




7６ 

７７部落解放研究と民俗学の課題 か
ら
す
る
と
、
宮
中
の
儀
礼
も
稲
作
文
化
的
な
要
素
が
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
天
皇
も
常
民
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
思
想
的
な
も
の
で
は
な
く
、
各
階
層
の
民
俗
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
結
果
論
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で

な
け
れ
ば
、
天
皇
を
含
め
て
被
差
別
民
を
含
め
な
い
理
由
が
わ
か

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
柳
田
民
俗
学
と
い
う
の
は
、
稲

作
文
化
を
基
軸
と
す
る
曰
本
文
化
同
質
論
の
う
え
に
展
開
さ
れ
、

事
実
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
な
く
異
質
と
さ
れ
た
被
差
別
民
な

ど
は
そ
の
対
象
か
ら
結
果
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
柳
田
民
俗
学
に
と
っ
て
被
差
別
部
落
は
そ
の

研
究
対
象
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

２
日
本
文
化
同
質
論
へ
の
批
判

こ
の
よ
う
に
、
柳
田
民
俗
学
は
あ
く
ま
で
稲
作
文
化
を
基
盤
と

し
た
農
民
と
そ
の
文
化
に
研
究
対
象
を
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
も

の
は
切
り
捨
て
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
研
究
者
が
そ

う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
宮
本
常
一
の
研
究
を
み

れ
ば
、
稲
作
農
耕
に
関
す
る
研
究
の
み
な
ら
ず
、
山
仕
事
や
漁
業
・

漂
泊
民
な
ど
に
関
す
る
視
点
も
数
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
後
者
が

担
っ
て
き
た
文
化
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
麺
・
曰
本
全
国
を
歩
い
て
き
た
宮
本
の
こ
の
よ
う
な
視
点
は
日

本
文
化
の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
坪

が
、
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
こ
の
視
点
か
ら
対
象
と
な
る
の
は

常
民
的
な
部
分
、
つ
ま
り
常
民
性
と
い
う
共
通
点
の
み
で
あ
っ
て
、

被
差
別
部
落
の
民
俗
の
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
多
様

性
と
い
う
実
態
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
常
民
性
と
い
う
、
あ
く
ま
で

同
質
論
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
月
隆
寛
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
竹
田
の
見

解
に
は
大
き
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
民
俗
学
に
お
け
る

民
俗
と
常
民
の
関
係
は
、
前
者
は
文
化
に
後
者
は
社
会
に
対
応
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
い
う
文
化
概
念
と
し
て
の
常
民
は

ま
さ
に
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
民
俗
で
あ
っ
て
、
常
民
と
民
俗

〈
幻
）

の
「
相
互
補
一
元
的
」
な
関
係
性
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
民
俗
学
に
お
け
る
常
民
論
は
そ
の
後
あ
ま
り
取
り

上
げ
ら
れ
な
く
な
り
、
民
俗
学
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
を
対
象
と

す
る
か
と
い
う
限
定
性
も
失
わ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
質
論
を
前
提
と
す
る
重
出
立
証
法
や
周
圏
論
に
対

し
て
も
、
い
く
つ
か
の
批
判
や
そ
の
修
正
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
こ
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
福
田
ア
ジ
オ
に
よ
る

批
判
で
あ
る
。
福
田
は
、
重
出
立
証
法
に
お
け
る
資
料
や
類
型
の

間
の
序
列
の
付
け
方
の
指
標
や
基
準
が
あ
い
ま
い
で
、
地
域
性
を

時
間
性
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の

問
題
点
を
指
摘
し
、
重
出
立
証
法
で
は
民
俗
の
変
遷
は
明
ら
か
に

（
犯
）

で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
「
個
々
の
民
俗
事
象
に
接

： 

井
洋
文
は
日
本
文
化
の
理
解
に
と
っ
て
イ
モ
を
代
表
す
る
畑
作
、

特
に
焼
畑
農
耕
に
も
目
を
向
け
て
い
く
必
要
性
を
指
摘
す
る
が
、

こ
の
坪
井
の
見
解
は
「
曰
本
文
化
が
単
一
の
同
系
同
質
の
稲
作
民

族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
論
で

（
肥
）

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
の
稲
作
文
化
を
基
軸
と
す
る
民
俗
の
ふ

る
さ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
沖
縄
で
は
稲
作
文
化
の
み
な
ら
ず

畑
作
文
化
と
の
複
合
形
態
で
理
解
す
る
必
要
を
伊
藤
幹
治
が
指
摘

（
⑲
）
 

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
曰
本
文
化
の
多
様
性
に
注
目
す
る
必
要
性
が
指

摘
さ
れ
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
常
民
概
念
に
お
け
る
矛
盾
を
解
消

す
る
動
き
と
し
て
竹
田
聴
洲
の
「
常
民
の
概
念
に
つ
い
て
」
が
発

（
加
）

表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
国
民
の
な
か
に
常
民
と
そ
う
で
な
い
人
間

と
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
生
活
文
化
の
な
か
に
常
民
的
な
面
と
そ

う
で
な
い
面
と
が
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
『
常
の
民
」
よ
り
む
し
ろ
「
民
の
常
』
の
意
で
あ
り
、
人
間
の

種
類
で
は
な
く
し
て
文
化
の
種
類
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
常
民
と
い
う
も
の
を
実
態
概
念
と
し
て
で
は
な

く
、
文
化
概
念
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
都

市
化
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
一
つ
の
戦
略
で
も
あ
り
、
ま
た

先
の
拡
大
さ
れ
た
柳
田
の
見
解
を
論
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
被
差
別
部
落
の
民
俗

も
対
象
と
な
り
え
る
可
能
性
が
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

し
調
査
す
る
人
が
、
調
査
の
過
程
に
お
い
て
そ
の
民
俗
事
象
が
そ

の
地
点
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
条
件
・
理
由
・
意
味
を
歴
史
的

（
羽
）

に
明
ら
か
に
す
る
」
個
別
分
析
法
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
「
民
俗
の
存
在
す
る
意
味
と
そ
の
歴
史
的
性
格
を
、
伝
承
母
体

お
よ
び
伝
承
地
域
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
民
俗
学
の
目

（
餌
）

的
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
近
年
で
は
地
域
民
俗
学
も

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
宮
田
登
に
よ
れ
ば
、
民
俗
の

相
互
連
関
に
注
意
し
た
上
で
民
俗
誌
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

（
あ
）

そ
の
類
型
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
際
伝
承
母
体
と
民

俗
の
関
わ
り
に
注
意
し
た
上
で
検
討
す
る
と
い
う
点
で
は
個
別
分

析
法
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
個
別
分
析
法
は
民
俗
の
歴
史

性
に
注
目
す
る
の
に
対
し
、
地
域
民
俗
学
は
構
造
面
に
重
点
を
置

く
点
に
違
い
が
み
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
新
た
に
提
唱
さ
れ
た
個
別
分
析
法
・
地
域
民
俗
学

と
も
に
、
こ
れ
ま
で
民
俗
研
究
に
用
い
ら
れ
る
資
料
は
地
域
で
の

展
開
を
無
視
し
て
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る
傾
向
が
一
般
的
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
い
ず
れ
も
地
域
性
を
非
常
に
意
識
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
出
現
に
よ
っ
て
、
曰
本

文
化
同
質
論
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
排
除
さ
れ
て
き
た
人

び
と
の
民
俗
も
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
方

法
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
民
俗
の
地
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７９部落解放研究と民俗学の課題

域
性
、
換
言
す
れ
ば
地
域
の
民
俗
的
特
徴
を
明
ら
か
に
で
き
る
可

能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
被
差
別
部
落
の
問
題

を
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
そ
の
地
区
の
抱
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を
民
俗
事
象
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
明
ら
か
に
で
き
る
か
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

方
法
は
被
差
別
部
落
の
民
俗
を
対
象
と
す
る
場
合
、
非
常
に
有
効

的
な
手
段
と
な
り
え
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

よ
う
。

１
差
別
と
ケ
ガ
レ
論
・
境
界
論

近
年
の
民
俗
学
に
お
い
て
、
被
差
別
民
に
対
す
る
研
究
の
重
要

性
が
少
し
ず
つ
で
あ
る
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

新
た
な
民
俗
学
の
方
向
性
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
『
現
代
民
俗
学

（
泌
）

入
門
」
で
差
別
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
宮
田
登
に
ょ
っ

（
”
）
 

て
「
ケ
ガ
レ
の
民
俗
誌
」
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
宮
田
の
研
究
は

「
差
別
の
文
化
的
要
因
」
と
い
う
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
「
今
後
の

被
差
別
部
落
の
民
俗
調
査
に
役
立
つ
べ
き
民
俗
事
象
理
解
の
基
礎

知
識
を
能
う
る
か
ぎ
り
」
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
民

俗
学
か
ら
の
部
落
解
放
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
、

は
ず
だ
。
差
別
意
識
が
最
初
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
他
と
の
接

（
”
）
 

触
の
中
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
傍
点
政
岡
）

要
す
る
に
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
差
別
は
差
別
を
す
る
側
に
原

因
が
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
が
あ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
も
の
と

い
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
差
別
を
す
る
側
と
い
う
の
は
、
具

体
的
に
は
柳
田
民
俗
学
に
お
け
る
常
民
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
す

れ
ば
民
俗
学
の
成
果
か
ら
も
最
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
方
法
で

も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
解
放
研
究
に
か
か
わ

る
民
俗
学
か
ら
の
発
一
一
一
一
口
は
こ
の
立
場
か
ら
の
も
の
が
主
流
と
な
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
民
俗
学
に
お
け
る
被

差
別
部
落
の
民
俗
資
料
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
差
別
が
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
い
う
関
係

性
で
成
立
す
る
こ
と
に
対
し
、
差
別
す
る
側
の
論
理
の
み
を
分
析

す
る
こ
と
で
関
係
性
の
問
題
で
あ
る
差
別
を
な
く
す
た
め
の
提
言

が
本
当
に
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
森
栗
茂
一
が
自
ら

の
著
書
に
対
す
る
批
判
と
し
て
紹
介
し
た
差
別
の
論
理
を
解
明
す

る
と
い
う
こ
と
が
逆
に
差
別
肯
定
論
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
可
能
性

（
卯
）

も
秘
め
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
立
場
を
と
る
研
究
者
の
大

き
な
悩
み
で
も
あ
る
が
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
の
実
態
を
考
慮
せ

ず
、
単
に
差
別
は
差
別
す
る
側
の
論
理
だ
か
ら
常
民
（
部
落
外
）

の
論
理
だ
け
で
よ
い
と
い
う
意
見
に
対
す
る
反
応
と
し
て
認
識
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
一
被
差
別
民
に
対
す
る
民
俗
学
の
研
究
視
角

次
の
点
を
指
摘
す
る
。
ま
ず
「
被
差
別
の
テ
ー
マ
に
絡
め
て
い
う

な
ら
、
民
俗
学
は
、
民
間
伝
承
を
通
し
て
、
民
俗
学
的
世
界
の
中

か
ら
、
被
差
別
と
い
う
も
の
の
文
化
的
要
因
は
何
で
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
探
り
出
す
と
こ
ろ
に
大
き
な
目
標
を
置
い
て
い
る
と

い
え
よ
う
」
と
し
「
差
別
と
い
う
の
は
文
化
事
象
と
し
て
と
ら
え

る
べ
き
」
で
あ
り
「
差
別
を
生
ぜ
し
め
る
文
化
的
要
因
に
は
、
例

え
ば
こ
こ
で
と
り
上
げ
る
ケ
ガ
レ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
大

方
承
知
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
あ
る

意
味
で
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
被
差
別
民
を
対
象
と
す

る
研
究
の
一
般
的
傾
向
を
言
い
あ
て
て
い
る
と
も
い
え
る
。
例
え

ば
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
の
課
題
を
ま
と

め
た
森
栗
茂
一
も
ハ
レ
・
ケ
ガ
レ
・
キ
ョ
メ
・
ヶ
の
関
連
構
造
の

中
で
キ
ヨ
〆
と
い
う
も
の
に
注
目
し
、
差
別
の
問
題
を
読
み
解
こ

（
躯
）

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ガ
レ
論
を
基
盤
と
し
た
研
究
の

特
徴
を
考
え
る
上
で
、
伊
東
久
之
の
発
一
一
一
一
口
は
参
考
に
な
る
。

差
別
の
原
因
は
差
別
さ
れ
て
い
る
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

主
と
し
て
周
囲
で
差
別
し
て
い
る
側
に
あ
る
。
だ
か
ら
発
想
を

転
換
し
て
、
む
し
ろ
周
囲
の
村
々
に
も
調
査
に
入
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
も
差
別
意
識
を
直
接
聞
き
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
成

功
し
な
い
。
一
般
的
な
、
そ
の
地
域
に
共
通
す
る
伝
統
的
な
観

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

念
を
確
か
め
る
中
で
、
な
に
を
異
な
る
も
の
と
理
解
し
、
な
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
「
け
が
れ
」
と
認
識
し
て
い
る
か
を
確
か
め
て
い
け
ば
よ
い

さ
て
、
こ
れ
ら
と
関
連
す
る
分
野
と
し
て
、
被
差
別
部
落
に
お（
訓
）

け
る
生
業
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
沖
浦
和
光
の
『
竹
の
民
俗
誌
』

（
犯
）

や
永
瀬
康
博
の
皮
革
産
業
史
の
研
究
、
ま
た
近
江
八
幡
市
か
ら
出

（
羽
）

さ
れ
た
『
近
江
八
幡
の
部
落
史
く
ら
し
と
し
ぎ
」
と
」
な
ど
、
す

ぐ
れ
た
研
究
が
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
分
野
で
あ
り
、
特
に
近
江
八

幡
の
も
の
は
部
落
史
編
纂
事
業
と
の
関
連
の
中
で
被
差
別
部
落
の

民
俗
も
取
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
視
点
が
行
政
へ
も
広
が
っ
て

き
た
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
が
指

摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
生
業
と
い
う
の

は
、
い
わ
ゆ
る
被
差
別
部
落
に
特
徴
的
な
、
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
部
落
外

か
ら
賤
視
さ
れ
る
よ
う
な
仕
事
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
傾
向
が
非

常
に
強
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
先
の
ケ
ガ
レ
論
や

境
界
論
か
ら
差
別
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
研
究
の
影
響
が
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
業
種
が
本
当
に
被

差
別
部
落
の
民
俗
の
中
で
象
徴
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
的
な
産
業
が
被
差
別

部
落
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
す
べ
て
の

民
俗
の
中
で
こ
れ
が
被
差
別
部
落
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
正
当

性
を
も
つ
の
か
、
被
差
別
部
落
の
生
活
レ
ベ
ル
か
ら
、
換
言
す
れ

ば
被
差
別
部
落
の
立
場
か
ら
み
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
が
本

当
に
象
徴
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
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２
被
差
別
部
落
の
民
俗
研
究

で
は
、
被
差
別
部
落
の
立
場
か
ら
の
民
俗
研
究
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
赤
松
啓
介
は
『
非
常
民
の

民
俗
文
化
」
や
『
差
別
の
民
俗
学
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
柳
田
民
俗
学
の
対
象
外
で
あ
っ
た
差
別
の
問
題
や
性
に
関
す

（
弧
）

る
民
俗
な
ど
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
お
り
、
柳
田
民

俗
学
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
つ
つ
あ
る
近
年
、
福
田
ア

ジ
オ
や
岩
田
重
則
に
よ
っ
て
、
民
俗
学
史
に
お
け
る
位
置
付
け
や

（
弱
）

そ
の
意
義
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
な
ど
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
赤
松
の
研
究
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
柳
田
民
俗
学
に

対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
非
常
民
や
常
民
の
こ
れ
ま
で
取

り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
生
活
の
部
分
を
浮
き
彫
り
に
し
た
点
で
注

目
さ
れ
る
。
柳
田
民
俗
学
が
美
し
い
表
の
部
分
を
中
心
に
研
究
を

す
す
め
て
き
た
の
に
対
し
、
赤
松
は
と
も
す
れ
ば
人
び
と
が
あ
ま

り
話
し
た
が
ら
な
い
裏
の
部
分
を
描
き
だ
し
た
と
い
う
点
で
評
価

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
柳
田
民
俗
学
が
描
こ
う
と
し

た
部
分
も
赤
松
啓
介
が
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
部
分
も
す
べ

て
ム
ラ
の
中
で
展
開
さ
れ
た
生
活
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
い
ず
れ
も
ム
ラ
の
生
活
の
一
面
を
一
一
一
一
口
い
表
わ

摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
貧
し
さ
の
影
響
を
み
る
。
そ
し
て
、

「
荒
堀
地
区
の
民
俗
は
農
村
型
の
民
俗
と
都
市
型
の
民
俗
と
を
あ

わ
せ
も
っ
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
被
差
別
部
落
の
民
俗
の
特
質
に
つ
い
て
、
地
域
を
限
定

し
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
民
俗
の
諸
相
を
調
査
し
た
上
で
の
非
常
に

興
味
深
い
指
摘
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
分
析
結
果
が
「
調
査

を
終
え
て
」
と
い
う
総
括
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ど
の

よ
う
な
民
俗
事
象
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

分
析
し
た
の
か
が
省
か
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
項
目
羅
列
主
義
的

な
記
述
方
法
と
な
っ
て
い
る
点
も
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を

含
め
て
も
被
差
別
部
落
の
民
俗
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
、
そ
の
特

質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
。

（
犯
）

ま
た
、
乾
武
俊
の
一
連
の
研
究
や
中
村
水
名
子
・
坪
井
和
子
・

（
羽
）

多
田
恵
美
子
の
業
績
の
他
、
部
落
解
放
研
究
所
よ
り
「
被
差
別
部

（
い
）

落
の
民
俗
伝
承
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
『
被
差
別
部
落
の

民
俗
伝
承
』
は
大
阪
府
全
域
の
被
差
別
部
落
を
対
象
と
す
る
大
規

模
な
調
査
報
告
で
あ
り
、
そ
の
ま
と
め
方
も
地
域
性
を
考
慮
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
中
に
は
い
く
つ
も
の
興
味

深
い
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
本
論
に
か
か
わ
る
部
分
に

つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
、
社
会
組
織
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
被
差
別
部
落
で
は
貧

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
赤
松
の
民
俗
学
は
柳
田
民
俗
学
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
そ
う
で
は
な
く
、
生

活
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
、
相
互
補
完

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
赤
松
の
研
究
は
柳
田
民
俗

学
の
成
果
と
の
関
連
の
中
で
独
自
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
柳

田
民
俗
学
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

民
俗
学
の
今
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
の
赤
松
が
提
起
し
た
部
分
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
く
か
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
被
差
別
部
落
を
対
象
と
し
た
民
俗
誌
も
い
く
つ
か
発
表

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
亀
山
慶
一
・
宮
本
袈
裟
雄
の
指
導
の
も

と
長
野
県
同
和
教
育
推
進
協
議
会
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
荒
堀

（
妬
）

地
区
の
民
俗
と
生
活
」
や
、
谷
口
貢
・
宮
本
袈
裟
雄
に
よ
っ
て
執

筆
さ
れ
た
「
被
差
別
部
落
の
民
俗
Ｉ
関
東
一
農
村
大
平
町
榎
本

（
”
）
 

の
事
例
１
－
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
前
者
で
宮
本
袈
裟
雄
は

「
荒
堀
地
区
の
民
俗
は
、
従
来
民
俗
学
が
主
要
な
分
析
対
象
と
し

て
き
た
農
・
山
・
漁
村
の
民
俗
文
化
と
対
比
し
て
も
本
質
的
に
は

相
違
す
る
こ
と
が
な
い
と
思
わ
れ
る
」
が
、
次
の
点
に
特
色
が
あ

る
と
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
経
済
伝
承
と
し
て
、
多
様
な
職
種

が
み
ら
れ
同
時
に
同
一
の
人
が
幾
種
も
の
職
業
に
従
事
し
て
い
る

点
と
、
第
二
に
技
術
伝
承
に
は
「
創
意
工
夫
」
の
中
で
の
生
活
が

あ
ら
ゆ
る
面
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
第
三
に
社
会
組
織
や
年
中
行

事
・
通
過
儀
礼
に
お
け
る
開
放
性
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指

し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
家
産
を
背
景
に
し
た
家
が
成
立

す
る
の
が
難
し
い
点
が
想
定
で
き
る
が
、
こ
れ
を
示
す
よ
う
に
若

者
集
団
が
顕
著
で
あ
り
、
か
つ
「
タ
ル
コ
ロ
ガ
シ
」
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
婚
姻
に
お
け
る
積
極
的
関
与
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
典
型

的
な
事
例
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
江
守
五
夫
も

年
齢
階
梯
制
が
維
持
さ
れ
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
生
産
力
の
低
さ

（
皿
）

を
上
げ
て
い
る
が
、
被
差
別
部
落
の
社
〈
玄
組
織
の
基
盤
と
し
て
年

齢
階
梯
制
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
経
済
的
貧
困

が
民
俗
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
注

目
さ
れ
る
と
と
も
に
、
曰
本
の
年
齢
階
梯
制
を
考
え
る
上
で
も
重

要
な
資
料
と
な
り
え
る
点
も
指
摘
で
き
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
稲
作
文
化
を
基
盤
と
し
た
儀
礼
が

顕
著
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
府
下
の
被
差
別
部
落
の
ほ
と
ん

ど
は
、
「
大
正
」
の
こ
ろ
は
な
お
「
農
業
」
的
立
地
条
件
の
場
所
に

位
置
し
て
い
た
が
、
「
農
業
」
か
ら
は
疎
外
さ
れ
て
い
た
。
「
出
作
」

「
小
作
」
「
曰
雇
」
な
ど
の
形
で
し
か
「
農
業
」
に
か
か
わ
れ
な
か

っ
た
人
が
多
い
」
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
部
落
外
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
要
因
と
し
て
本
書
は
次
の
二
点
を
想
定
す
る
。

⑪
農
耕
民
俗
文
化
の
「
被
差
別
部
落
へ
の
浸
透
」
も
し
く
は

「
農
耕
文
化
へ
の
あ
こ
が
れ
」

②
部
落
差
別
と
い
う
「
差
別
・
被
差
別
の
関
係
」
が
固
定
化
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な
い
し
、
貧
し
さ
に
つ
い
て
も
単
な
る
事
実
の
羅
列
だ
け
で
は
意

味
が
な
い
。
し
か
し
、
地
区
の
姿
と
そ
の
問
題
を
直
視
で
き
る
民

俗
学
は
、
被
差
別
部
落
の
貧
し
さ
や
被
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
、

民
俗
事
象
へ
の
影
響
な
ど
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
考
え
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
が
こ

れ
ま
で
の
民
俗
学
の
成
果
と
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
ば
か
り
か
、

そ
こ
に
は
稲
作
文
化
の
影
響
も
み
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
は
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
違
い
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
差
別
に
つ
な
が
る
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
し
て
、
民
俗
的
に
は
違
い
が
み
ら
れ
な

い
の
に
研
究
レ
ベ
ル
で
も
被
差
別
部
落
の
問
題
が
ケ
ガ
レ
論
や
境

界
論
だ
け
で
語
ら
れ
た
り
、
一
部
の
生
業
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
被

差
別
部
落
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
生
活
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
の
み
が
語
ら
れ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
だ
け
を
象
徴
化
し
取
り
上
げ
て
も
被
差
別
部
落

の
本
当
の
姿
は
描
け
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
の
被

差
別
部
落
の
民
俗
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
特
徴
的
だ
と
さ
れ
る
民
俗
が
果
た
し
て
実
際

の
被
差
別
部
落
の
人
び
と
の
生
活
に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
か
否

か
検
討
し
た
上
で
発
一
一
一
一
口
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

民
俗
学
か
ら
の
具
体
的
方
法
と
し
て
は
、
先
の
特
徴
か
ら
も
地
域

し
、
差
別
の
「
境
界
意
識
」
が
ム
ラ
と
ム
ラ
を
遮
断
す
る

以
前
の
、
「
民
俗
を
支
え
る
基
層
心
意
の
残
存
」
に
由
来
す

る
。

そ
し
て
、
②
に
比
重
を
お
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
見
解
に
は
原
因
を
歴
史
的
に
探
ろ
う
と
す
る
傾
向

が
う
か
が
え
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
よ
り
も
異
質
視
さ
れ
る
被
差
別

部
落
は
実
は
異
質
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
部
落
外
の
ム
ラ
と
同
様
に

稲
作
文
化
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
主
張
す
べ
き
で
あ
る

と
考
え
る
。
確
か
に
、
子
細
に
点
検
す
れ
ば
微
妙
な
ズ
レ
も
認
め

ら
れ
る
と
い
う
が
、
稲
作
文
化
を
基
盤
と
す
る
民
俗
に
は
違
い
な

い
。
こ
の
被
差
別
部
落
に
お
け
る
稲
作
儀
礼
の
存
在
は
非
常
に
重

要
で
あ
り
、
曰
本
の
稲
作
文
化
を
考
え
る
上
で
も
今
後
は
こ
の
点

に
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は

被
差
別
部
落
の
民
俗
を
調
査
検
討
し
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
本
書
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
は
非
常
に
評
価
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
今
後
は
、
こ
の
成
果
を
生
か
し
な
が
ら

ど
の
よ
う
な
調
査
研
究
が
可
能
で
あ
る
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
被
差
別
部
落
の
民
俗
誌
的
研
究
の
成

果
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
例
え

ば
、
森
栗
茂
一
は
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

民
俗
学
的
な
方
法
か
ら
の
分
析
が
も
っ
と
も
有
効
な
手
段
と
な
り

え
る
で
あ
ろ
う
。

被
差
別
部
落
の
人
び
と
は
違
う
と
い
う
根
拠
の
な
い
異
質
性
が

差
別
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、

被
差
別
部
落
の
民
俗
に
ほ
と
ん
ど
違
い
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
偏
見
に
基
づ
く
異
質
性
に
よ
っ
て
論
理
構
築
さ
れ
て
い
る

差
別
の
認
識
に
対
し
、
反
論
で
き
る
デ
ー
タ
と
し
て
も
重
要
で
あ

る
。
ま
た
、
差
別
す
る
側
の
異
質
性
と
被
差
別
部
落
の
実
態
の
ズ

レ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
点
も
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
質
性
が
み
ら
れ
な
が
ら
も
差
別
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
訴
え
は
、
被
差

別
部
落
の
民
俗
が
部
落
外
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
検
証
し

て
は
じ
め
て
説
得
力
を
も
つ
も
の
に
な
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
差
別
す
る
側
の
論
理
だ
け
を
追
求
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で

は
な
く
、
こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
も
被
差
別
部
落
の
民
俗
誌
的
な

調
査
研
究
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
被
差
別
部
落
と

一
言
で
い
っ
て
も
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
被
差
別

部
落
の
民
俗
誌
的
研
究
は
こ
れ
ま
で
決
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き

た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
積
み
重
ね
、
被
差
別

部
落
の
民
俗
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
曰
本
の
民
俗
文
化

の
特
質
を
考
え
る
と
と
も
に
、
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
も
説
得
力

を
も
っ
て
訴
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
年
で
は
、
被
差
別
部
落
の
文
化
や
歴
史
を
記
述
し
よ
う
と

い
う
、
意
欲
的
な
取
り
組
み
が
少
な
く
な
い
が
、
柳
田
民
俗
学

的
な
調
査
項
目
の
羅
列
で
被
差
別
部
落
を
調
査
し
て
み
た
と
こ

ろ
で
、
被
差
別
部
落
の
貧
し
さ
と
被
差
別
の
悔
し
さ
以
外
に
何

が
記
録
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
を
学
問
と
称
し
て
啓
発
し
た
と
こ

ろ
で
、
何
ゆ
え
の
差
別
な
の
か
誰
も
理
解
し
な
い
の
で
は
な

（
胆
）

い
か
。

ま
た
、
伊
東
久
之
も

た
だ
、
被
差
別
部
落
の
調
査
そ
の
も
の
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
情

報
を
与
え
て
く
れ
る
か
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
多
く
の

調
査
報
告
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
被
差
別
部
落
に
周
辺
の

村
々
と
特
別
に
異
な
る
民
俗
は
あ
ま
り
な
い
。
ほ
と
ん
ど
変
わ

り
ま
せ
ん
で
し
た
と
い
う
報
告
は
事
実
で
あ
り
必
要
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
た
と
こ
ろ
で
、
差
別
の
根
源
に
迫
ろ
う

〈
鯛
）

と
す
る
資
料
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
み
て
も
被
差
別
部
落
の
民
俗
誌
的
調

査
研
究
の
必
要
性
は
必
ず
し
も
積
極
的
に
主
張
さ
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
ケ
ガ
レ
論
や
境
界
論
か
ら
の
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
す
る

た
め
の
発
言
で
あ
る
が
、
実
は
筆
者
は
こ
の
考
え
に
は
基
本
的
に

賛
同
で
き
な
い
。
確
か
に
差
別
が
差
別
す
る
側
に
大
き
な
要
因
が

あ
り
、
差
別
す
る
側
の
論
理
を
探
る
こ
と
の
重
要
性
に
は
異
論
が
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以
上
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
と
っ
て
被
差
別
民
は
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
研

究
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題

点
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
の
今
後
の
課
題
と
し
て
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
個
別
の
ム
ラ
を
対
象
と
し
た
イ
ン
テ
ン
シ
プ
な

調
査
の
必
要
性
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
い
て
、
被
差

別
部
落
を
対
象
と
す
る
民
俗
調
査
は
、
部
落
外
に
比
べ
あ
ま
り
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
は
少
し
で
も
多
く
の
ム
ラ
や
マ
チ
を
対
象

と
す
る
調
査
研
究
の
積
み
重
ね
の
必
要
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の

場
合
、
こ
れ
ま
で
の
項
目
羅
列
主
義
に
よ
る
民
俗
誌
の
作
成
を
さ

け
、
民
俗
の
相
互
連
関
に
注
目
し
た
上
で
、
そ
の
構
造
的
特
質
を

明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
地
域
民
俗
学
的
方
法
に
よ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
点
と
し
て
、
第
一
点
の
成
果
を
う
け
て
、
今
後
は
農
村
な

ら
ば
部
落
外
の
農
村
と
の
比
較
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

ど
こ
が
共
通
し
て
ど
こ
が
違
う
の
か
詳
細
に
検
討
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
部
落
解
放
研
究
お

よ
び
今
後
の
民
俗
学
に
対
し
て
も
新
た
な
問
題
提
起
が
で
き
る
可

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
偏
見
に
対
す
る
反
論
材
料
と
し
て

民
俗
学
の
成
果
が
利
用
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
宮
田
登
は
「
民

俗
学
の
姿
勢
・
態
度
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
当
面
す
る
課
題

と
直
接
対
決
を
さ
け
る
よ
う
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が

す
る
。
む
し
ろ
搦
手
か
ら
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
見
付
け
よ
う
と

（
“
）
 

す
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で

の
民
俗
学
は
そ
の
こ
と
を
あ
ま
り
考
え
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宮
田
の
い
う
消
極
的
な
方
法
の
み
な
ら
ず
、

積
極
的
な
方
法
の
一
つ
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
今
後
は
、
差
別
す
る
側
の
ケ
ガ
レ
論
・
境
界
論
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
同
時
に
被
差
別
部
落
の
民
俗
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
差
別
は
両
者
の
関
係
性
に
よ
り
成
立
す
る
の
で

あ
り
、
部
落
解
放
に
向
け
て
の
研
究
に
お
い
て
も
両
者
は
相
互
補

完
的
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
両
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え

た
上
で
こ
そ
真
の
問
題
提
起
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
以
前
、
部
落
解
放
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
被
差
別
部
落
の
民
俗
伝
承
か
ら
の
問
い
か
け
」
の
際
、
質
疑
応

答
の
中
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
「
部
落
解
放
研
究
』
一
○
三
、
一

九
九
五
年
）
。

（
２
）
有
賀
喜
左
衛
門
「
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
総
序
Ｉ
渋
沢
敬
三
と

お
わ
り
に

能
性
が
で
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
点
は
、
民
俗
の
差
異
と
差
別
の
問
題
で
あ
る
。
曰
本
人
の

文
化
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
民
俗
学
に
お
い
て
、
曰

本
を
一
つ
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
文
化
を
も
つ
こ
と

こ
そ
が
特
質
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
違
い
に
は
格
差
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も

認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
し
て
、
違
い
を
差
別
の
正
当
化

に
利
用
す
る
論
理
に
対
し
て
は
強
く
反
対
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
第
四
点
と
し
て
、
差
別
の
具
体
的
な
聞
き
取

り
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
論
理
で
差
別
さ
れ
て
き
た

の
か
、
対
象
と
な
る
被
差
別
部
落
の
実
態
と
差
別
を
行
っ
た
ム
ラ

の
民
俗
的
特
質
を
検
討
し
た
上
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
論
理
が
生

ま
れ
て
く
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
差
別
は
関
係
性
の
中

で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
差
別
す
る
側
の
論
理
と
差
別
さ
れ

る
側
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
検
討
し
な
け
れ
ば
、
差
別
す

る
側
の
話
だ
け
で
お
わ
っ
て
し
ま
い
、
偏
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
差
別
の
文
化
的
要
因
を
探
る
具
体
的

な
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
差
別
論
理
の
偏
見

性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
と
し
て
の
存
在
と
と
も
に

文
化
的
に
も
同
じ
民
俗
を
基
盤
と
す
る
の
に
な
ぜ
差
別
さ
れ
な
け

柳
田
国
男
・
柳
宗
悦
Ｉ
」
（
「
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
三
、
一
九

七
二
年
）

（
３
）
福
田
ア
ジ
オ
「
常
民
論
ノ
ー
ト
」
（
木
代
修
一
先
生
喜
寿
記
念
論
文

集
三
「
民
族
史
学
の
方
法
』
雄
山
閣
、
一
九
七
七
年
、
『
日
本
民
俗

学
方
法
序
説
」
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
に
再
録
）

（
４
）
柳
田
国
男
「
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
（
刀
江
書
院
、
一
九
三
五
年
、

「
定
本
柳
田
国
男
集
」
二
五
、
以
下
『
定
本
』
と
表
す
）

（
５
）
前
掲
書
（
４
）

（
６
）
柳
田
国
男
「
民
間
伝
承
論
』
（
現
代
史
学
大
系
七
、
共
立
社
、
一
九

三
四
年
）

（
７
）
「
常
民
」
二
民
俗
学
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
五
一
年
）

（
８
）
座
談
会
「
日
本
文
化
の
伝
統
に
つ
い
て
」
（
『
近
代
文
学
三
九
五
七

年
一
・
二
月
号
）

（
９
）
前
掲
論
文
（
３
）

（
、
）
柳
田
国
男
「
所
謂
特
殊
部
落
ノ
種
類
」
ｓ
国
家
学
会
雑
誌
」
、
一
九

一
三
年
、
『
定
本
」
一
一
七
）

（
ｕ
）
宮
田
登
「
非
常
民
の
信
仰
」
（
「
文
化
」
、
一
九
七
六
年
。
「
ケ
ガ
レ
の

民
俗
誌
」
人
文
書
院
、
一
九
九
六
年
に
再
録
）

（
、
）
前
掲
論
文
（
３
）

（
Ⅲ
）
福
田
ア
ジ
オ
「
民
俗
学
に
と
っ
て
何
が
明
断
か
」
ｓ
柳
田
国
男
研

究
』
五
一
九
七
四
年
）

（
ｕ
）
柳
田
国
男
「
蝸
牛
考
」
（
「
人
類
学
雑
誌
」
四
一
一
’
四
～
七
、
一
九
二
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九
八
二
年
）

（
〃
）
部
落
解
放
同
盟
栃
木
県
連
合
会
・
同
女
性
部
「
被
差
別
部
落
の
民
俗

Ｉ
北
関
東
一
農
村
大
平
町
榎
本
の
事
例
ｌ
」
二
九
九
五
年
）

（
墾
乾
武
俊
「
伝
承
文
化
と
同
和
教
育
」
（
明
石
書
店
、
一
九
八
八
年
）
、

同
一
民
俗
文
化
の
深
層
被
差
別
部
落
の
伝
承
を
訪
ね
て
』
（
解
放

出
版
社
、
一
九
九
五
年
）

弱
）
中
村
水
名
子
・
坪
井
和
子
・
多
田
恵
美
子
「
被
差
別
部
落
そ
の
生

活
と
民
俗
」
（
解
放
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）

（
側
）
部
落
解
放
研
究
所
『
被
差
別
部
落
の
民
俗
伝
承
」
二
九
九
五
年
）

五
）
江
守
五
夫
「
年
齢
階
梯
制
の
社
会
構
造
」
（
『
法
律
論
叢
』
四
八
’

二
・
三
、
一
九
七
五
～
六
年
。
『
日
本
村
落
社
会
の
構
造
』
弘
文
堂
、

一
九
七
六
年
に
再
録
）

亜
）
前
掲
論
文
（
羽
）

七
年
、
「
定
本
」
一
八
）

定
）
前
掲
論
文
（
、
）

（
砧
）
坪
井
洋
文
「
民
俗
研
究
の
現
状
と
課
題
」
Ｓ
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

研
究
報
告
雪
、
’
九
八
二
年
。
「
稲
を
選
ん
だ
日
本
人
』
未
来
社
、

一
九
八
一
一
年
に
再
録
）

（
Ⅳ
）
宮
本
常
一
の
業
績
に
つ
い
て
は
著
作
集
が
未
来
社
か
ら
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

（
肥
）
前
掲
論
文
（
肥
）

西
）
伊
藤
幹
治
「
稲
作
儀
礼
の
研
究
』
（
而
立
書
房
、
一
九
七
四
年
）

元
）
竹
田
聴
洲
「
常
民
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
民
俗
学
会
報
」

四
九
、
一
九
六
七
年
、
「
竹
田
聴
洲
著
作
集
」
八
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
九
三
年
に
再
録
）

五
）
大
月
隆
寛
「
常
民
。
民
俗
・
伝
承
」
（
「
常
民
文
化
』
九
、
一
九
八
六

年
。
『
民
俗
学
と
い
う
不
幸
」
青
弓
社
、
一
九
九
二
年
に
再
録
）

宛
）
前
掲
論
文
（
Ⅲ
）

（
羽
）
福
田
ア
ジ
オ
「
民
俗
学
と
村
」
（
「
日
本
民
俗
学
講
座
』
二
、
朝
倉
書

店
、
一
九
七
六
年
、
『
曰
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九

八
一
一
一
年
に
再
録
）

（
皿
）
福
田
ア
ジ
オ
「
民
俗
学
に
お
け
る
比
較
の
役
割
」
二
日
本
民
俗
学
』

九
三
一
九
七
四
年
）

（
坊
）
宮
田
登
「
地
方
史
研
究
と
民
俗
学
」
（
『
史
潮
三
○
○
、
一
九
六
七

年
）

追
記本
論
は
一
九
九
六
年
八
月
一
一
日
に
部
落
解
放
研
究
所
の
伝
承

文
化
部
会
で
発
表
し
た
原
稿
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
ま
と
め
な
お

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た

乾
武
俊
・
西
岡
陽
子
両
先
生
を
は
じ
め
部
会
員
の
皆
様
に
記
し
て

謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
紙

数
の
関
係
や
筆
者
の
力
量
不
足
の
た
め
、
本
来
な
ら
ば
取
り
上
げ

る
べ
き
研
究
が
落
ち
て
い
た
り
内
容
に
偏
り
が
み
ら
れ
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
関
係
分
野
諸
氏
と
読
者
の
方
々
に
は
陳
謝
し
た

い
◎ （
妬
）
伊
東
久
之
。
内
な
る
も
の
」
と
「
外
な
る
も
の
」
」
（
「
現
代
民
俗
学

入
門
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）

（
〃
）
宮
田
登
「
ケ
ガ
レ
の
民
俗
誌
』
（
人
文
書
院
、
一
九
九
六
年
）

（
肥
）
森
栗
茂
一
．
部
落
史
の
に
な
わ
な
か
っ
た
も
の
」
と
「
民
俗
学
が

凝
視
し
な
か
っ
た
も
の
」
」
（
『
部
落
解
放
研
究
』
八
七
、
一
九
九
一
一

年
）

（
別
）
前
掲
論
文
（
妬
）

（
型
前
掲
論
文
（
肥
）

（
Ⅲ
）
沖
浦
和
光
『
竹
の
民
俗
誌
ｌ
日
本
文
化
の
深
層
を
探
る
Ｉ
』
（
岩
波

新
書
、
一
九
九
一
年
）

（
理
永
瀬
康
博
『
皮
革
産
業
史
の
研
究
ｌ
甲
冑
武
具
よ
り
み
た
加
工
技

術
と
そ
の
変
遷
ｌ
」
（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
）

（
翌
近
江
八
幡
市
「
近
江
八
幡
の
部
落
史
く
ら
し
と
し
ご
と
』
（
一
九

九
一
一
年
）

（
弧
）
赤
松
啓
介
『
非
常
民
の
民
俗
文
化
』
（
明
石
書
店
、
一
九
八
六
年
）
、

同
「
非
常
民
の
民
俗
境
界
』
（
明
石
書
店
、
一
九
八
八
年
）
、
同
「
非

常
民
の
性
民
俗
』
（
明
石
書
店
、
一
九
九
一
年
）
、
同
『
差
別
の
民
俗

学
』
（
明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

詔
）
福
田
ア
ジ
オ
「
日
本
の
民
俗
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」
（
「
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
」
一
一
七
、
一
九
九
○
年
）
、
岩
田
重
則
「
赤
松

啓
介
の
民
俗
学
」
二
曰
本
民
俗
学
」
一
九
七
、
一
九
九
四
年
）

（
妬
）
長
野
県
同
和
教
育
推
進
協
議
会
「
荒
堀
地
区
の
民
俗
と
生
活
」
二

（
偲
豆
別
掲
論
文
（
妬
）

（
“
）
前
掲
書
（
Ⅳ
）




