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被
差
別
部
落
の
歴
史
を
研
究
す
る
目
的
は
、
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
と
主
眼
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
し
う
る
が
、
私
な
ど
は

少
な
く
と
も
、
つ
ぎ
の
一
一
一
つ
の
自
的
を
な
お
ざ
り
に
し
て
は
、
そ
の

研
究
も
不
充
分
な
考
察
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、
部
落
差
別
の
実
態
を
歴
史
学
の
見
地
か
ら
、
実
証

的
か
つ
理
論
的
に
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
第
一
一
は
、
部
落

、
、
、

差
別
の
い
わ
れ
と
差
別
の
歴
史
的
推
移
な
い
し
は
変
貌
を
、
権
力
構

造
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
社
会
・
経
済
・
文
化
の
構
造
の
な
か
で
具

体
的
に
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
第
一
一
一
は
、
日
本
民
衆

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

一
、
課
題
と
方
法

部
落
史
研
究
の
到
達
点
と
課
題
八
古
代
Ｕ

ｌ
『
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落
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史
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発
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１
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日史
の
基
層
を
形
づ
く
っ
た
部
落
史
の
解
明
を
媒
体
と
し
て
、
差
別
か

ら
の
人
間
解
放
の
歩
み
と
部
落
解
放
運
動
の
史
脈
を
み
き
わ
め
て
、

現
代
の
課
題
、
未
来
へ
の
展
望
を
み
ち
び
き
だ
す
の
に
寄
与
す
る
こ

と
で
あ
る
。

戦
前
、
す
で
に
喜
田
貞
吉
氏
の
民
族
史
研
究
の
視
角
か
ら
の
考
察

が
あ
り
、
解
放
運
動
と
か
か
わ
っ
て
の
高
橋
貞
樹
氏
の
『
特
殊
部
落

一
千
年
史
』
や
、
三
好
伊
平
次
氏
の
『
同
和
問
題
の
歴
史
的
研
究
』

な
ど
が
公
に
さ
れ
て
い
た
が
、
部
落
史
の
科
学
的
な
研
究
が
本
格
化

す
る
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
四
八
年
の
一
○
月
、
部
落
問
題
研
究
所
が
創
立
さ
れ
て
、
注

目
す
べ
き
多
く
の
成
果
を
構
築
し
た
が
、
な
か
に
も
部
落
史
研
究
の

前
進
に
は
か
つ
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
の
八
月
に

発
足
し
た
部
落
解
放
研
究
所
を
は
じ
め
と
し
て
、
部
落
問
題
に
か
ん
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の
こ
と
、
政
治
学
。
社
会
学
・
宗
教
学
な
ど
に
お
い
て
も
、
主
要
な

研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
古
代
史
の
学
界
で
も
、
そ

れ
は
重
要
な
一
大
争
点
で
あ
っ
て
研
究
者
の
見
解
は
必
ず
し
も
一

致
を
み
る
に
い
た
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
諸
説
の
対
立
状
況
を
詳
述

す
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
省
略
し
て
、
ひ
と
ま
ず
私
見
の
要
約
を
述

べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

私
な
ど
は
弥
生
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
時
期
、
と
り

わ
け
「
倭
国
の
乱
」
以
降
に
、
曰
本
列
島
の
先
進
地
域
に
あ
っ
て
、

階
級
社
会
が
顕
在
化
し
て
く
る
と
考
え
て
い
る
Ｓ
倭
国
の
世
界
』

講
談
社
ほ
か
）
。
弥
生
時
代
の
時
期
区
分
に
か
ん
し
て
も
考
古
学
者

相
互
間
に
諸
説
が
あ
っ
て
、
な
お
定
説
は
確
立
し
て
い
な
い
が
、
こ

こ
で
は
弥
生
時
代
を
前
期
（
■
．
Ｃ
誤
Ｃ
ｌ
■
．
Ｏ
・
】
ｓ
）
、
中
期
（
団
．

Ｏ
・
ご
Ｃ
ｌ
缶
．
。
．
ご
Ｃ
）
、
後
期
（
し
．
□
．
ご
Ｃ
ｌ
シ
・
ロ
・
誤
◎
）
と
区
分

す
る
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

「
倭
国
の
乱
」
と
は
、
有
名
な
『
三
国
志
』
の
魏
志
東
夷
伝
倭
人

と
ど

の
条
に
「
其
の
国
、
本
亦
男
子
を
以
て
王
と
為
す
、
住
ま
ろ
こ
と
七

・
八
十
年
、
倭
国
乱
れ
、
相
攻
伐
す
る
と
と
歴
年
、
乃
ち
共
に
一
女

子
を
立
て
て
王
と
為
す
、
名
づ
け
て
卑
彌
呼
と
曰
ふ
」
と
記
述
さ
れ

て
い
ろ
、
そ
の
「
倭
国
の
乱
」
で
あ
る
。
こ
の
乱
を
専
門
の
歴
史
学

者
や
考
古
学
者
で
さ
え
が
、
し
ば
し
ば
「
倭
国
の
大
乱
」
と
書
い
て

い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
「
倭
国
大
乱
」
と
書
い
て
い
る
の

は
、
『
三
国
志
』
よ
り
は
成
書
化
が
遅
れ
る
『
後
漢
蕾
菖
（
『
三
国

す
る
諸
研
究
機
関
も
ま
た
、
部
落
史
を
め
ぐ
る
す
ぐ
れ
た
考
察
を
積

み
重
ね
て
き
た
。

そ
の
動
向
の
特
色
を
、
お
お
ま
か
に
列
挙
す
れ
ば
お
よ
そ
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
ろ
う
。
⑪
被
差
別
部
落
の
実
態
調
査
が
、
都
市
部
落
や
農

山
村
な
ど
の
部
落
で
進
め
ら
れ
て
、
地
域
史
と
し
て
の
部
落
史
の
実

相
が
、
よ
り
明
瞭
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
②
政
治
史
・
社
会
経
済

史
を
主
と
す
る
考
察
が
前
進
し
た
こ
と
、
③
当
然
の
こ
と
で
は
あ
っ

た
が
、
近
世
史
、
近
・
現
代
史
の
研
究
に
重
点
が
お
か
れ
て
、
前
近

世
史
の
検
討
は
、
な
お
未
発
達
で
あ
っ
た
こ
と
、
ｕ
史
料
の
発
掘
・

蒐
集
・
刊
行
が
飛
躍
的
に
ひ
ろ
ま
り
を
み
せ
た
こ
と
、
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。

古
代
史
・
中
世
史
に
か
ん
し
て
は
北
山
茂
夫
・
林
屋
辰
三
郎
両
氏

を
は
じ
め
と
し
て
の
重
要
な
研
究
も
あ
っ
た
が
、
比
較
的
に
散
発
的

で
あ
り
、
体
系
的
・
綜
合
的
な
研
究
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
近
時
、
中
世
史
の
分
野
に
お
い
て
は
、
画
期
的
な
研
究
成
果
が

あ
い
つ
い
で
、
芸
能
や
文
化
な
ど
の
方
面
に
お
い
て
も
、
注
目
す
べ

き
問
題
提
起
や
研
究
成
果
が
積
み
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

被
差
別
部
落
が
明
確
に
成
立
す
る
の
は
、
近
世
封
建
社
会
の
形
成

期
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
前
に
被
差
別
民
衆
が
存
在
し
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
近
世
以
降
の
被
差
別
部
落
と
、
そ
れ
以
前
の
被
差

別
民
衆
と
が
、
ど
こ
で
ど
う
つ
な
が
り
、
ど
こ
で
ど
う
異
な
る
の

か
。
そ
の
連
続
と
非
連
続
の
問
題
は
、
近
世
史
や
近
・
現
代
史
の
分

志
』
は
太
康
年
間
Ⅱ
一
一
八
○
年
代
に
ま
と
め
ら
れ
、
『
後
漢
書
』
は

五
世
紀
前
半
に
成
書
化
す
る
）
な
ど
に
記
す
と
こ
ろ
で
正
確
に
は

「
倭
国
の
乱
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
倭
国
の
乱
」
は
、
い
つ
ご
ろ
の
「
乱
」
で
あ

っ
た
の
か
。
『
魏
志
』
は
「
住
七
・
八
十
年
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま

る
が
、
『
後
漢
書
』
は
こ
れ
を
「
桓
霊
の
問
」
つ
ま
り
後
漢
の
桓
帝

ｌ
霊
帝
の
問
二
四
七
年
’
一
八
八
年
）
と
し
、
唐
の
貞
観
年
間

（
六
一
一
七
年
’
六
四
八
年
）
成
立
の
『
梁
書
』
や
九
一
一
一
八
年
ご
ろ
に

完
成
し
た
『
太
平
御
覧
』
で
は
、
「
倭
国
の
乱
」
を
「
霊
帝
の
光
和

中
」
（
一
七
八
年
’
一
八
一
一
一
年
）
と
す
る
。
す
な
わ
ち
中
国
の
史
書

の
多
く
は
、
こ
の
「
乱
」
を
二
世
紀
後
半
と
す
る
点
で
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
ろ
。

倭
国
の
乱
が
架
空
の
で
き
ご
と
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
状
況
か
ら
も
推
定
で
き
ろ
。
㈹
二
世
紀
後
半
と
い
え
ば
、
中
国

内
部
で
黄
巾
の
乱
が
勃
発
し
て
、
後
漢
王
朝
が
衰
微
し
、
東
夷
の
支

配
力
が
弱
ま
っ
た
時
期
で
あ
り
、
②
『
魏
志
』
も
「
韓
・
滅
彊
盛
に

し
て
郡
県
制
す
る
能
は
ず
」
と
記
す
ご
と
く
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る

政
治
勢
力
が
い
ち
だ
ん
と
昂
揚
し
た
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
③
日

本
列
島
で
は
石
器
の
製
作
が
終
末
期
に
入
っ
て
、
鉄
製
な
ど
の
金
属

器
が
農
工
具
や
武
器
に
し
だ
い
に
用
い
ら
れ
て
生
産
力
が
高
ま
り
、

武
力
が
強
化
さ
れ
る
大
き
な
画
期
に
あ
っ
た
。
閏
そ
の
こ
と
を
傍
証

す
る
か
の
よ
う
に
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
か
ら
近
畿
の
地
域
に
か
け

野
か
ら
の
探
求
の
み
で
は
、
正
確
に
み
き
わ
め
る
こ
と
は
困
難
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

身
分
と
階
級
は
す
で
に
古
代
社
会
に
、
は
っ
き
り
と
実
在
し
た
。

天
皇
制
や
律
令
制
も
、
古
代
国
家
の
な
り
た
ち
と
そ
の
発
展
過
程
で

顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
原
始
社
会
か
ら
古
代
社
会
へ
、
そ
し
て
中

世
の
封
建
社
会
へ
、
そ
の
お
の
お
の
の
変
革
期
に
お
い
て
階
級
関
係

が
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
、
身
分
的
差
別
が
い
か
に
推
移
し
た
の
か
。

そ
れ
ら
の
諸
点
を
み
き
わ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
以
降
の
部
落

史
も
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
部
落
問
題

を
基
本
的
に
階
級
の
問
題
と
み
る
か
、
は
た
ま
た
身
分
の
問
題
と
み

な
す
か
。
そ
の
本
質
に
迫
る
た
め
に
も
、
近
世
以
前
に
お
け
る
階
級

と
身
分
の
あ
り
よ
う
を
、
実
証
的
・
理
論
的
に
吟
味
す
る
こ
と
は
肝

要
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
れ
ら
の
検
討
は
、
日
本
史
と
い
う
狭
い
枠
組
み
の
な
か

だ
け
で
、
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
、
と
り
わ

け
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
関
連
・
連
動
の
な
か
で
、
ひ
ろ
く
考
究
す
べ

き
段
階
を
迎
え
て
い
る
。

日
本
列
島
に
お
け
る
階
級
社
会
は
、
い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
か
ら
具

体
化
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
は
歴
史
学
は
も
と
よ
り

二
、
国
家
と
身
分
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て
、
防
衛
的
施
設
を
と
も
な
っ
た
高
地
性
集
落
が
、
こ
の
時
期
を
中

心
に
、
広
範
囲
に
出
現
す
る
。

佐
賀
県
神
崎
郡
の
吉
野
ケ
里
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
の
前
期
ｌ
中
期

を
主
と
す
る
巨
大
な
環
濠
集
落
だ
が
、
あ
の
変
形
八
角
形
の
墳
丘
墓

と
、
そ
の
な
か
の
把
頭
飾
付
有
柄
銅
剣
・
細
形
銅
剣
・
ラ
イ
ト
ブ
ル

ー
の
ガ
ラ
ス
製
管
玉
な
ど
の
副
葬
品
は
、
首
長
層
の
存
在
を
実
証

し
、
甕
棺
内
か
ら
検
出
さ
れ
た
三
百
体
以
上
の
人
骨
（
渡
来
系
が
多

い
）
の
な
か
に
は
、
頭
蓋
骨
の
な
い
も
の
、
矢
じ
り
が
打
ち
こ
ま
れ

て
い
る
も
の
な
ど
も
あ
っ
て
、
争
乱
の
痕
跡
が
い
ち
じ
る
し
い
。

邪
馬
台
国
の
女
王
卑
彌
呼
は
、
こ
の
「
倭
国
の
乱
」
の
あ
と
に

「
共
立
」
さ
れ
た
巫
女
王
で
あ
っ
た
。
そ
の
邪
馬
台
国
に
つ
い
て
、

「
魏
志
』
が
「
差
卑
各
差
序
あ
り
」
と
明
記
し
、
王
ｌ
大
人
Ｉ
下
戸

ｌ
生
□
・
奴
稗
の
「
差
卑
」
の
「
差
序
」
を
描
い
て
い
る
の
も
、
先

進
地
域
に
お
け
る
階
級
社
会
の
成
立
を
投
影
し
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。生
産
手
段
の
所
有
と
非
所
有
を
基
軸
と
し
て
、
富
め
る
支
配
者
層

と
貧
し
い
被
支
配
者
層
の
階
級
関
係
が
具
体
化
し
て
く
る
。
そ
の
階

級
関
係
を
維
持
・
強
化
す
る
た
め
に
、
あ
る
一
定
の
集
団
を
単
位
と

し
て
の
、
法
を
媒
体
と
す
る
政
治
的
秩
序
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

身
分
制
度
が
権
力
支
配
の
も
と
で
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。

曰
本
列
島
の
先
進
地
域
で
は
、
筑
紫
・
出
雲
・
吉
備
・
河
内
・
大

和
・
毛
野
な
ど
に
、
有
力
な
支
配
者
層
を
主
軸
と
す
る
政
治
的
勢
力

第
一
次
か
ら
第
二
次
の
段
階
へ
の
推
移
を
示
現
す
る
画
期
を
、
私

な
ど
は
五
世
紀
後
半
の
倭
王
武
（
雄
略
大
王
）
の
時
期
と
み
な
し
て

い
る
。
埼
玉
県
行
田
市
の
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘
文
や
熊
本
県

菊
水
町
の
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
大
刀
銘
文
な
ど
に
み
い
だ
さ
れ
ろ

「
治
天
下
」
・
「
左
治
天
下
」
の
「
大
王
」
の
世
が
そ
れ
で
あ
る
。
稲

荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
文
に
「
杖
刀
人
」
、
江
田
船
山
古
墳
大
刀
銘
文
に

「
典
盲
人
」
と
あ
る
、
文
武
の
官
人
の
存
在
も
示
唆
的
で
あ
る
。

中
国
の
古
典
『
宋
書
』
に
お
い
て
も
倭
王
武
の
段
階
に
、
は
じ
め

て
安
東
大
将
軍
と
な
り
、
た
ん
な
る
「
倭
王
」
で
は
な
く
、
「
倭
国

王
」
と
し
て
大
尉
・
司
徒
・
司
空
を
か
ね
る
「
開
府
儀
同
三
司
」
を

自
称
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
て
五
世
紀
後
半
の
こ
ろ
か
ら
、
氏

う
じ
か
ば
ね

と
姓
に
よ
る
政
治
的
身
分
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
氏
姓
制
、
権

力
に
よ
る
社
会
的
分
業
の
編
成
で
あ
り
、
か
つ
徴
税
・
課
税
の
単
位

蕊
み
ん

集
団
と
も
な
っ
た
部
民
制
が
と
と
の
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

大
王
の
段
階
か
ら
天
皇
の
段
階
へ
と
推
移
す
る
の
は
推
古
朝
の
こ

ろ
よ
り
で
あ
っ
て
、
七
世
紀
後
半
の
時
期
に
入
る
と
、
確
実
に
「
曰

本
国
」
の
王
者
と
し
て
の
「
天
皇
」
号
が
内
外
に
用
い
ら
れ
た
。
そ

し
て
天
皇
制
と
律
令
制
が
補
完
し
あ
う
、
古
代
国
家
の
完
成
を
み

た
。

る
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。 Ｉ 

が
形
成
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
畿
内
（
畿
内
制
の

成
立
は
七
世
紀
後
半
で
あ
る
）
の
地
域
に
お
け
る
倭
王
権
の
展
開
で

あ
っ
た
。
奈
良
県
桜
井
市
の
纒
向
石
塚
古
墳
は
、
そ
の
あ
け
ぼ
の
を

象
徴
す
る
が
、
四
世
紀
に
な
る
と
、
三
輪
山
を
あ
お
ぐ
大
和
盆
地
東

南
部
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る
三
輪
王
権
が
発
展
し
、
五
世
紀
に
お
よ

ん
で
、
河
内
（
の
ち
の
和
泉
を
含
む
）
を
本
拠
と
す
る
河
内
王
朝
が

成
立
す
る
。

い
わ
ゆ
る
倭
朝
廷
が
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
教
科
書
は
も
と

よ
り
の
こ
と
、
専
門
の
研
究
書
の
間
で
も
、
無
限
定
に
「
大
和
朝

廷
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
も
正
確
で

は
な
い
。
第
一
に
「
大
和
国
」
の
用
語
は
、
『
古
事
記
」
『
曰
本
書

紀
』
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
養
老
令
に
み
え
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
養
老
令
施
行
（
七
五
七
年
）
以
降
に
一
般
化
し
た
。
そ
れ

以
前
は
内
外
の
古
文
献
や
金
石
文
な
ど
は
、
す
べ
て
倭
や
大
倭
な
ど

を
使
用
し
て
い
た
。

●
●
 

第
一
一
に
、
「
朝
廷
」
の
語
は
「
内
廷
・
外
朝
」
の
略
語
で
あ
っ
て
、

「
内
廷
」
（
宮
中
）
「
外
朝
」
（
外
廷
・
府
中
）
が
同
時
に
成
立
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
な
り
た
ち
を
詳
述
す
る
こ
と
は
、
紙

数
の
限
り
も
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
さ
け
る
ほ
か
は
な
い
が
弓
倭
国

の
世
界
』
『
大
王
の
世
紀
』
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、
倭
王
権
に

お
け
る
朝
廷
の
史
脈
は
、
第
一
次
（
内
廷
の
段
階
）
・
第
二
次
（
内

廷
の
み
な
ら
ず
外
廷
の
整
備
さ
れ
る
段
階
）
、
と
区
分
し
て
理
解
す

『
三
国
志
』
の
魏
志
東
夷
伝
倭
人
の
条
に
、
す
で
に
倭
人
の
社
会

に
お
け
る
奴
蝉
の
記
載
が
み
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
蝉
千
人
」
・

「
殉
葬
者
奴
稗
百
余
人
」
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
弥
生
時
代
後
期

に
は
、
す
で
に
奴
稗
の
存
在
し
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
ろ
。
大
化
前

代
に
か
ん
す
る
古
文
献
の
伝
承
に
は
、
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
に
「

奴
蝉
」
・
「
賎
人
」
・
「
賎
女
」
・
「
賤
夫
」
・
「
賤
奴
」
、
『
日
本
書
紀
』

に
「
奴
」
・
「
神
奴
」
・
「
官
蝉
」
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
「
善
蝉
」
・

「
稗
墓
」
の
記
述
が
あ
る
。
大
化
前
代
す
で
に
家
父
長
制
的
な
有
力

氏
族
や
古
代
家
族
の
家
父
長
層
の
も
と
に
奴
蝉
と
し
て
賎
視
さ
れ
た

人
び
と
が
隷
属
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
っ
た
。

『
日
本
書
紀
』
の
大
化
元
年
（
六
四
五
）
八
月
の
条
に
は
、
い
わ

ゆ
る
「
男
女
の
法
」
の
記
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
⑪
良
男
・
良
女
の
間

に
生
ま
れ
た
子
は
父
方
に
帰
属
す
る
、
②
良
民
と
奴
蝉
と
の
間
に
生

ま
れ
た
子
は
、
奴
稗
に
帰
属
す
る
、
③
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
を
異
に
す

る
奴
脾
相
互
の
問
に
生
ま
れ
た
子
は
、
す
べ
て
母
方
と
す
る
、
側
寺

に
帰
属
す
る
仕
丁
の
場
合
は
「
良
人
の
法
」
に
従
い
、
別
に
奴
稗
と

さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
「
奴
稗
の
法
」
を
適
す
る
と
い
う
さ
だ

め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
「
身
分
法
」
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
中
国
古
代

三
、
良
・
賎
差
別
の
実
相
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法
の
影
響
を
う
け
て
い
る
が
、
古
代
の
朝
鮮
に
も
、
「
奴
人
法
」
と

称
す
る
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
一
九
八
八
年
の
三
月
、
韓
国
慶
尚

北
道
蔚
珍
郡
鳳
坪
里
で
確
認
さ
れ
た
新
羅
古
碑
（
甲
辰
年
碑
Ⅱ
五
二

四
年
の
碑
と
考
え
ら
れ
る
）
に
「
奴
人
法
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に

よ
っ
て
た
し
か
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
②
の
良
民
と
奴
脾
と
の
間
の
子

は
す
べ
て
奴
稗
に
す
る
と
い
う
規
定
に
は
、
は
っ
き
り
と
差
別
の
思

想
が
顕
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
差
別
意
識
は
、
古
代
日
本
の
律

令
に
も
継
受
さ
れ
て
お
り
、
『
法
曹
至
要
抄
』
に
も
奴
脾
を
「
律
、

畜
産
に
比
す
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。

律
令
制
下
に
あ
っ
て
は
、
官
戸
・
陵
戸
・
宮
（
公
）
奴
蝉
・
家
人
・

私
奴
稗
の
い
わ
ゆ
る
「
五
色
（
種
）
の
賎
」
の
賎
民
身
分
が
あ
っ

て
、
官
戸
・
陵
戸
・
宮
奴
脾
は
政
府
に
、
家
人
・
私
奴
脾
は
貴
族
・

豪
族
・
家
父
長
あ
る
い
は
社
寺
な
ど
に
隷
属
し
た
。
官
戸
・
宮
奴
稗

に
つ
い
て
は
名
籍
、
陵
戸
に
つ
い
て
は
陵
戸
籍
を
作
製
し
て
掌
握

し
、
私
奴
蝉
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
の
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た

が
、
古
代
の
律
令
で
は
良
と
賎
の
婚
姻
は
原
則
と
し
て
こ
れ
を
認
め

ず
、
家
族
を
構
成
す
る
こ
と
も
、
官
戸
と
陵
戸
の
み
に
限
っ
た
。

古
代
の
良
・
賎
の
差
別
も
ま
た
分
裂
・
分
割
し
て
の
支
配
で
あ
っ

た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
賎
民
身
分
に
あ
っ
て
も
、
官
戸
・
陵
戸
に

は
戸
（
家
族
）
を
構
成
す
る
こ
と
を
許
し
た
の
に
、
奴
蝉
に
は
こ
れ

を
認
め
ず
、
官
戸
・
宮
奴
蝉
に
は
、
年
令
に
よ
る
放
賎
の
コ
ー
ス
を

ひ
ら
き
な
が
ら
、
奴
脾
に
は
こ
れ
を
否
認
す
る
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ

表
し
た
「
い
わ
ゆ
る
人
種
起
源
説
」
で
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が

（
『
部
落
』
六
二
号
）
、
「
帰
化
人
」
起
源
説
の
あ
や
ま
れ
る
史
観
の

わ
ざ
わ
い
も
ま
た
、
一
九
六
五
年
六
月
公
刊
の
『
帰
化
人
』
（
中
公

新
書
）
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
帰
化
」
の
語
を
無
限
定
に
使
用
す
る
こ
と
じ
た
い

が
、
史
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
し
、
朝
鮮
半
島
か
ら
「
渡
来
」
し
た
人
び

と
や
そ
の
後
畜
者
が
、
渡
来
者
の
故
に
差
別
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
。
朝
鮮
諸
国
を
「
蕃
国
」
視
す
る
風
潮
は
、
大
宝
元
年
（
七
○

一
）
制
定
の
大
宝
令
に
も
み
い
だ
さ
れ
、
そ
し
て
養
老
四
年
（
七
二

○
）
完
成
の
『
日
本
書
紀
』
に
あ
ら
わ
と
な
る
が
、
『
古
事
記
』

や
『
風
土
記
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
蕃
国
」
観
は
な
い
。
七
二
○

年
代
か
ら
統
一
新
羅
を
敵
視
す
る
政
策
が
具
体
化
し
て
く
る
が
、
そ

れ
で
も
、
た
と
え
ば
百
済
の
武
寧
王
の
血
脈
に
つ
な
が
る
高
野
部
笠

を
母
と
し
た
桓
武
天
皇
の
代
に
あ
っ
て
は
、
百
済
の
義
慈
王
の
直
系

の
百
済
王
氏
を
桓
武
天
皇
み
ず
か
ら
が
延
暦
九
年
（
七
九
○
）
二
月

の
詔
で
、
「
百
済
王
ら
は
朕
が
外
戚
な
り
」
と
明
言
し
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

飛
鳥
文
化
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
天
平
文
化
に
あ
っ
て
も
、
朝
鮮

半
島
か
ら
の
渡
来
集
団
と
そ
の
役
割
を
軽
視
し
て
、
そ
の
実
相
を
み

き
わ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
（
岩
波
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
『
古
代
の

曰
本
と
朝
鮮
』
ほ
か
）
。
そ
れ
は
朝
鮮
文
化
の
影
響
な
ど
と
い
う
よ

り
も
、
渡
来
集
団
を
有
力
な
に
な
い
手
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

っ
た
。
そ
し
て
五
色
の
賎
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
苛
酷
な
と
り
あ

つ
か
い
を
う
け
た
の
が
奴
脾
で
あ
っ
た
。

奴
碑
は
「
私
財
物
・
奴
脾
・
畜
産
の
類
」
と
し
て
「
畜
産
の
類
」

と
同
一
視
さ
れ
、
「
奴
脾
・
牛
馬
」
と
並
記
さ
れ
た
（
「
賊
盗
律
」
や

『
令
集
解
』
戸
令
な
ど
）
。
家
人
・
私
奴
脾
は
遺
産
と
し
て
相
続
さ

れ
、
売
買
の
対
象
と
も
な
っ
た
。
和
銅
八
年
（
七
一
五
）
の
「
格
」

に
よ
れ
ば
、
奴
六
百
文
、
脾
は
四
百
文
と
さ
れ
て
お
り
（
「
類
聚
三

代
格
』
、
実
際
に
売
買
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
東
大
寺
奴
稗
籍

帳
』
や
当
時
の
奴
脾
売
買
券
な
ど
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

良
民
の
間
に
も
、
身
分
の
差
別
が
あ
っ
た
。
曰
本
の
古
代
法
で

は
、
三
位
以
上
が
「
貴
」
で
あ
り
、
五
位
以
上
が
「
通
貴
」
、
六
位

以
下
が
「
非
通
貴
」
と
さ
れ
た
。
貴
族
・
官
僚
の
内
部
に
も
明
確
な

格
差
が
あ
り
、
班
田
農
民
（
実
体
は
「
公
戸
」
）
と
品
部
・
雑
戸
の

間
に
も
差
別
が
あ
っ
た
。
唐
令
で
は
「
雑
戸
」
は
賎
民
と
さ
れ
た

が
、
曰
本
の
古
代
法
で
は
「
良
」
の
最
下
層
と
み
な
さ
れ
、
良
民
に

は
違
い
な
い
が
、
実
際
に
は
「
卑
品
」
の
あ
つ
か
い
を
う
け
た
。
官

営
工
一
房
で
働
い
た
品
部
・
雑
戸
は
「
良
」
の
な
か
の
「
賎
」
で
あ
っ

た
。部
落
差
別
の
い
わ
れ
を
、
人
種
・
民
族
の
差
別
に
求
め
ろ
、
い
わ

ゆ
る
異
民
族
起
源
説
や
、
牛
馬
な
ど
の
処
理
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と

を
前
提
と
し
て
の
職
業
の
差
別
に
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
職
業
起
源
説

が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
説
の
あ
や
ま
り
は
、
一
九
六
三
年
の
六
月
に
公

牛
馬
の
屠
殺
を
「
不
浄
」
と
し
て
賎
視
す
る
観
念
も
後
の
代
の
所

産
で
あ
っ
た
。
古
代
の
日
本
に
殺
牛
馬
の
習
俗
が
な
か
っ
た
と
み
な

す
近
時
の
学
説
も
俗
説
で
あ
る
。
『
曰
本
書
紀
』
の
皇
極
天
皇
元
年

（
六
四
二
）
の
七
月
の
条
の
「
牛
馬
を
殺
し
て
諸
社
の
神
を
祭
る
」

の
記
事
の
ほ
か
、
殺
牛
馬
に
よ
る
ま
つ
り
の
伝
承
は
、
『
続
曰
本
紀
』

。
『
類
聚
国
史
』
・
『
日
本
霊
異
記
』
「
肥
前
国
風
土
記
』
な
ど
に
も

み
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
殺
牛
馬
の
祭
祀
は
、
石
上
神
宮
布

留
遺
跡
・
奈
良
県
稗
田
遺
跡
・
石
川
県
寺
家
遺
跡
な
ど
か
ら
検
出
さ

れ
た
牛
馬
骨
・
牛
馬
歯
な
ど
に
よ
っ
て
も
傍
証
し
う
る
。

殺
牛
馬
の
信
仰
は
、
ア
ジ
ア
の
各
地
域
に
分
布
す
る
が
、
東
北
ア

ジ
ア
で
は
主
と
し
て
馬
が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
主
と
し
て
牛
が
供
犠

（
の
四
月
蔑
○
の
）
さ
れ
た
。
朝
鮮
半
島
で
も
殺
牛
馬
の
信
仰
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
『
三
国
志
』
な
ど
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
が
、
前
述
し

た
蔚
珍
郡
鳳
坪
里
の
新
羅
古
碑
に
「
殺
斑
牛
」
と
あ
り
、
一
九
八
九

年
四
月
に
報
道
さ
れ
た
慶
尚
北
道
迎
曰
郡
冷
水
里
の
古
碑
（
碑
文
の

癸
未
年
は
四
三
三
年
と
み
な
す
説
が
有
力
）
に
も
「
殺
牛
」
と
あ
っ

て
、
ま
す
ま
す
た
し
か
と
な
っ
た
。

殺
牛
馬
を
仏
教
の
放
生
思
想
に
も
と
づ
い
て
「
不
浄
」
と
す
る
よ

う
に
な
る
と
の
説
明
も
不
充
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
平
一
三
年

二
月
の
詔
も
明
記
す
る
よ
う
に
、
「
馬
牛
は
人
に
代
り
て
、
勤
労
し

て
人
に
養
は
る
」
と
す
る
（
『
続
曰
本
紀
』
、
「
馬
牛
」
を
「
軍
国

の
資
」
（
『
類
聚
三
代
格
』
、
あ
る
い
は
「
人
に
代
り
て
勤
労
」
す
る






