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２３近代「天皇制と部落問題」研究をめぐって 識
し
た
う
え
で
の
解
放
理
論
と
し
て
、
一
九
七
五
年
に
日
本
共
産
党

か
ら
国
民
的
融
合
論
が
提
起
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

政
治
と
学
問
の
関
係
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
、
そ
れ
自
体
議
論
に

値
す
る
重
要
な
問
題
だ
が
、
私
は
、
学
問
研
究
は
巨
視
的
に
は
政
治

に
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
か
ね
て
か
ら
安
川
寿

（
１
）
 

之
輔
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
短
絡
的
に
政
治
に
直
結

さ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
政
治
に
従
属
す
る
こ
と
は
あ
り
う
べ
き

状
態
で
は
な
い
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」

研
究
も
ま
た
、
『
部
落
問
題
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
そ
れ
ら
一
連
の

論
文
を
一
瞥
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
国
民
的
融
合
を
展

望
す
る
部
落
差
別
論
」
構
築
の
た
め
に
お
こ
っ
て
き
た
Ｉ
正
確
に

は
当
初
の
国
民
的
融
合
論
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ｌ
も
の

で
あ
り
、
や
は
り
学
問
の
自
律
性
そ
の
も
の
に
疑
問
を
も
た
ざ
る
を

え
な
い
。

一
九
七
○
年
代
終
わ
り
に
学
部
学
生
で
あ
っ
た
私
は
、
部
落
史
の

基
礎
を
学
ぶ
た
め
に
、
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
の
歴
史
と
解
放

運
動
』
Ｃ
九
六
五
年
、
部
落
問
題
研
究
所
）
を
読
ん
だ
が
、
そ
の
本

に
一
貫
し
て
い
る
資
本
主
義
と
の
関
係
で
部
落
問
題
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
立
場
は
、
そ
の
と
き
す
で
に
執
筆
者
た
ち
自
ら
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
否
定
の
上
に
な
る
新
た
な
「
天
皇
制
と
部
落

問
題
」
研
究
が
同
時
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
私

今
日
の
課
題
は
、
部
落
問
題
を
孤
立
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な

く
、
全
体
の
歴
史
過
程
に
正
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

と
く
に
痛
感
さ
れ
る
こ
と
は
、
『
権
力
に
よ
る
被
差
別
部
落

の
設
定
Ⅱ
利
用
説
（
政
策
論
）
、
二
、
経
済
決
定
論
の
、
二
つ

（
４
）
 

の
誤
り
の
克
服
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
資
本
主
義
の
部
落
差
別
温
存
・

利
用
論
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
単
線
的
で
、
そ
れ
で
は
本
来
封
建
的
身

分
差
別
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
部
落
問
題
の
特
殊
性
を
見
失
っ
て
し
ま

う
傾
向
に
あ
る
と
す
る
反
省
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
多
分

に
第
一
に
あ
げ
た
国
民
的
融
合
論
の
出
現
と
不
可
分
の
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
説
明
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
学
問

的
な
問
題
提
起
で
も
あ
り
え
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
が
了
第
四
の
契
機

で
あ
る
。

そ
う
し
て
「
政
策
論
」
と
「
経
済
決
定
論
」
に
か
わ
っ
て
部
落
問

題
を
と
ら
え
る
視
点
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
の
ち
に

述
べ
る
よ
う
に
、
華
族
制
度
や
天
皇
制
を
末
端
で
支
え
る
「
地
域
支

配
」
の
問
題
、
あ
る
い
は
「
種
姓
」
的
差
別
観
念
論
な
ど
の
視
点
が

天
皇
制
と
い
え
ば
、
部
落
問
題
を
見
る
際
に
は
不
可
欠
と
考
え
ら

れ
て
き
た
基
本
的
な
軸
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
以
上
の
よ

う
な
契
機
に
促
さ
れ
て
出
現
し
て
き
た
数
多
く
の
研
究
も
、
し
ば
し

ば
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
再
論
に
流
れ
が
ち
で
あ
っ
た
り
、
単
に

導
入
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

は
、
少
な
か
ら
ぬ
混
乱
に
陥
り
、
戸
惑
い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
経
験

を
も
つ
。

し
か
し
、
「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
研
究
の
興
隆
は
、
単
に
そ
う

し
た
政
治
主
義
だ
け
で
説
明
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
第
二

に
は
、
一
九
七
九
年
の
元
号
法
制
化
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
頃
か

ら
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
復

活
・
強
化
に
対
す
る
危
機
感
が
論
者
に
共
通
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
改

め
て
天
皇
制
と
の
か
か
わ
り
を
問
う
方
向
に
向
か
わ
せ
た
と
い
え
よ

う
。
例
え
ば
、
第
一
で
述
べ
た
動
機
と
は
お
そ
ら
く
無
縁
の
、
井

上
清
・
原
田
伴
彦
・
渡
部
徹
の
三
者
が
「
近
代
被
差
別
部
落
と
天
皇

（
２
）
 

制
」
と
題
し
て
座
談
会
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
秋
定
嘉
和

が
「
元
号
問
題
と
解
放
教
育
」
の
特
集
の
な
か
で
「
被
差
別
部
落
と

（
３
）
 

天
皇
制
の
問
題
」
を
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

第
三
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
歴
史
学
の
分
野
で
は
こ
の
時
期
、

国
家
論
研
究
が
華
々
し
く
展
開
さ
れ
て
お
り
、
折
か
ら
講
座
派
の
批

判
的
継
承
を
め
ざ
す
中
村
政
則
や
、
鈴
木
正
幸
、
芝
原
拓
自
、
後
藤

靖
、
山
崎
隆
三
、
そ
し
て
星
野
惇
ら
の
研
究
が
世
に
問
わ
れ
て
い
た
。

部
落
問
題
研
究
も
ま
た
、
こ
う
し
た
国
家
論
研
究
の
盛
行
に
少
な
か

ら
ず
触
発
さ
れ
、
国
家
論
研
究
の
成
果
を
吸
収
し
な
が
ら
、
国
家
論

の
な
か
に
部
落
問
題
を
位
置
づ
け
る
方
向
へ
と
動
き
だ
す
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
に
引
用
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
問

題
研
究
に
対
す
る
鈴
木
良
の
反
省
の
こ
と
ば
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

部
落
史
一
般
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
も
す
る
。
そ
の
な

か
で
、
近
代
天
皇
制
国
家
論
と
の
関
わ
り
で
部
落
問
題
を
と
ら
え
よ

う
と
す
る
も
の
、
つ
ま
り
こ
こ
に
あ
げ
た
一
か
ら
四
ま
で
の
要
因
を

ほ
ぼ
備
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
連
の
研
究
が
、
と
り
わ
け
従
来
と

は
異
な
る
潮
流
を
か
た
ち
づ
く
り
、
新
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
ら
に
限
定
し
て
検
討

を
行
っ
て
い
き
た
い
。
つ
ま
り
、
近
代
天
皇
制
国
家
論
と
の
か
か
わ

り
で
部
落
問
題
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
「
天
皇
制
と
部
落
問

題
」
研
究
が
い
か
な
る
問
題
を
提
起
し
、
新
た
に
何
を
明
ら
か
に

し
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
残
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
さ
ら
に
今
後
部
落
問
題
研

究
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
て
い
く
手
が
か
り
に
な
れ
ば
と
考
え

て
い
る
。

近
代
天
皇
制
国
家
論
は
一
九
七
○
年
代
に
数
多
く
研
究
が
発
表
さ

れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
改

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
あ
え
て
機
械
的
に
一
九
七
○
年

代
に
発
表
さ
れ
た
も
の
に
限
定
し
て
も
、
後
藤
靖
「
近
代
天
皇
制

二
、
国
家
論
研
究
の
盛
行
と
「
天
皇
制
と

部
落
問
題
」
研
究



⑬１１ ２５近代「天皇制と部落問題」研究をめぐって

型
論
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
史
』
第
九

巻
、
一
九
七
一
年
）
、
大
石
嘉
一
郎
「
近
代
史
序
説
」
合
岩
波
講
座

日
本
歴
史
』
第
一
四
巻
、
一
九
七
五
年
）
、
山
崎
隆
三
「
『
上
か
ら
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
』
論
に
つ
い
て
」
（
大
阪
市
立
大
学
『
経
済
学
雑

誌
』
、
一
九
七
五
年
一
二
月
）
、
中
村
政
則
「
序
説
近
代
天
皇
制
国

家
論
」
（
原
秀
三
郎
他
編
『
大
系
日
本
国
家
史
』
第
四
巻
、
一
九
七

五
年
）
、
中
村
政
則
・
鈴
木
正
幸
「
近
代
天
皇
制
国
家
の
確
立
」
（
同

上
、
第
五
巻
、
一
九
七
六
年
）
、
芝
原
拓
目
「
近
代
天
皇
制
論
」
ｑ
岩

波
講
座
日
本
歴
史
』
第
一
五
巻
二
九
七
六
年
）
、
鈴
木
正
幸
「
近

代
天
皇
制
国
家
試
論
」
（
『
歴
史
評
論
』
第
三
一
一
四
号
、
一
九
七
七
年

四
月
）
、
山
崎
隆
三
「
近
代
天
皇
制
論
（
１
）
」
（
石
井
寛
治
他
編
『
近

代
日
本
経
済
史
を
学
ぶ
』
（
上
）
二
九
七
七
年
）
、
佐
々
木
隆
爾
「
近

代
天
皇
制
論
（
Ⅱ
）
Ｉ
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
」
（
同
上
、
〈
下
〉
、
一
九

七
七
年
）
、
木
坂
順
一
郎
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
論
」
（
今
井
清
一

他
編
『
体
系
。
日
本
現
代
史
』
第
三
巻
、
一
九
七
九
年
）
、
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
論
点
を
詳
細
に
整
理
す
る
こ
と
は
し
な
い

（
５
）
 

が
、
す
で
に
山
崎
隆
三
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
次
の
一
一
点
が
、
こ
れ

ら
の
研
究
の
左
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
こ
の
段
階
の
研
究
の
到

達
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
国
家
の
階
級
的
本
質
、
す
な
わ
ち
〈
国
家
類
型
〉

と
、
〈
国
家
形
態
〉
Ⅱ
〈
政
治
形
態
〉
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
類
型
と
絶
対
主
義
的
国
家
形
態
と
は
、
一

定
の
ズ
レ
（
な
い
し
対
立
・
相
克
）
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
一
個
の
統

一
体
と
し
て
の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
を
形
づ
く
り
、
か
っ
こ
の
対
立

的
二
契
機
の
統
一
体
と
し
て
絶
対
主
義
的
天
皇
制
は
自
己
の
運
動
を

（
８
）
 

展
開
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
。

「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
研
究
が
こ
う
し
た
国
家
論
研
究
の
成
果

を
十
分
に
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
後
に
検
討
を
加
え
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
と
も
あ
れ
そ
れ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
家
論

研
究
の
高
揚
の
な
か
で
、
そ
の
研
究
成
果
を
援
用
し
つ
つ
お
こ
っ
て

き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
た
い
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の

国
家
論
研
究
は
い
ず
れ
も
部
落
問
題
に
対
す
る
視
点
・
論
及
を
欠
い

て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
研
究
は
二
面
で
そ
の

欠
落
を
補
う
意
味
を
も
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
近
代
天
皇
制
論

の
論
客
で
あ
っ
た
山
崎
隆
三
や
鈴
木
正
幸
が
、
改
め
て
近
代
天
皇
制

と
の
関
わ
り
か
ら
部
落
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示

し
て
い
よ
う
。

「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
研
究
は
、
一
九
七
七
年
の
部
落
問
題
研

究
所
研
究
者
全
国
集
会
で
の
岩
井
忠
熊
の
同
名
の
題
に
よ
る
報
告
を

皮
切
り
に
、
こ
れ
以
後
同
研
究
所
で
は
、
一
九
八
○
年
の
鈴
木
正
幸

報
告
ま
で
、
や
は
り
「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
と
題
す
る
か
、
な
い

し
は
近
代
天
皇
制
論
と
い
う
軸
を
共
有
し
た
研
究
報
告
が
続
い
た
。

こ
こ
で
は
以
下
に
、
そ
れ
ら
を
中
心
と
す
る
五
名
の
研
究
者
の
も

の
、
す
な
わ
ち
具
体
的
に
は
、
岩
井
忠
熊
、
山
崎
隆
三
、
鈴
木
良
、

鈴
木
正
幸
、
井
口
和
起
の
研
究
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

（
９
）
 

ま
ず
口
火
を
切
る
こ
と
と
な
っ
た
岩
井
の
報
告
は
、
「
天
皇
制
と

部
落
問
題
」
と
い
う
壮
大
な
テ
ー
マ
に
応
え
る
べ
く
、
「
天
皇
制
国

家
と
身
分
構
造
」
、
「
天
皇
制
国
家
の
諸
段
階
」
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
統

一
戦
線
論
」
、
な
ど
論
及
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
も
そ
も
の
問
題

意
識
は
、
部
落
差
別
の
物
質
的
基
礎
は
半
封
建
的
な
土
地
所
有
に
あ

る
と
す
る
”
通
説
的
理
解
“
へ
の
批
判
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
大
正
期
か
ら
一
五
年
戦
争
下
に
か
け
て
は
、
国
家
独

占
資
本
が
成
立
し
、
寄
生
地
主
制
が
凋
落
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
身
分
差
別
の
物
質
的
基
礎
は
寄

生
地
主
制
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
固
く
維
持
し
て
し
ま

っ
た
な
ら
ば
、
資
本
主
義
の
発
展
、
地
主
制
の
解
体
と
い
う
事
実
と

の
関
係
で
言
え
ば
、
一
体
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の

か
」
（
六
四
頁
）
と
の
疑
問
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
岩
井
の
テ
ー
マ
は
、
身
分
制
の
天
皇
制
的
再
編
成
と
い

う
点
に
絞
ら
れ
て
い
く
。
岩
井
は
、
明
治
維
新
後
は
、
官
僚
制
の
な

か
に
残
る
一
部
を
除
い
て
は
封
建
的
な
政
治
的
身
分
は
社
会
の
私
的

な
身
分
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
政
治
的
意
味
を
も
た
な
い
の

で
は
な
く
「
政
・
治
的
区
別
」
を
生
み
出
し
て
い
く
と
す
る
。
す
な
わ

ち
そ
れ
が
、
「
解
放
令
」
を
起
点
と
す
る
身
分
制
の
天
皇
制
的
再
編

（
、
）

成
で
あ
る
。
岩
井
は
と
り
わ
け
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
も
、
幕

戦
前
以
来
講
座
派
が
陥
っ
て
い
た
デ
ィ
レ
ン
マ
を
克
服
し
え
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
と
は
、
戦
前
の
天
皇
制
権
力
は
、
〈
国

家
類
型
〉
は
資
本
制
国
家
に
属
し
な
が
ら
、
〈
国
家
形
態
〉
の
方
は
、

本
来
な
ら
封
建
国
家
と
い
う
〈
国
家
類
型
〉
に
対
応
す
る
と
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
絶
対
主
義
で
あ
る
と
い
う
、
埋
め
が
た
い
ズ
レ
が
生

じ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
点
を
何
と
か
整
合
的
に

（
６
）
 

説
明
す
る
た
め
に
、
服
部
之
総
に
よ
っ
て
「
ピ
ス
マ
ル
ク
的
暗
転
」

が
言
わ
れ
た
り
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
両
者
を
区
別
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
村
政
則
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
与

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
八
九
○
年
代
か
ら
一
九
一
○
年
代
に
確

立
す
る
絶
対
主
義
的
天
皇
制
は
、
「
国
家
の
階
級
的
本
質
を
示
す
〈
国

家
類
型
〉
論
レ
ベ
ル
で
は
、
半
封
建
国
家
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ブ

ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
（
Ⅱ
あ
る
い
は
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義

国
家
）
と
し
て
の
本
質
を
も
つ
が
、
そ
の
〈
国
家
形
態
〉
上
の
特
徴

か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
国
民
主
権
を
い
ち
じ
る
し
く
制
限
し
た
絶
対

（
７
）
 

主
義
的
国
家
形
態
を
と
っ
て
い
る
」
と
。

第
二
は
、
以
上
の
よ
う
に
〈
国
家
類
型
〉
と
〈
国
家
形
態
〉
の
二
つ

の
概
念
を
区
別
し
な
が
ら
も
、
両
者
の
あ
い
だ
の
相
互
規
定
関
係
を

重
視
し
、
天
皇
制
の
動
態
的
把
握
に
成
功
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

再
び
中
村
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
〈
国
家

類
型
〉
と
〈
国
家
形
態
〉
は
ま
ず
区
別
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
両
者
は
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
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け
に
も
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
。
山
崎
は
、
部
落
差
別
の
物
質
的

基
礎
を
も
と
め
る
の
で
は
な
く
、
「
政
治
的
・
思
想
的
な
歴
史
過
程

の
な
か
で
再
編
・
温
存
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
述

べ
て
、
具
体
的
に
は
、
戦
前
は
「
天
皇
制
の
支
配
の
も
と
で
解
放
運

動
が
抑
圧
さ
れ
た
こ
と
が
、
部
落
差
別
が
残
存
し
た
基
本
的
な
原

因
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
は
裁
判
所
・
軍
隊
・
行
政
機
関
は
積
極

的
に
差
別
を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
を
も
付
け
加
え
て
い
る
。
一
方
、

戦
後
は
、
「
独
占
資
本
と
自
民
党
支
配
に
よ
る
民
主
勢
力
の
分
断
と

抑
圧
に
よ
っ
て
解
放
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
の
見
通

（
型
）

し
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
天
皇
制
国
家
は
解
放
運

動
を
抑
圧
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
積
極
的
に
差
別
を
つ

く
り
だ
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
私
は
も
う
一
歩
突
っ
込
ん
だ

レ
ベ
ル
の
見
解
を
求
め
た
く
な
る
が
、
し
か
し
山
崎
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
よ
う
な
構
造
的
な
要
因
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
「
戦

前
で
も
部
落
差
別
は
拡
大
再
生
産
さ
れ
た
と
は
考
え
な
い
。
解
放
運

動
の
結
果
縮
小
し
た
。
そ
の
限
り
で
解
放
の
展
望
も
あ
っ
た
。
但
し

（
巧
）

天
皇
制
の
支
配
が
あ
る
限
り
完
全
な
解
放
は
な
か
っ
た
」
と
の
討
論

の
左
か
で
の
答
え
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
完
全
な
解

放
」
を
阻
む
要
因
と
し
て
の
み
天
皇
制
の
支
配
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

鈴
木
良
も
ま
た
、
す
で
に
前
章
で
も
紹
介
し
た
と
お
り
、
部
落
差

別
の
独
占
資
本
の
も
と
で
の
拡
大
再
生
産
論
の
否
定
、
全
体
の
諸
関

藩
制
的
身
分
制
の
解
消
と
い
う
点
か
ら
廃
藩
置
県
に
着
目
し
て
い

る
。
岩
井
に
よ
れ
ば
、
天
皇
制
絶
対
主
義
か
ら
絶
対
主
義
的
天
皇
制

へ
の
移
行
・
成
立
の
過
程
で
、
身
分
制
の
天
皇
制
的
再
編
成
が
行
わ

れ
た
と
し
、
そ
の
完
成
は
一
八
八
四
年
の
華
族
令
成
立
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。

続
い
て
翌
一
九
七
八
年
、
同
じ
テ
ー
マ
で
報
告
を
行
っ
た
の
が
、

（
皿
）

山
崎
隆
三
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
は
、
近
代
天
皇
制
国
家
は
、
国
家

の
支
配
形
態
は
絶
対
主
義
的
・
専
制
的
で
あ
り
、
階
級
的
本
質
は
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
っ
た
と
の
自
ら
の
理
解
を
明
示
し
た
う
え
で
、
や

は
り
岩
井
と
同
様
、
部
落
差
別
に
物
質
的
基
礎
を
求
め
る
見
解
を
批

判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

山
崎
は
、
「
部
落
差
別
Ⅱ
封
建
遺
制
」
論
と
と
も
に
、
「
独
占
資

本
体
制
論
」
に
つ
い
て
も
、
「
資
本
主
義
が
差
別
を
再
生
産
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
資
本
主
義
の
も
と
で
は
部
落
解
放
は
不
可
能

と
な
り
、
解
放
闘
争
は
反
資
本
主
義
Ⅱ
社
会
主
義
運
動
に
埋
没
す
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
独
自
性
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と

述
べ
て
こ
れ
を
否
定
し
、
「
国
民
融
合
を
展
望
す
る
部
落
差
別
論
」

に
着
目
す
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
、
山
崎
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま

無
条
件
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
そ
れ
を
、
戦

前
は
半
封
建
的
地
主
制
を
物
質
的
基
礎
と
し
て
存
続
し
、
戦
後
は
資

本
主
義
の
高
度
の
発
展
の
な
か
で
基
本
的
に
解
消
の
方
向
へ
向
か
っ

て
い
る
と
す
る
も
の
、
と
理
解
し
た
う
え
で
、
以
下
の
三
つ
の
批
判

係
Ⅱ
国
家
論
へ
の
位
置
付
け
を
め
ざ
す
点
に
お
い
て
、
前
二
者
と
共

通
し
て
い
る
が
、
鈴
木
の
場
合
に
は
、
「
具
体
的
な
支
配
関
係
を
媒
介

と
し
て
」
と
い
う
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
、
物
質
的
基
礎
と
し
て
の

寄
生
地
主
制
を
重
視
す
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
鈴
木
の
説
明
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
「
近
代
の
部
落
問
題
は
、
幕
藩
制
的
身
分
支
配
の

崩
壊
の
の
ち
、
寄
生
地
主
制
の
展
開
に
照
応
し
た
町
村
支
配
の
一
部

と
し
て
、
一
般
村
の
地
主
が
支
配
す
る
体
制
に
組
み
こ
ま
れ
、
そ
れ

に
よ
り
部
落
差
別
は
法
制
的
に
は
廃
止
さ
れ
な
が
ら
、
伝
統
的
慣
習

（
油
）

と
し
て
の
存
続
し
た
で
あ
っ
た
」
。

鈴
木
に
よ
れ
ば
、
「
寄
生
地
主
制
の
展
開
に
照
応
し
た
町
村
支

配
」
、
す
な
わ
ち
「
地
域
支
配
」
が
確
立
す
る
の
は
、
一
八
八
九
年

の
市
制
・
町
村
制
の
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
前
に
し
た
一
八
八
八

年
の
大
合
併
の
際
に
、
部
落
差
別
が
障
害
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
結

局
権
力
側
は
こ
れ
を
「
旧
慣
保
存
」
と
い
う
理
由
で
承
認
し
て
い
っ

た
こ
と
を
、
奈
良
県
を
ど
の
例
に
よ
っ
て
実
証
し
た
の
が
、
一
九
七

九
年
の
部
落
問
題
研
究
所
研
究
者
全
国
集
会
で
の
「
天
皇
制
と
部
落

（
、
）

問
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
報
生
ロ
で
あ
っ
た
。

一
方
鈴
木
は
、
何
故
に
「
制
度
上
は
廃
止
さ
れ
た
は
ず
の
旧
本
村

に
よ
る
部
落
支
配
が
、
寄
生
地
主
制
を
基
盤
と
し
た
部
落
支
配
に
形

態
変
化
し
て
、
事
実
上
存
続
さ
せ
ら
れ
た
」
の
か
、
と
い
う
問
題
に

対
し
て
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
進
化
の
未
発
展
、
そ
れ
に
よ
る
民
主

主
義
運
動
が
不
十
分
に
し
か
成
長
せ
ず
、
自
由
民
権
運
動
が
挫
折
さ

を
加
え
、
修
正
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
部
落
差

別
の
物
質
的
基
礎
を
半
封
建
的
寄
生
地
主
制
に
も
と
め
る
こ
と
は
、

一
種
の
経
済
主
義
で
あ
る
、
第
二
に
、
し
か
し
戦
前
の
地
主
制
・
資

本
主
義
は
、
部
落
差
別
を
最
大
限
に
利
用
し
た
、
第
三
に
、
地
主
制

の
有
無
に
よ
っ
て
戦
前
・
戦
後
を
区
別
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
と
も

に
資
本
主
義
が
支
配
的
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。

山
崎
の
主
張
は
、
第
三
点
で
も
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
前

の
天
皇
制
の
階
級
的
本
質
に
つ
い
て
、
地
主
制
を
重
視
し
な
い
点
が

特
徴
的
と
い
え
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
す
で
に
見
た
中
村
政
則

の
見
解
を
批
判
し
つ
つ
、
自
ら
の
「
国
家
の
階
級
的
本
質
と
し
て
は

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
が
国
家
形
態
と
し
て
は
絶
対
主
義
と
い
う
基

本
的
理
解
を
あ
く
ま
で
貫
徹
」
す
る
た
め
に
、
「
国
家
形
態
は
諸
階

級
の
政
治
闘
争
の
結
果
で
定
ま
り
、
国
家
の
階
級
的
本
質
は
そ
の
経

済
的
構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
（
中
略
）
し
た
が
っ
て
国
家
形

態
を
国
家
の
階
級
的
本
質
の
下
位
概
念
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
を

一
定
の
経
済
的
構
造
（
た
と
え
ば
資
本
制
）
の
一
亜
種
と
み
る
こ
と

で
あ
り
、
国
家
形
態
の
決
定
的
要
因
で
あ
る
複
雑
な
政
治
闘
争
を
看

（
⑫
）
 

過
な
い
し
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
し
た
点
に
あ
る
。
と

（
⑬
）
 

こ
ろ
が
中
村
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
極
論
す
れ
ば
そ
れ
は
、
国

家
の
階
級
的
本
質
と
国
家
形
態
と
を
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に

な
る
。

当
然
な
が
ら
山
崎
の
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
部
落
問
題
の
位
置
付
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（
昭
）

せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
の
見
通
し
を
た
て
て
お
伽
ソ
、
こ
の
点

は
、
後
の
「
自
由
民
権
運
動
と
部
落
問
題
」
と
い
う
論
苅
ｆ
実
証
が

試
み
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
一
八
七
一
年
か
ら
一
八
九
○
年
代
に
お

け
る
近
畿
地
方
の
部
落
民
衆
の
立
ち
上
が
り
を
で
き
う
る
限
り
詳
細

に
拾
い
あ
げ
る
と
同
時
に
、
反
面
、
自
由
民
権
運
動
の
側
の
部
落
へ

の
働
き
掛
け
は
弱
く
、
そ
れ
は
近
畿
地
方
の
民
権
運
動
の
主
た
る
担

い
手
で
あ
る
地
主
が
「
小
作
人
の
動
き
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
た
」

（
二
六
頁
）
こ
と
が
理
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

な
お
、
岩
井
、
山
崎
も
含
め
て
、
従
来
と
異
な
る
こ
の
よ
う
な
部

落
問
題
の
と
ら
え
か
た
は
、
水
平
運
動
に
た
い
す
る
評
価
軸
を
も
変

化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
鈴
木
は
、
「
水
平
運
動
の
発
展
は
、
天
皇

制
的
『
秩
序
』
に
た
い
す
る
民
主
主
義
的
要
求
と
し
て
高
揚
を
み
せ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
は
農
民
組
合
と
水
平
社
と
の

共
同
闘
争
に
つ
い
て
も
、
「
寄
生
地
主
を
基
盤
と
し
て
た
さ
れ
て
き

た
地
域
支
配
に
た
い
す
る
民
主
主
義
的
な
改
革
の
要
求
」
（
一
三
頁
）

（
釦
）

と
い
う
位
置
付
砕
Ｕ
を
行
う
の
で
あ
っ
た
。

鈴
木
正
幸
の
「
近
代
天
皇
制
の
支
配
原
理
に
関
す
る
一
試
論
Ｉ
部

落
差
別
に
関
連
し
て
Ｉ
」
も
ま
た
、
一
九
八
○
年
の
研
究
者
全
国
集

（
皿
）

会
で
発
表
さ
れ
た
Ｊ
も
の
で
あ
っ
た
。

鈴
木
正
幸
も
岩
井
や
山
崎
と
同
様
、
資
本
主
義
・
地
主
制
と
も

に
、
部
落
差
別
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
と

し
て
こ
れ
を
斥
け
、
さ
ら
に
は
「
絶
対
主
義
原
因
説
」
に
対
し
て

観
念
に
も
と
づ
く
部
落
差
別
は
、
異
民
族
差
別
観
念
に
よ
っ
て

（
型
）

補
強
さ
れ
て
い
っ
た
（
八
二
頁
）
。

鈴
木
の
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
あ
と
、
小
路
田
泰
直
に
よ
る
批

判
が
な
さ
れ
、
鈴
木
は
、
こ
の
論
文
を
自
ら
の
著
書
に
再
録
す
る
に

あ
た
っ
て
、
そ
の
批
判
を
と
り
あ
げ
、
回
答
を
付
記
し
て
い
る
の

で
、
そ
れ
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
小
路
田
の
批
判
は
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
天
皇
制
の
貴
種
性
は
、
対
局
に
部
落
差
別
を

伴
わ
な
け
れ
ば
『
臣
民
』
へ
の
説
得
力
を
持
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か

（
略
）
部
落
差
別
が
天
皇
、
あ
る
い
は
華
族
の
貴
種
性
か
ら
事
後
的

に
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
天
皇
の
貴
種
と
し
て
の
あ
か
し

（
麹
）

は
、
部
落
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
」
。
こ
れ
に
対
し
て
鈴
木
は
、

「
本
稿
で
設
定
し
た
課
題
は
、
近
代
天
皇
制
と
部
落
差
別
は
無
関
係

で
な
い
こ
と
、
無
関
係
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
連

（
型
）

関
構
造
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
」
と
述

べ
る
の
だ
が
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
自
説
の
一
歩
後
退
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
し
て
言
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
鈴
木
が

必
要
十
分
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
し
て
斥
け
た
資
本
主
義
と
地

主
制
か
ら
な
る
物
質
的
基
礎
と
同
様
、
や
は
り
「
貴
賎
観
念
」
も
部

落
差
別
の
必
要
十
分
条
件
は
満
た
し
得
て
い
た
い
こ
と
に
た
る
は
ず

で
あ
る
。
ま
た
鈴
木
は
、
「
部
落
差
別
原
理
」
Ⅱ
種
姓
観
念
、
「
部
落

に
対
す
る
差
別
再
生
産
条
件
一
般
」
Ⅱ
貧
困
と
し
て
両
者
を
峻
別
す

る
が
、
は
た
し
て
現
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
部
落
差
別
の
「
原
理
」

咄
、
「
た
し
か
に
絶
対
主
義
は
半
身
分
と
身
分
に
よ
る
特
権
の
存
在

を
そ
の
存
立
条
件
と
し
て
い
た
」
が
、
「
身
分
制
一
般
の
残
存
か
ら

は
た
だ
ち
に
部
落
差
別
の
再
生
産
の
必
然
性
を
導
き
出
し
え
な
い
の

で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
天
皇
制
が
仮
に
絶
対
王
制
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
部
落
差
別
と
い
う
特
定
の
差
別
原

理
を
も
っ
た
差
別
形
態
が
再
生
産
さ
れ
る
必
然
性
を
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
」
（
六
二
頁
）
と
の
批
判
を
展
開
す
る
。

で
は
何
が
部
落
差
別
の
「
本
質
Ⅱ
固
有
の
差
別
原
理
」
な
の
か
と
い

う
と
、
旧
え
た
身
分
が
位
置
付
け
ら
れ
た
、
「
職
分
的
・
『
所
有
的
』

身
分
系
列
と
は
異
な
る
職
観
念
と
結
合
し
た
『
種
姓
』
的
身
分
系

列
」
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
「
種
姓
」
的
身
分
差
別
の
み
が
解

体
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
「
端
的
に
い
っ
て
近
代
天
皇
制
国
家
は
『
種

姓
』
的
身
分
な
し
に
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う

（
七
一
頁
）
。
鈴
木
正
幸
は
、
帝
国
主
義
成
立
以
後
の
展
望
も
含
め

て
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

近
代
天
皇
制
国
家
は
、
そ
の
国
家
的
秩
序
原
理
に
、
「
貴
種
」

に
よ
る
貴
賎
差
別
原
理
を
内
包
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
近
代
天

皇
制
国
家
に
あ
っ
て
は
、
国
家
的
秩
序
原
理
は
家
族
国
家
観
に

よ
り
社
会
的
秩
序
原
理
に
浸
透
し
そ
れ
を
同
化
し
て
い
っ
た
。

し
た
が
っ
て
「
種
性
的
」
差
別
原
理
は
国
家
か
ら
社
会
に
下
降

し
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
近
代
天
皇
制
国
家

が
帝
国
主
義
化
の
道
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
種
姓
」
的
差
別

を
、
種
姓
観
念
の
み
で
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
井
口
和
起
の
「
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
」
に
触
れ
て
お

き
た
い
。
こ
れ
も
一
九
七
九
年
の
部
落
問
題
研
究
所
研
究
者
全
国
集

（
あ
）

会
で
の
報
生
ロ
で
あ
る
が
、
主
に
近
代
天
皇
制
研
究
に
お
け
る
国
際
的

諸
契
機
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
中
村
政
則
の
天
皇
制
国
家
論
で
は
こ

の
点
が
弱
い
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
つ
つ
述
べ
た
も
の
で
、
部
落

問
題
に
つ
い
て
の
論
及
は
少
な
い
。
し
か
し
井
口
の
部
落
問
題
の
位

置
付
け
は
、
次
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
論
者
と
は
や
や
異

な
る
視
角
を
提
示
し
て
い
る
。
部
落
差
別
は
「
単
な
る
封
建
的
要
素

の
強
固
な
残
存
一
般
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
独
占
資
本
一
般
の
直
接

的
な
支
配
の
産
物
に
直
ち
に
還
元
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
文
字
ど

お
り
、
こ
の
時
期
の
世
界
史
的
な
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
つ
つ
強
行
さ

れ
た
日
本
の
帝
国
主
義
的
『
近
代
化
』
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
特
質

に
か
か
わ
る
産
物
た
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
ま
ず
第
一
で

あ
る
」
（
八
三
頁
）
と
。
そ
う
し
て
具
体
的
に
は
、
財
閥
資
本
は
、
特

に
第
一
次
世
界
大
戦
後
激
し
い
国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
な
か
で
、

自
己
に
不
利
と
み
ら
れ
る
重
工
業
部
門
へ
の
進
出
を
回
避
し
た
た

め
、
重
工
業
の
発
展
に
限
界
性
が
付
与
さ
れ
、
労
働
人
口
を
大
規
模

に
工
業
に
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
日

本
農
業
の
資
本
主
義
的
改
造
も
依
然
と
し
て
行
い
え
な
か
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
状
態
の
下
で
は
旧
来
の
伝
統
的
社
会
構
造
や

支
配
関
係
が
容
易
に
破
壊
し
難
か
っ
た
点
に
、
部
落
差
別
が
存
続
し
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た
原
因
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

井
口
の
見
解
は
、
一
見
、
資
本
主
義
に
部
落
差
別
の
原
因
を
求
め

る
か
つ
て
の
論
の
蒸
し
返
し
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る

が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
後
発
資
本
主
義
国
日
本
の
「
帝
国

主
義
的
『
近
代
化
芒
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
い
る
点

で
、
注
目
さ
れ
ろ
。

以
上
、
五
名
の
研
究
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
ら

の
研
究
に
ほ
ば
共
通
す
る
傾
向
と
し
て
次
の
四
点
を
指
摘
し
う
る
。

ま
ず
第
一
に
、
資
本
主
義
・
地
主
制
と
い
う
生
産
関
係
か
ら
直
接

に
部
落
差
別
の
存
在
を
説
明
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
現
れ
た
と

い
う
よ
り
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
前
章
で
と
り
あ
げ
た
一
連
の

研
究
は
、
そ
も
そ
そ
物
質
的
基
礎
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
れ
に
か
わ

る
「
部
落
差
別
原
理
」
を
見
い
だ
す
こ
と
を
意
図
し
て
始
め
ら
れ
た

と
い
う
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

「
土
台
直
結
主
義
」
・
「
経
済
主
義
」
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
傾

向
は
、
部
落
問
題
研
究
の
み
に
限
ら
ず
、
近
代
天
皇
制
国
家
論
の
研

究
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
山
崎
隆
三
が
、
「
明
治
十
年

代
の
政
治
的
激
動
期
」
に
そ
の
後
の
国
家
形
態
を
決
定
し
た
の
は
、

理
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
部

落
差
別
に
固
有
と
は
い
え
な
い
資
本
主
義
を
と
り
あ
え
ず
視
野
の
外

に
置
き
、
近
代
に
お
け
る
部
落
問
題
の
形
成
過
程
が
論
じ
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
り
、
私
も
ま
た
そ
の
こ
と
の
意
義
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ

か
で
な
い
。
し
か
し
逆
に
、
他
の
差
別
と
の
比
較
の
う
え
に
、
共
通

点
を
見
つ
け
だ
し
て
い
く
こ
と
も
、
今
む
し
ろ
い
っ
そ
う
必
要
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
部
落
差
別
に
固
有
の
も
の
の
み
を
明
ら

か
に
し
え
て
も
、
そ
れ
は
現
実
の
課
題
の
一
部
分
に
し
か
答
え
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
部
落
差
別
に
固
有
な
ら
ず
と
も
、
部
落
差
別
を

「
利
用
」
し
て
い
る
要
素
も
ま
た
、
部
落
解
放
の
た
め
に
向
き
合
っ

て
い
く
べ
き
対
象
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
部
落
問
題
が
総
じ
て
過
小
に
、
あ
る
い
は
楽
観
的
に
描

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
部
落
差
別
に
固
有
と
さ
れ
る
も
の
の
み
か
ら
部
落
問
題
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
い
ま
一
つ
は
、
「
天
皇
制
と
部
落

問
題
」
に
関
す
る
一
連
の
研
究
が
、
全
体
史
へ
の
位
置
付
け
を
行
う

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
意
を
注

ぐ
あ
ま
り
と
い
う
べ
き
か
、
肝
心
の
被
差
別
部
落
に
つ
い
て
の
叙
述

が
つ
け
た
り
的
で
性
々
に
し
て
少
な
く
、
被
差
別
部
落
の
内
側
か
ら

の
視
点
が
欠
如
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

確
か
に
、
解
放
へ
の
契
機
を
見
い
だ
す
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
一
連
の
研
究
で
は
、
「
近
代
化
」
・
資
本

三
、
「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
研
究
の
特
徴
と
問
題
点

「
民
主
主
義
を
求
め
る
国
民
の
力
と
藩
閥
官
僚
と
の
力
関
係
（
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
状
況
も
ふ
く
め
て
）
」
で
あ
り
、
「
経
済
構
造
の
如
何
に
ょ

．
（
記
）

っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
と
同

根
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
部
落
問
題
が
資
本
主
義
や
地
主
制
と

ま
っ
た
く
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
か
否
か
は
、
ま
た
別
の
問

題
に
属
す
る
。
事
実
、
先
に
見
た
論
者
た
ち
も
、
資
本
主
義
・
地
主

制
と
の
関
係
を
全
面
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
と
お

り
、
鈴
木
良
は
「
地
域
支
配
」
を
媒
介
と
し
つ
つ
物
質
的
基
礎
と
し

て
地
主
制
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
し
、
ま
た
他
の

論
者
も
、
多
く
は
「
利
用
」
、
あ
る
い
は
「
必
要
条
件
」
の
み
と
い

う
留
保
つ
き
で
は
あ
れ
、
資
本
主
義
・
地
主
制
と
の
関
わ
り
を
認
め

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
部
落
問
題
を
め
ぐ
る
叙
述
の

な
か
で
は
、
そ
う
し
た
側
面
が
ま
っ
た
く
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ

そ
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
資
本
主
義
の
生
み
出
す
貧
困
は
「
部
落

に
対
す
る
差
別
再
生
産
条
件
一
般
」
で
あ
る
と
か
、
資
本
主
義
は
単

に
部
落
差
別
を
「
利
用
」
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
の
点
を
視

野
か
ら
落
と
し
て
し
ま
う
べ
き
で
は
た
く
、
部
落
問
題
は
、
そ
れ
ら

の
要
因
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
差
別
を
再
生
産
さ
せ
て
い
る
点
に

こ
そ
、
解
放
へ
の
道
程
の
困
難
さ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
他
の
差
別
一
般
と
は
異
な
る
部
落
差
別
に
固

有
の
要
因
、
す
な
わ
ち
鈴
木
正
幸
い
う
と
こ
ろ
の
「
部
落
差
別
原

主
義
化
の
も
と
で
の
部
落
差
別
の
解
消
の
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ

れ
、
何
故
に
今
日
ま
で
部
落
差
別
が
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
の
か
を

問
お
う
と
す
る
視
点
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
対
象
時
期
が
い
わ
ゆ
る
絶
対
主
義
的
天
皇
制
確
立

以
前
に
集
中
・
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
こ
れ
が

第
三
の
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
近
代
に
な
っ

て
、
部
落
差
別
を
組
み
込
ん
だ
身
分
制
が
再
編
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で

は
論
じ
て
い
て
も
、
そ
の
後
の
時
期
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
論
及
が

な
い
か
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
展
望
を
付
け
加
え
る
程
度
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
部
落
差
別
を
「
半
封
建
的
な
身
分
差
別
の
残

存
物
」
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
絶
対
主
義
的
天

皇
制
の
確
立
と
と
も
に
、
近
代
に
お
け
る
部
落
問
題
の
骨
格
が
で
き

あ
が
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
時
期
と
い
う
の

は
、
漸
次
解
消
の
過
程
に
あ
る
か
、
ま
た
は
本
来
部
落
差
別
の
本
質

に
は
か
か
わ
り
が
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
主
義
が
こ
れ
を

「
利
用
」
し
、
差
別
の
温
存
の
一
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
程
度
の
関

（
”
）
 

心
し
か
向
け
ら
れ
な
い
。

第
四
に
、
お
お
む
ね
問
題
提
起
や
、
近
代
天
皇
制
国
家
論
の
な
か

に
部
落
問
題
を
位
置
付
け
る
と
い
う
理
論
化
の
作
業
が
先
行
し
て
、

具
体
的
な
実
証
に
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
研
究

が
発
表
さ
れ
て
か
ら
少
な
く
と
も
六
、
七
年
を
経
た
が
、
そ
の
う
ち

の
い
く
つ
か
は
、
い
ま
だ
始
め
の
問
題
提
起
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
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研
究
を
継
続
に
深
化
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
営
為
も
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
ま
ま
に
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
、
一
定
の
市
民
権
を
獲
得
し
た
の

が
、
鈴
木
良
の
主
張
し
て
き
た
「
地
域
支
配
」
論
で
あ
っ
た
。
最
近

の
研
究
論
文
集
で
あ
る
前
掲
『
部
落
史
の
研
究
近
代
篇
』
に
収
録

さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
岩
井
忠
熊
「
初
期
明
治
国
家
と
部
落
問
題
ｌ

賎
称
廃
止
令
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
前
掲
）
や
新
藤
東
洋
男
「
維
新
政
権

と
『
解
放
令
芒
は
、
や
は
り
こ
の
「
地
域
支
配
」
論
に
依
拠
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
論
理
を
展
開
し
た
後
の
時
期
を
展
望
し
て

い
る
。
昨
年
新
し
く
書
き
か
え
ら
れ
た
通
史
、
部
落
問
題
研
究
所
編

『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
近
・
現
代
篇
』
Ｃ
九
八
六
年
）
で
も
、

成
沢
栄
寿
に
よ
っ
て
「
部
落
問
題
は
す
ぐ
れ
て
地
域
社
会
の
問
題
で

あ
る
」
（
二
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
鈴
木
良
の
研

究
成
果
の
反
映
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
今
や
、
「
地
域
支
配
」

論
は
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
確
立
期
の
部
落
問
題
を
解
明
す
る
う
え

で
、
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
に
至
っ
た
。

私
も
、
「
地
域
支
配
」
論
は
、
部
落
差
別
が
温
存
さ
れ
た
要
因
を

説
明
す
る
一
つ
の
視
点
で
は
あ
り
う
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
ほ
と
ん
ど
唯
一
す
べ
て
で
あ
る
か
の
ど
と
く
に
、
研
究
者
が
こ
ぞ

っ
て
こ
れ
に
依
り
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
も
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
来
鈴
木
の
い
う
「
地
域
支
配
」
と
は
、
江
戸

時
代
に
お
い
て
、
「
穣
多
」
村
が
本
村
に
枝
村
と
し
て
隷
属
を
強
い

私
は
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
現
わ
れ
て
き
た
こ
と

の
意
義
を
否
定
的
に
ば
か
り
見
る
の
で
は
な
い
。
前
掲
『
部
落
の
歴

史
と
解
放
運
動
近
・
現
代
篇
』
を
読
ん
で
、
そ
れ
ら
が
叙
述
に
生

か
さ
れ
る
こ
と
で
部
落
史
を
豊
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
十
分
に
成

功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
が
、
し
か
し
、
か
つ
て
、
資
本
主

義
の
も
と
で
の
部
落
差
別
の
拡
大
再
生
産
の
み
が
い
わ
れ
て
い
た
こ

ろ
に
は
な
か
っ
た
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
視
点
が
付
与
さ
れ
た
。
今

後
、
部
落
史
を
論
じ
る
う
え
で
、
そ
れ
ら
に
学
ぶ
べ
き
点
は
少
な
く

た
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
よ
り
も
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
れ
ら
に
通

底
し
て
い
る
部
落
問
題
の
解
消
を
こ
と
の
ほ
か
強
調
し
よ
う
と
す
る

傾
向
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
各
人
が
部
落
問
題
を
き
わ
め
て
限
ら
れ

た
視
点
か
ら
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い

る
。
解
消
の
側
面
を
前
面
に
出
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
逆
に
こ
れ
ま

で
研
究
や
運
動
が
部
落
問
題
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
を
明
ら
か
に
し
て
き

た
そ
の
成
果
さ
え
も
が
、
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
さ
え
あ
る
。

そ
も
そ
も
差
別
と
い
う
も
の
を
量
的
に
は
か
る
明
確
な
基
準
を
求

め
る
こ
と
す
ら
難
し
い
な
か
で
、
差
別
解
消
か
拡
大
か
で
議
論
の
硬

直
化
を
招
い
て
い
る
状
況
を
前
に
す
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
不
毛
な

お
わ
り
に
ｌ
今
後
に
向
け
て

ら
れ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
「
本
村
付
」
支
配
に
そ
の
淵
源
を
発
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
自
然
的
秩
序
」
と
し
て
「
合
法
的
に
容
認
さ

れ
」
、
明
治
「
地
方
自
治
」
制
の
下
で
残
存
さ
せ
ら
れ
た
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
の
は
、
被
差
別

部
落
の
な
か
で
も
「
本
村
付
」
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
に
限
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
そ
の
場
合
で
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
部
落
問
題
の
本
質
と
す

る
に
は
、
あ
ま
り
部
落
問
題
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
る
射
程
が
狭
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
地
域
支
配
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
鈴

木
良
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
超
え
て
、
ど
ん
ど
ん
拡
大
解
釈
が
な
さ

れ
て
い
く
傾
向
す
ら
認
め
ら
れ
る
。
小
路
田
泰
直
「
都
市
と
部
落
問

題
に
関
す
る
試
論
」
（
前
掲
）
て
は
、
「
地
域
支
配
」
に
よ
る
部
落
差

別
残
存
の
説
明
は
、
「
農
村
部
落
だ
け
で
な
く
、
都
市
部
落
に
も
、

本
村
を
町
組
や
学
区
に
お
き
か
え
る
と
き
、
十
分
に
あ
て
は
ま
る
考

え
方
だ
と
思
う
」
（
一
六
五
頁
）
と
し
て
、
都
市
の
場
合
に
も
そ
れ

が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
、
ま
ず
論

理
の
前
提
自
体
が
ち
密
さ
に
欠
け
る
の
で
あ
り
、
小
路
田
論
文
が
、

鈴
木
と
同
様
の
論
旨
で
明
治
二
○
年
代
以
後
を
論
じ
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
江
戸
時
代
を
含
め
て
都
市
（
こ
こ
で
は
京
都
市
）
の
場
合
の

被
差
別
部
落
の
支
配
の
あ
り
か
た
が
改
め
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

議
論
に
拘
泥
し
て
い
る
よ
り
も
、
歴
史
に
向
き
合
う
者
と
し
て
は
、

近
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
部
落
問
題
の
あ
り
よ
う
を
い
ま
一

度
と
ら
え
な
お
し
、
そ
の
史
実
か
ら
出
発
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
し
か
、
部
落
史
研
究
が
、
現
在
の

情
況
を
突
破
し
て
新
た
な
段
階
に
進
み
出
る
た
め
の
視
点
を
模
索
し

て
い
く
途
は
あ
り
え
ま
い
。

本
稿
で
見
て
き
た
天
皇
制
国
家
論
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
そ
の

後
、
ま
た
新
た
な
研
究
が
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
藤

田
勇
編
『
権
威
的
秩
序
と
国
家
』
Ｃ
九
八
七
年
、
東
京
大
学
出
版

会
）
で
は
、
階
級
的
関
係
か
ら
直
接
に
論
じ
る
の
で
な
く
、
現
代

資
本
主
義
社
会
の
社
会
的
・
政
治
的
支
配
を
「
権
威
主
義
的
」
と
い

う
規
定
で
と
ら
え
て
お
り
、
日
本
に
つ
い
て
も
、
後
発
資
本
主
義
国

で
あ
り
な
が
ら
世
界
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
「
中
心
」
に
位
置
す
る

に
い
た
っ
た
要
因
を
、
戦
前
の
天
皇
制
支
配
の
も
と
で
の
国
家
諸
装

（
麹
）

（
”
）
 

置
、
戦
間
期
日
本
資
本
主
義
社
会
を
支
配
す
る
家
父
長
的
秩
序
、
戦

（
釦
）

後
社
会
に
お
け
る
競
争
秩
序
な
ど
に
よ
る
「
権
威
的
支
配
」
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
部
落
問
題
を

見
る
う
え
に
有
効
な
視
点
を
引
き
出
し
得
る
か
否
か
は
、
今
後
の
課

題
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
私
は
、
す
で
に
歴
史
学
以
外
の
分
野
や
、
中
世
史
研
究
か

ら
提
起
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
・
経
済
構
造
の
面
か
ら
の

み
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
は
直
接
還
元
し
え
な
い
差
別
意
識
を
も
対
象
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に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
具
体
的
な

実
証
研
究
で
は
な
い
が
、
や
は
り
「
部
落
差
別
と
天
皇
制
」
を
論
じ

る
な
か
で
、
菅
孝
行
が
、
「
差
別
は
決
し
て
単
な
る
経
済
的
、
身
分
的

そ
の
他
の
せ
ま
い
意
味
で
の
社
会
的
な
関
係
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
時
に
は
逆
転
し
た
り
一
見
関
係
な
く

見
え
た
り
す
る
観
念
の
問
題
を
も
同
時
に
含
み
込
む
も
の
な
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
、
「
差
別
観
念
の
対
象
化
、
差
別
の
社
会
構
造
の
対
象

化
、
両
者
を
統
合
す
る
国
家
に
対
す
る
差
別
解
放
闘
争
の
対
象
化
」

の
三
つ
を
「
差
別
の
現
実
を
客
体
化
す
る
作
業
」
と
し
て
あ
げ
て
い

（
皿
）

る
こ
と
は
一
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
を
軸
に
す
え
て
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
近
年
の

研
究
に
抜
け
落
ち
て
い
る
被
差
別
部
落
大
衆
の
生
活
、
そ
し
て
差
別

の
あ
り
よ
う
が
、
と
り
わ
け
天
皇
制
・
資
本
主
義
確
立
以
後
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
、
敗
戦
、
戦
後
改
革
、
高
度
経
済
成
長
を
経
て
ど
の
よ
う
に

変
容
を
遂
げ
て
き
た
の
か
を
、
他
の
差
別
を
も
視
野
に
い
れ
な
が
ら

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
、
当
面
の
私
の
考
え
て
い
る

課
題
で
あ
る
。

注（
１
）
安
川
寿
之
輔
「
解
題
」
（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
問
題
の
教

育
史
的
研
究
』
、
一
九
七
八
年
、
部
落
問
題
研
究
所
）
、
三
四
九
頁
。

（
２
）
井
上
清
・
原
田
伴
彦
ｂ
渡
部
徹
尺
座
談
会
〉
近
代
被
差
別
部
落

と
天
皇
制
」
（
『
歴
史
公
論
』
第
四
巻
第
二
号
、
一
九
七
八
年
二

、
）
山
崎
前
掲
「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
、
六
六
頁
。

（
通
）
同
前
、
七
○
頁
。

（
妬
）
鈴
木
良
「
地
域
支
配
と
部
落
問
題
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
第
六
二

号
、
一
九
七
九
年
一
二
月
）
、
一
一
頁
。

（
Ⅳ
）
『
部
落
問
題
研
究
』
第
六
五
号
、
一
九
八
○
年
一
○
月
、
に
掲
載
。

（
岨
）
前
掲
「
地
域
支
配
と
部
落
問
題
」
、
一
五
頁
。

（
岨
）
前
掲
『
部
落
史
の
研
究
近
代
篇
』
、
所
収
。

（
別
）
前
掲
「
地
域
支
配
と
部
落
問
題
」
、
一
三
頁
。

（
、
）
『
部
落
問
題
研
究
』
第
六
八
号
二
九
八
一
年
一
○
月
、
に
掲
載
。

の
ち
に
鈴
木
正
幸
『
近
代
天
皇
制
の
支
配
秩
序
』
二
九
八
六
年
、

校
倉
書
房
）
に
再
録
。

全
）
な
お
、
細
部
に
お
い
て
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様

の
見
解
を
と
っ
た
も
の
に
、
小
林
末
夫
「
部
落
問
題
と
天
皇
制
」
（
兵

庫
部
落
問
題
研
究
所
『
紀
要
・
部
落
問
題
論
究
』
第
九
号
、
一
九
八

四
年
七
月
）
が
あ
る
。

（
閉
）
小
路
田
泰
直
「
都
市
と
部
落
問
題
に
関
す
る
試
論
」
（
前
掲
『
部

落
史
の
研
究
近
代
篇
』
）
、
一
六
○
頁
。
鈴
木
前
掲
『
近
代
天
皇
制

の
支
配
秩
序
』
で
は
、
九
三
頁
に
引
用
。

落
史
の
研
究
近
代
篇
』
、

の
支
配
秩
序
』
で
は
、
九
一

（
皿
）
鈴
木
前
掲
書
、
九
四
頁
。

（
妬
）
『
部
落
問
題
研
究
』
第
六

盆
）
山
崎
前
掲
「
天
皇
制
国
一

（
〃
）
鈴
木
正
幸
の
場
合
に
は
、

『
部
落
問
題
研
究
』
第
六
五
号
、
一
九
八
○
年
一
○
月
、
に
掲
載
。

山
崎
前
掲
「
天
皇
制
国
家
論
の
再
検
討
と
そ
の
課
題
」
、
六
三
頁
。

鈴
木
正
幸
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
と
は
や
や
違
っ
た
説
明
が
与
え

ら
れ
る
。
鈴
木
は
近
代
天
皇
制
国
家
の
帝
国
主
義
的
国
家
化
が
も
た

ら
し
た
異
民
族
差
別
観
念
に
着
目
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
種
姓

（
追
記
）

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
部
落
解
放
研
究
所
歴
史
部
会
一
九
八
七
年

四
月
例
会
、
な
ら
び
に
早
稲
田
で
開
い
て
い
る
近
代
部
落
史
研
究
会

で
報
告
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
多
く
の
方
々
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を

得
た
。
ご
出
席
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
つ
つ

し
ん
で
お
礼
申
し
上
げ
る
。

月
）
。

（
３
）
秋
定
嘉
和
「
被
差
別
部
落
と
天
皇
制
の
問
題
」
（
『
解
放
教
育
』
第

一
○
三
号
、
一
九
七
八
年
一
二
月
）
。

（
４
）
鈴
木
良
「
日
本
近
代
史
研
究
に
お
け
る
部
落
問
題
の
位
置
」
『
歴

史
評
論
』
第
三
六
八
号
、
一
九
八
○
年
一
一
一
月
）
、
一
一
頁
。

（
５
）
山
崎
隆
三
「
天
皇
制
国
家
論
の
再
検
討
と
そ
の
課
題
」
（
歴
史
学

研
究
会
編
『
現
代
歴
史
学
の
成
果
と
そ
の
課
題
Ⅱ
』
第
三
巻
く
帝
国

主
義
と
現
代
民
主
主
義
〉
、
一
九
八
二
年
、
青
木
書
店
）
。

（
６
）
服
部
之
総
「
天
皇
制
絶
対
主
義
の
確
立
」
『
服
部
之
総
著
作
集
』

第
四
巻
、
一
九
五
五
年
、
理
論
社
）
、
三
○
二
頁
。

（
７
）
中
村
・
鈴
木
前
掲
論
文
、
四
頁
。

（
８
）
同
前
。

（
９
）
『
部
落
問
題
研
究
』
第
五
七
号
、
一
九
七
八
年
六
月
、
に
掲
載
。

、
）
「
明
治
国
家
と
部
落
問
題
Ｉ
賎
称
廃
止
令
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
部
落

問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
の
研
究
近
代
篇
員
一
九
八
四
年
、
部

落
問
題
研
究
所
）
。
他
に
「
成
立
期
天
皇
制
と
身
分
制
ｌ
華
士
族
制

度
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
一
一
二
号
、
一
九
八
○

年
三
月
）
が
あ
る
。

（
、
）
『
部
落
問
題
研
究
』
第
六
○
号
、
一
九
七
九
年
六
月
、
に
掲
載
。

⑮
）
山
崎
前
掲
「
天
皇
制
国
家
論
の
再
検
討
と
そ
の
課
題
」
、
五
六
’

七
頁
。

（
週
）
中
村
政
則
「
天
皇
制
国
家
と
地
方
支
配
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日

本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
』
第
八
巻
、
一
九
八
五
年
、
東
京

大
学
出
版
会
）
、
四
五
’
六
頁
。

的
」
差
別
原
理
を
補
強
し
た
と
す
る
。
し
か
し
鈴
木
も
ま
た
、
こ
の

点
は
展
望
と
し
て
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
実
証
に

は
至
っ
て
い
な
い
。

（
犯
）
安
田
浩
「
近
代
天
皇
制
国
家
試
論
」
。

（
閉
）
山
本
義
彦
「
戦
間
期
日
本
資
本
主
義
の
労
使
関
係
と
権
威
的
秩
序

の
再
編
ｌ
国
際
連
盟
報
告
書
の
分
析
を
通
し
て
ｌ
」
。

（
釦
）
渡
辺
治
「
現
代
日
本
社
会
の
権
威
的
構
造
と
国
家
」
。

（
Ⅲ
）
菅
孝
行
『
現
代
の
部
落
差
別
と
天
皇
制
ｌ
国
家
権
力
と
差
別
構
造

ｌ
』
二
九
七
八
年
、
明
石
書
店
）
。
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