発
送
さ
れ
た
時
、

「
よ 

き
日
の
為
め
に
」

の

解

説

書
と

も

言
う

べ
き

「
一
枚
刷
り
」

が
添
付
さ
れ
た
と
三
浦
参
玄
洞
が
記
し
て
い
る
。

し
か
し
今
か
ら
考
え
て
見
る
と' 

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

は
水
平
社
の
創
立
趣
意
書
と
し
て
は
決
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
な
く
そ 

の
意
章
段
も
僅
か
四
ペ
ー

ジ
の
「
解
放
の
原
則
」

の
外
に
、

「
吾
等
の
中
よ
り
」

「
運
命
」

「
無
碍
道
」

「
夜
明
け
」

等
の
断
片
が
付
け



加
え
ら
れ
て
あ
り
、
全
篇
が
態
く
散
文
詩
的
で
あ
っ
て
、
結
社
の
方
法
さ
へ
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
印
刷
が

④
 

で
き
上
っ
て
か
ら
俄
か
に
思
い
つ
い
て
、
左
の
よ
う
な
一
枚
刷
り
を
添
付
し
た
。

⑤

「
一
枚
刷
り
」

の
内
容
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
趣
意
書
の
解
説
の
役
目
を
果
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
解
説
は
知
的
理
解 

を
手
助
け
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
知
的
理
解
を
と
お
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
前
述
の' 

さ
ら
に
よ
り
深
い
理
解
で
あ
り
、
創
立 

同
人
の
求
め
た
も
の
も
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
。

こ
の
こ
と
は
、

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

に
格
調
高
く
表
現
さ
れ
た
思
想
の
質
に
関 

わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
〃
知
的
理
解
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
理
解
〃
が
多
く
の
被
差
別
部
落
大
衆
に
お
い
て
何
故
可
能
だ
っ
た
か
、

そ
し
て
、

西
光 

氏
ら
は
何
故
可
能
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ

こ

に

は

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

の
思
想
に
、
被
差
別
部
落
大
衆
の
い
わ
ば
人
間
そ
の 

も
の
が
反
応
し
、

そ
の
よ
び
か
け
に
全
身
を
以
っ
て
呼
応
し
得
る
共
通
の
基
盤
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
共
通
の
基
盤
と 

は' 

一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
「
被
差
別
の
体
験
」
で
あ
る
。

今' 

彼
差
別
の
共
通
の
体
験
と
言
っ
た
が' 

そ

れ

は

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

に
お
い
て
は
、

「
長
い
夜
の
憤
怒
と
悲
嘆
と
怨
恨
と
呪
詛 

と' 

や
が
て
茫
然
の
悪
夢
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
、

た

と

え

ば

「
穢
多
」
と

称

ば

れ

る

そ

の

侮

辱

に

対
す

る

「
憤
怒
」
を
外
に
表
現
す
る
こ
と
を
、
永
い
間
禁
ぜ
ら
れ
て
き
た
と 

総
体
的
に
は
言
い
得
る
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
多
く
日
常
の
中
で
は
、

そ
の
怒
り
を
外
に
噴
出
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ 

ろ
う
。

出
口
を
失
っ
た
怒
り
は' 

圧
倒
的
な
差
別
を
肯
定
す
る
力
に
と
り
ま
か
れ
る
中
で

「
悲
嘆
」
と
な
り'

「悲
嘆
」

は

や

が

て

「
怨 

恨

」

や

「
呪
詛
」
と
な
る
。

た

と

え

ば

「
水
平
」
第

一

巻

第

一

号

の

「
全
国
水
平
社
創
立
大
会
記
」
は
、
創
立
同
人
の
一
人
で
あ
る
平
野
小
剣
の
、
創
立
大
会
で
の 

演
説
を
伝
え
て
次
の
如
く
言
う
。

:
:
:

現
今
の
社
会
は
悪
魔
の
社
会
で
あ
る
と
鋭
く
抉
り
、
自
身
の
生
ひ
立
ち
を
述
べ
母
の
臨
終
に
及
び
、
悲
し
い
、
痛
ま
し
い
、
母



の

遺

言

は

『
世
の
中
を
呪
へ
』

そ
れ
で
あ
っ
た
。

母
は
私
に
反
逆
児
に
な
れ
と
云
っ
て
死
ん
だ
。

私
は
母
の
遺
言
通
り
に
生
き
て
行 

く
、
臨
終
の
床
の
母
の
姿
を
想
ひ
起
す
時
、
私
し
の
胸
に
反
逆
の
炎
は
燃
え
さ
か
る
。

私
の
生
命
は
地
獄
の
劫
火
を
呼
吸
し
て
い
る
。
 

母

の

遺

言

が

「
世
の
中
を
呪
へ
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
い
う
悲
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
遺
言
を
聞
い
た
子
供
は
、

日
常 

的
な
差
別
の
中
で
母
の
遺
言
を
胸
中
深
く
着
床
さ
せ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
れ
は
ひ
と
り
平
野
小
剣
と
そ
の
母
親
と
の
間
の 

事
柄
で
は
な
く
、

無
数
の
平
野
と
そ
の
母
た
ち
が
、

「
長
い
夜
の
憤
怒
と
悲
嘆
と
怨
恨
と
呪
詛
」

の
中
で
生
れ
、
生
き
、

死
ん
で
行
っ
た 

の
だ
。
親
か
ら
子
に
、

子
か
ら
孫
に
と
蓄
積
さ
れ
て

い
っ
た
被
差
別
者
の
「
呪
詛
」

の
深
さ
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。 

「穢
多
」

の
名
に
泣
き
て 

秋
村
生

お
の
づ
か
ら

す
さ
び
ゆ
く
な
れ

容
れ
ら
れ
ぬ
人
の
世
な
れ
ば

に
く
き
世
な
れ
ば

太
陽
も

ほ
ろ
べ
人
の
世
も
ほ
ろ
べ

か
く
て
我
等
も

⑥

ほ
ろ
ぶ
べ
き
な
り

こ
こ
に
は
、
世

界
(

社
会)

に
対
す
る
呪
詛
か
ら
自
他
の
滅
び
を
願
う
、

い
わ
ば
自
棄
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
被
差
別
者
の
苦
悩
が
リ
ア



ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
苦
悩
の
中
に
、

己
れ
一
人
で
な
く
父
も
母
も
祖
父
母
た
ち
も
、

さ
ら
に
全
国
の
被
差
別
部
落
大
衆
が
呻
吟
し
つ
つ
生
き
て 

き
た
と
い
う
共
通
の
基
盤
に
立
ち
、
創
立
同
人
た
ち
は
、
少
く
と
も
知
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
難
解
さ
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
訴 

え
る
も
の
が
被
差
別
部
落
の
人
々
に
確
か
に
伝
わ
る
可
能
性
を
感
じ
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

同
時
に' 

創
立
同
人
た
ち
と
共
通
の
被
差 

別
の
苦
悩
の
中
に
生
き
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
趣
意
書
に
触
れ
た
人
び
と
が' 

そ
の
願
い
の
も
と
に
三
千
人
も
創
立
総
会
に
結
集
し
た
の
だ 

と
言
え
よ
う
。

㈢

㈠

の

冒

頭

で

述

べ

た

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

の
性
格
の
三
点
に
従
っ
て
考
え
て
き
た
。

こ
と
に③

に
つ
い
て' 

知
的
理
解
の
困
難
さ
に 

も
拘
ら
ず
そ
れ
を
こ
え
て
い
わ
ば
真
に
理
解
し
う
る
共
通
基
盤
と
し
て
、
被
差
別
の
体
験
と
そ
の
苦
悩
を
強
調
し
た
。
 

し
か
し
そ
れ
で
は
、

被
差
別
の
体
験
を
有
た
ぬ
者
は
、

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

を
真
に
理
解
し
、

そ
の
願
い
に
直
参
す
る
こ
と
は
不
可 

能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。

そ
れ
は
逆
か
ら
言
え
ば
、
部
落
民
と
し
て
の
差
別
を
受
け
ず
に
生
き
て
き
た
者
、

つ
ま
り 

被
差
別
の
体
験
や
苦
悩
を
部
落
大
衆
と
共
有
し
得
ぬ
人
間
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
場
に
お
い
て
、
被
差
別
者
の
苦
悩
の
中
か
ら
搾
り
出
さ 

れ

た

「
よ
き
日
の
為
め
に
」
と
い
う
思
想
を
真
に
理
解
し
、
受
け
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
と
い
う
問
で
も
あ
る
。
も
し
こ
の
問
を 

正
面
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
を
避
け
る
な
ら
、
部
落
民
と
し
て
差
別
を
受
け
て
き
た
者
と
受
け
て
来
な
か
っ
た
者
が
、
真
に
緊
密
な
人
間 

の
関
係
を
も
っ
こ
と
は
出
来
な
い
ば
か
り
か
、

全
国
水
平
社
創
立
の
精
神
を
受
け
継
ご
う
と
す
る
部
落
解
放
運
動
と
差
別
を
受
け
て
こ
な 

か
っ
た
者
の
関
係
は
、

全
く
不
毛
な
関
係
に
陥
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
、
部
落
差
別
の
問
題
を
真
向
い
に
な
っ
て
受
け
と
め
て
い
こ
う
と
す
る
時
、
被
差
別
者
と
差
別
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
者
、 

差
別
す
る
側
に
生
き
て
き
た
者
と
が
、
ど
こ
で
共
通
の
場
に
立
ち
得
る
の
か
と
い
う
非
常
に
重
要
で
、
基
本
的
な
問
題
に
直
結
し
て
い
る



が
、
今
こ
こ
で
、

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

に
お
い
て
、

被
差
別
の
体
験
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
か
、

を
考
察
す 

る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

の㈢

の

中

の

「
無
碍
道
」

は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

吾
々
は
ゴ
ル
ゴ
ン
に
呪
は
れ
て
ゐ
た
の
だ
、

そ
し
て
眼
を
閉
じ
る
事
に
よ
っ
て
の
み
生
き
て
来
た
の
だ
、
吾
々
は
、
耳
を
塞
い
て
鈴 

を
盗
む
者
を
笑
へ
な
か
っ
た
、
し
か
し
今
時
そ
ん
な
事
は
、
は
や
ら
な
い
、
土
龍
の
勝
利
や
蝙
蝠
の
光
栄
は
見
た
く
も
な
い
。
 

吾
々
の
見
た
い
の
は
、
永
遠
の
昨
日
か
ら
亡
霊
の
様
に
浮
き
上
っ
た
今
日
の
姿
で
は
な
く
、

し
っ
か
り
と
昨
日
を
踏
み
し
め
て
永 

遠
の
明
日
へ
突
進
す
る
勇
し
い
今
日
の
姿
で
あ
る
の
だ
、
吾
々
は
既
に
過
去
の
穿
鑿
に
倦
き
た
、
為
た
い
の
は
未
来
の
穿
鑿
だ
。
 

前
の
方
の
み
見
る
が
よ
い
、

全
て
は
過
ぎ
去
る
の
だ
構
ふ
も
の
か
恐
れ
ず
に
生
き
よ
肝
心
な
も
の
は
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
な 

く
、
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
だ-
-

ロ

マ
ン

・
ロ
オ
ラ
ン

吾
々
は
大
胆
に
前
を
見
る
、

そ
こ
に
は
も
う
ゴ
ル
ゴ
ン
の
影
も
な
い
、
水
と
火
の
二
河
の
む
こ
う
に
よ
き
日
が
照
り
か
が
や
い
て 

い
る
、

そ
し
て
そ
こ
へ
吾
等
の
足
下
か
ら
素
ら
し
い
道
が
通
じ
て
ゐ
る
。

水
火
を
恐
れ
ぬ
堅
固
な
る
信
者
よ
、
無
碍
の
一
道
だ
。

勇
往
邁
進
、 

寧
ろ
無
謀
に
戦
ふ
も
の
の
光
栄
を
讃
美
せ
ん
か
な
、
勇
敢
な
る
狂
暴
よ-
-

是
れ
真
に
智
者
の
生
活
な
り-
-

ゴ
ー 

リ
キ
イ

吾
等
の
前
に
無
碍
道
が
あ
る
。

こ

れ

は

「
無
碍
道
」

と
題
さ
れ
た
節
の
全
文
で
あ
る
が
、

こ

こ

で

特

に

「
ゴ
ル
ゴ
ン
」

が
引
か
れ
て
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

西
光 

氏
は
、

ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て
く
る
こ
の
怪
物
の
物
語
に
つ
い
て
、

他

の

三

つ

の

論

文

「
荊
の
冠
り
」

「
人
間
は
尊
敬
す
可
き
も
の
だ
」 

「業
報
に
喘
ぐ
」

に
も
引
用
し
て
い
る
。



ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
お
い
て
、

ゴ
ル
ゴ
ン
は
三
つ
の
別
々
な
身
体
を
も
っ
た
怪
物
と
し
て
語
ら
れ
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
メ
ド
ウ
ー 

サ
を
英
雄
ペ
ル
セ
ウ
ス
が
殺
す
の
で
あ
る
が' 

メ
ド
ウ
ー
サ
の
魔
力
の
真
髄
は
、
彼
女
を
見
る
者
を
石
に
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ 

に
あ
る
と
い
う
。

そ
こ
か
ら
見
れ
ば' 

「
吾
々
は
ゴ
ル
ゴ
ン
に
呪
は
れ
て
ゐ
た
の
だ
、

そ
し
て
眼
を
閉
じ
る
事
に
よ
っ
て
の
み
生
き
て
き
た
の
だ
」
と
い 

う
冒
頭
の
下
り
は
、

石
と
化
す
こ
と
を
恐
れ
て
、
自
ら
被
差
別
部
落
民
と
し
て
生
れ
、
生
き
て
い
る' 

と
い
う
事
実
に
眼
を
閉
じ
る
こ
と 

に
よ
っ
て
の
み
生
き
て
き
た' 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
眼
を
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
生
が
与
え
ら
れ
た
か
、
そ
れ 

は
真
に
生
き
生
き
と
し
た
生
命
を
も
た
ら
せ
た
か
、
少
く
と
も
こ
の
半
世
紀
を
振
り
返
っ
て
み
る
が
よ
い
、

そ

し

て

今

日

の

「悲
嘆
と
苦 

悩
に
疲
れ
果
て
て
茫
然
と
し
て
ゐ
る
」

自
ら
の
姿
を
見
る
が
よ
い
。

石
と
化
す
こ
と
を
恐
れ
て
眼
を
閉
じ
て
生
き
る
こ
と
は
、
結
局
は
自 

他
を
冒
瀆
し
て
き
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
よ
う
に
西
光
氏
は
訴
え
か
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 

被
差
別
部
落
に
生
れ
、
生
き
て

い
る
と
い
う
事
実
を
自
覚
す
る
こ
と
が
「
石
に
化
す
」

と
言
わ
れ
る
程
に
強
烈
で
ま
た
重
い
も
の
で
あ 

る
と
言
わ
れ
る
言
葉
を
聞
い
て
、
凝
然
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
水
平
社
創
立
の
同
人
た
ち
の
訴
え
る
も
の
は
、

一
た
び
石
と
化
す
こ
と
、
 

い
か
に
そ
れ
が
恐
怖
せ
ら
れ
よ
う
と
、

そ
の
自
身
の
事
実
を
自
覚
す
る
こ
と
の
外
に
、
真
に
人
間
を
輝
か
せ
て
生
き
る
道
は
な
い
の
だ
と 

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
被
差
別
部
落
に
生
れ
た
と
い
う
事
実
が
恐
ろ
し
い
と
い
う
よ
り
、

そ
の
事
実
に
眼
を
閉
じ
そ
こ
か
ら
逃
避
す
る
こ 

と
こ
そ
真
に
恐
怖
す
べ
き
こ
と
で
あ
り' 

そ

れ

は

「
茫
然
し
て
」
生
き
る
こ
と
、

「
運
命
を
眩
」
き
つ
つ
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、 

そ
の
よ

(

；
) 

⑦
 

う

な

生

き

方

を

使

嗾

し
て

く

る

「
親
鸞
の
弟
子
な
る
宗
教
家?

に
よ
っ
て
誤
ら
れ
た
る
運
命
の
礙
視
、
あ
る
ひ
は
諦
観
」

に
陥
入
る
こ

⑧

と
だ
、

そ
し
て

そ

の

よ
う

な

生
き

方
こ

そ

「
吾
々
に
よ
っ
て
、

又
他
の
人
々
に
よ
っ
て
毎
に
人
間
を
冒
瀆
さ
れ
」

て
生
き
る
こ
と
に
外
な

⑨
 

ら
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
石
と
化
す
こ
と
を
恐
れ
る
な
、

全
存
在
を
挙
げ
て
こ
の
事
実
を
引
き
う
け
る
こ
と
だ
、

「
自
ら
の
人
間
を
負
う
」 

こ
と
だ
と
呼
び
か
け
る
思
想
は
余
り
に
深
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
石
と
化
す
こ
と
を
恐
れ
、

眼
を
閉
じ
、
自
他
を
冒
瀆
し
て
生
き
る
と
い
う
事
実
は
、

ひ
と
り
被
差
別
者
に
お
け
る
事



実
で
は
な
い
。

も
し
、

「
眼
を
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
き
て
き
た
の
だ
」

と
い
う
言
葉
の
示
す
も
の
が
前
述
し
た
如
き
、
被
差
別 

者
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
言
い
得
る
事
柄
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
差
別
部
落
に
生
を
享
け
な
か
っ
た
も
の
は
こ
の
言
葉
を
、 

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

を
真
に
理
解
し
得
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、

こ
こ
に
示
さ
れ
る
事
柄
は
、
被
差
別
者
に
お
け
る
事
実
で
あ
る
と 

と
も
に
、
人
間
に
お
け
る
事
実
、
人
間
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

つ
ね
に
自
己
関
心
に
お
い
て
生
き
、
自
損
々
他
し
つ
つ
生
き
る
人
間
の
事 

実
が
、

そ
し
て
、

か
か
る
自
己
の
姿
に
眼
を
閉
じ
た
ま
ま
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
人
間
の
事
実
が
、
幾
百
年
部
落
民
と
し
て
の
烙
印
を 

押
さ
れ
て
呻
吟
し
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
趣
意
書
を
以
っ
て
起
ち
上
り
、
水
平
社
の
創
立 

を
宣
言
し
た
人
た
ち
の
精
神
が' 

部
落
解
放
か
ら
さ
ら
に
人
間
そ
の
も
の
の
解
放
へ
の
志
願
の
表
出
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
理
由 

の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

が
こ
の
よ
う
な
自
覚
に
立
っ
て
書
か
れ
て
い
る
以
上
、
被
差
別
者
が
被
差
別
の
苦
悩
の
中
に
見
た
人
間
の
事
実 

を
、
少
く
と
も
同
じ
深
さ
に
お
い
て
見
る
者
に
お
い
て
初
め
て' 

「
よ
き
日
の
為
め
に
」

を
理
解
し
、

そ
の
提
起
す
る
も
の
を
受
け
と
め 

得
る
可
能
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

西

光

万

吉

氏

は

「
龍
魔
界
の
苦
患
に
も
以
て
、
自
ら
の
焰
に
焼
け
つ
つ
自
ら
を
打
つ
形
相
こ
そ
水
平
運 

動
の
真
相
で
あ
る
の
だ
。
」
と
水
平
社
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、

こ

の

よ

う

な

「
自
ら
を
打
つ
」
真
摯
さ
こ
そ
、

水
平
社
の
精
神
を
理 

解
す
る
こ
と
に
お
け
る
必
須
条
件
で
あ
ろ
う
。

部
落
解
放
運
動
は
今
日
に
至
る
ま
で
、
水
平
社
創
立
の
精
神
を
、
多
く
の
迂
余
曲
折
や
様
々
な
運
動
形
態
の
推
移
に
か
か
わ
ら
ず
伝
統 

し
て
き
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、

つ
ね
に
自
己
関
心
に
お
い
て
生
き
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
、

そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
歴
史
社
会
の
中
で
組 

織
化
さ
れ
、

そ
の
組
織
化
さ
れ
た
中
に
無
自
覚
に
埋
没
し
て
生
き
る
者
、
即

ち

「
眼
を
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
き
」

る
者
の
あ
り 

方
を'

「
差
別
糾
弾
」
と
い
う
形
で
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

し

か

し

そ

の

「
差
別
糾
弾
」
は
、

西

光

氏

の

言

う

「
自
ら
を
打
つ
」

こ
と
の 

上
に
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
捨
て

る
な
ら
ば
部
落
解
放
運

動
は
少
く
と
も
「
人
間
解
放
」
を
叫
ぶ
根
拠
を
失
う
の 

で
あ
り
、

同

時

に

た

と

え

ば

「
糾
弾
」
を
受
け
る
と
い
う
形
で
部
落
解
放
運
動
に
接
す
る
者
に
お
い
て
は
、

「
自
ら
を
打
つ
」

こ
と
に
お



い
て
の
み
、

「
糾
弾
」

の
声
を
真
に
聞
き
と
り
、
水
平
社
創
立
の
叫
び
を
聞
き
と
ど
け
る
こ
と
か
出
来
る
で
あ
ろ
う
。 

水

平

社

の

創

立

が

「親
鸞
の
同
行
」
(

「
よ
き
日
の
為
め
に
」)

を
名
告
る
と
こ
ろ
か
ら
願
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
内
実
の
一
端
を
述 

べ
た
。
水
平
社
の
創
立
に
つ
い
て
は
、

そ
の
歴
史
的
背
景
や
多
く
の
思
想
の
影
響
が
言
わ
れ
る
が
、

そ

の

精

神

の

根

底

が

「
真
に
親
鸞
の 

魂
に
燃
え
た
信
仰
の
焰
」

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
真
宗
信
仰
の
浸
透
し
た
被
差
別
部
落
の
一
つ
の
雰
囲
気
や
、
創
立
者
の 

中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
と
い
う
如
き
こ
と
に
よ
っ
て
は
説
明
し
尽
さ
れ
る
事
柄
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ 

る
。

こ
の
水
平
社
運
動
ヽ
部
落
解
放
運
動
と
真
宗
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

註

①
 

田
宮
裕
三
「
西
光
万
吉
の
水
平
社
創
の
た
た
か
い
」
、
「
部
落
解
放
」
第
一
七
九
号
所
収
、
阪
本
清
一
郎
「
水
平
社
創
立
の
思
い
出
」
、
「
水
平
」
復 

刻

版

「
解
説
」
、
世
界
文
庫
刊
、
三
浦
参
玄
洞
「
水
平
社
の
思
い
出
」、
「
水
平
運
動
論
叢
」
所
収
、
世
界
文
庫
刊
、
な
ど
。

②
 

松
岡
保
「
『
よ
き
日
の
為
に
』(

水
平
社
創
立
趣
意
書)

に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ボ
ー
リ
キ
ー
」
、
「
関
西
大
学
部
落
問
題
研
究
室
紀
要
」
第 

十
号
所
収
。

③
 

阪
本
清
一
郎
「
水
平
社
創
立
の
思
い
出
」
、
「
水
平
」
復
刻
版
「
解
説
」
、
世
界
文
庫
刊
。

④
 

三
浦
参
玄
洞
「
水
平
社
の
思
い
出
」
、
「
水
平
運
動
論
叢
」
所
収
、
世
界
文
庫
刊
。
な
お
三
浦
は
、
水
平
社
発
祥
の
地
で
あ
る
柏
原
北
方
の
近
在
の 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
末
寺
誓
願
寺
に
養
子
と
し
て
入
寺
し
、
創
立
同
人
こ
と
に
柏
原
の
西
光
、
阪
本
、
駒
井
ら
の
最
も
よ
き
友
人
で
あ
り
、
理
解
者 

で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
後

に

「
中
外
日
報
」
社
に
入
り
健
筆
を
ふ
る
い
、
阪
本
を
し
て
、
中
外
日
報
は
水
平
社
の
「
機
関
紙
」
の
ご
と
き 

も
の
と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

⑤
 

こ

の

「
一
枚
刷
り
」
は
、
前
掲
の
阪
本
、
三
浦
の
論
文
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑥
 

「
水
平
」
第
一
巻
第
一
号
所
収
、
世
界
文
庫
刊
。

⑦
 

「
よ
き
日
の
為
め
に
」㈢

「
運
命
」
よ
り
。

⑧ 

水
平
社
「
宣
言
」
よ
り
。

⑨
 

西
光
万
吉
「
人
間
は
尊
敬
す
可
き
も
の
だ
」
よ
り
。
「
水
平
」
第
一
巻
第
二
号
所
収
、
世
界
文
庫
刊
。

⑩ 

亠
刖
に
同
じ
。


