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〇
既
成
権
威
へ
の
反
発
、

　
殺
伐
た
る
雰
囲
気
の
広
が
り

　
「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
は
、
史
料
と
し

て
読
め
ば
、
そ
の
中
に
は
な
か
な
か
お

も
し
ろ
い
読
み
物
が
あ
り
ま
す
。
何
と

言
っ
て
も
荒
木
村
重
が
織
田
信
長
に
反

旗
を
翻
し
た
天
正
兵
乱
以
後
の
池
田
の

町
の
住
民
の
姿
、
そ
の
変
化
が
リ
ア
ル

に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　
こ
の
時
代
、
既
成
権
威
に
対
す
る
町

や
村
の
人
の
遠
慮
の
な
い
行
動
が
ま
ず

目
を
引
き
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

神
事
で
あ
っ
た
御み

輿こ
し
の
渡と

御ぎ
ょ
が
「
所
の

百
姓
」
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
、
途
絶
え

て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
を
す
で
に

v
o
l.
1
3
6
で
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。

　
つ
ぎ
に
、
大
名
同
士
の
合
戦
と
は
別

に
、
町
の
な
か
に
住
民
の
安
全
を
脅
か

す
殺
伐
た
る
状
況
・
雰
囲
気
が
あ
ち
こ

ち
に
出
現
し
て
い
た
こ
と
も
目
を
引
き

ま
す
。
記
事
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
文
禄
２
年（
１
５
９
３
）５
月
２
日
の

夜
「
宮
山
の
西
原
へ
笙し

ょ
う盗
人
」
が
あ
り

ま
し
た
。
笙
と
い
う
の
は
笛
の
こ
と
で

す
。
新
在
家
と
い
う
と
こ
ろ
の
内
か
ら

「
や
れ
ぬ
す
び
と
よ
、
ぬ
す
び
と
よ
」

と
呼
ば
わ
る
な
か
、
こ
の
新
在
家
に
甚

左
衛
門
と
い
う
浪
人
が
お
り
、
鑓や

り

を

も
っ
て
追
い
掛
け
、
突
き
殺
し
ま
し

た
。
見
れ
ば
あ
め
や
平
三
郎
家
来
の
馬

子
、
つ
ま
り
身
元
の
は
っ
き
り
し
た
者

で
あ
っ
た
が
、「
盗
人
」
と
決
め
つ
け

ら
れ
た
た
め
、（
遺
体
は
）「
そ
の
ま
ま

に
て
仕
廻
い
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、「
こ
の
こ
ろ
は
か
よ
う
な
こ
と
、

公
儀
へ
は
申
上
げ
な
か
っ
た
」
と
注
釈

し
て
い
る
の
で
す
。

　
浪
人
と
い
い
、
鑓
で
も
っ
て
突
き
殺

し
た
と
い
い
、
公
儀（
こ
の
こ
ろ
な
ら
ば

豊
臣
家
で
す
ね
）の
警
察
権
は
必
ず
し
も

絶
対
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
む
し

ろ
、
個
別
の
住
民
が
公
儀
と
は
別
に
警

察
権
・
裁
判
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

〇
放
火
の
罪
と
罪
人
の
処
罰

　
次
は
文
禄
４
年（
１
５
９
５
）の
出
来

事
で
す
。
こ
の
年
の
10
月
20
日
夜
、
桜

橋
南
蔵
院
と
い
う
山
伏
が
、
中
ノ
丁
の

吉
兵
衛
と
銭
百
文
の
こ
と
で
喧
嘩
を
始

め
、
吉
兵
衛
の
家
に
火
を
つ
け
た
と
い

う
の
で
す
ね
。
火
は
北
は
本
養
寺
垣
内

ま
で
、
南
は
林
口
丁
ま
で
、
両
本
町
は

西
ノ
口
丁
ま
で
残
ら
ず
焼
け
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
は
、
か
わ
ら
ぶ
き
は
一
軒
も

な
く
、
み
な
わ
ら
ぶ
き
、
本
町
上
の
家

だ
け
が
「
板
の
取
り
ふ
き
」
で
あ
っ
た

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
池
田
の
人
び
と
は
、
こ
の
山

伏
を
か
ら
め
取
っ
た
あ
と
、
横
岡
の
庚

申
塚
で
一
丈（
約
３
メ
ー
ト
ル
）の
穴
を

掘
っ
て
「
池
田
中
」
つ
ま
り
町
の
総
意

と
し
て
石
子
詰
め
に
し
て
殺
し
た
と
あ

り
ま
す
。
石
子
詰
め
と
は
、
罪
人
を
穴

の
中
に
埋
め
、
石
を
詰
め
て
殺
す
刑
罰

と
辞
書
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
池

田
中
」
と
い
う
名
目
で
実
施
し
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
池
田
の
町
が
警
察
権
も

裁
判
権
も
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
処
刑

す
る
権
利
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
も
ま

た
、「
領
主
へ
も
奉
行
へ
も
申
上
げ
ず
、

所
々
に
番
人
等
を
抱
え
置
く
こ
と
も
な

く
打
ち
過
ぎ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
池
田
の
町
は
、
豊
臣
時
代
も
、
ま

た
江
戸
時
代
初
期
の
こ
ろ
も
こ
う
し
て

自
分
の
力
で
町
の
治
安
を
守
ろ
う
と
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

〇
町
を
統
治
す
る
も
の

　
慶
長
19
年（
１
６
１
４
）大
坂
の
陣
が

始
ま
っ
た
こ
ろ
、
池
田
の
町
び
と
は
す

で
に
「
庄
屋
」
な
ど
の
機
構
を
確
立
さ

せ
て
い
た
よ
う
で
す
。
彼
ら
は
揃
っ
て

徳
川
家
康
の
陣
を
訪
ね
、
兵

ひ
ょ
う
ろ
う粮

な
ど
を

送
っ
て
家
康
か
ら
禁
制
と
朱
印
を
貰
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

不
安
定
な
治
安
状
況
を
家
康
の
権
威
を

た
の
ん
で
安
定
し
て
も
ら
お
う
と
考
え

た
結
果
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
で
、「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に

は
「
大
坂
乱
後
ハ
世
上
ニ
盗
人
は
や

り
」
と
も
あ
り
、
恐
ろ
し
か
っ
た
の

で
、
力
の
あ
る
大
坂
浪
人
を
抱
え
置
く

家
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。

 　
「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
を
書
い
た
の

は
、
前
回
推
測
し
た
よ
う
に
伊
居
太
神

社
の
宮
司
の
縫ぬ

い
の
す
け
さ
だ
な
お

殿
佐
定
直
で
、
享
保

（
１
７
１
６
～
３
６
）の
こ
ろ
に
父
や
祖

父
・
曽
祖
父
の
言
い
伝
え
を
ま
と
め
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
16
世
紀
末

～
17
世
紀
初
頭
の
こ
ろ
に
つ
い
て
は
不

正
確
な
と
こ
ろ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
歴
史
の
真
実
は
そ
の
中
に
現
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
新

修
池
田
市
史
』
第
１
巻
も
第
２
巻
も
、

も
っ
と
こ
の
史
料
を
利
用
で
き
た
の
で

は
と
、
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長・小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市

史
編
纂
☎
７
５
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４

近世初頭、池田の町の治安と統治

▲江戸時代の池田村の町名（中心部）
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