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特
集近
年
の
民
俗
学
に
お
い
て
、
差
別
問
題
や
被
差
別
部
落
の
民
俗

に
対
す
る
関
心
が
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で
部
落
問
題
に
関

わ
っ
て
き
た
民
俗
学
関
係
の
研
究
者
の
成
果
が
相
次
い
で
ま
と
め

ら
れ
、
ま
た
全
国
各
地
の
各
支
部
か
ら
も
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て

き
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
俗
学
に
お
け
る
講
座
本
や
概
説
書
、
ま

た
一
般
向
け
の
啓
発
書
に
も
差
別
の
問
題
が
必
ず
と
り
あ
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
そ
の
学
問
的
重
要
性
が
徐
々
に
で
は
あ
る

が
認
識
さ
れ
は
じ
め
て
き
た
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
特
に
一
九
九
○
年
以
降
の
差
別
問
題
お
よ

び
被
差
別
部
落
に
関
わ
る
研
究
を
中
心
に
、
そ
の
い
く
つ
か
を
と

差
別
の
論
理
と
被
差
別
部
落
の
実
態

は
じ
め
に

ｌ
民
俗
伝
承
研
究
の
現
状
と
課
題
Ｉ

り
あ
げ
、
内
容
を
概
観
し
た
上
で
、
近
年
に
お
け
る
民
俗
学
の
研

究
動
向
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

近
年
、
新
た
な
民
俗
学
の
方
向
性
が
模
索
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な

流
れ
の
中
で
差
別
の
問
題
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
過
程
で
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
が
な

ぜ
被
差
別
民
を
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
検
討
す
る
研
究
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
宮
田
登
は

曰
本
民
俗
学
の
基
礎
概
念
で
あ
る
「
常
民
」
に
注
目
し
、
こ
れ
が

「
ご
く
普
通
の
百
姓
」
に
限
定
さ
れ
た
事
実
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

「
こ
う
い
う
初
め
か
ら
除
外
す
る
部
分
が
あ
っ
た
上
で
常
民
が
存

一
一
柳
田
民
俗
学
と
被
差
別
民 政
岡
伸
洋
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在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
常
民
を
主
流
と
し
た
日
本
民
俗
学

は
、
当
初
か
ら
一
つ
の
限
界
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
常
民
」
観
が
確
立
さ
れ
る
に

し
た
が
っ
て
、
常
民
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
被
差
別
民
を
含
む
人
々
、

つ
ま
り
「
非
常
民
」
に
つ
い
て
は
、
曰
本
社
会
・
文
化
へ
与
え
た

影
響
や
、
異
人
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
常
民
に
お
け
る
位
置
付
け

に
注
目
す
る
研
究
も
み
ら
れ
た
が
、
「
非
常
民
」
そ
の
も
の
が
伝
え

て
き
た
民
俗
の
研
究
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
の
で
あ
る
（
宮
田
登
二
九
九
六
、
六
四
～
七
一
）
。
つ
ま
り
、

宮
田
の
見
解
は
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
は
対
象
を
限
定
し
、
非
常
民

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
被
差
別
民
の
民
俗
が
と
り
あ
げ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、

基
本
的
に
は
常
民
と
い
う
考
え
方
を
受
け
た
形
で
の
論
と
な
っ
て

こ
れ
に
対
し
、
政
岡
伸
洋
二
九
九
七
）
で
は
宮
田
の
い
う
常

民
概
念
と
と
も
に
方
法
論
や
曰
本
文
化
に
対
す
る
認
識
を
も
含
め

た
上
で
、
柳
田
民
俗
学
は
稲
作
文
化
を
基
軸
と
し
た
日
本
文
化
同

質
論
を
も
と
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
事
実
か
ど
う
か
検
討
さ
れ
る

こ
と
な
く
異
質
と
さ
れ
た
被
差
別
民
は
、
漁
民
や
畑
作
民
と
と
も

に
そ
の
研
究
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
民
俗
学
の
対
象
を
示
す
「
常
民
」
の
概
念
が
変
化

し
、
日
本
文
化
に
対
す
る
認
識
も
多
元
的
な
視
点
が
導
入
さ
れ
る

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
の
成
果
を
総
括
し
、
新

た
な
方
向
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
講
座
本
や
概
説
害
で
あ
り
、

そ
こ
に
差
別
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
般
向
け
の
啓
発
書
に
も
乾
武
俊
二

九
九
七
、
一
九
九
八
ａ
）
が
載
せ
ら
れ
る
な
ど
、
こ
の
問
題
が
民

俗
学
に
と
っ
て
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
化

し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
戦

前
か
ら
差
別
に
取
り
組
ん
で
き
た
赤
松
啓
介
の
研
究
が
八
○
年
代

後
半
以
降
に
な
っ
て
ま
と
め
ら
れ
（
赤
松
啓
介
二
九
八
六
、
一

九
八
八
、
一
九
九
三
一
九
九
五
）
、
そ
の
業
績
が
「
赤
松
啓
介
民

俗
学
選
集
』
（
岩
田
重
則
二
九
九
七
～
）
と
し
て
新
た
に
刊
行
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
背
景
に
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
と
い
う
の
は
、

現
在
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の

か
、
そ
の
傾
向
と
問
題
点
に
つ
い
て
森
栗
茂
一
の
ほ
か
、
宮
田
登

や
伊
東
久
之
の
研
究
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
ど
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
に
行
わ
れ

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
伊
東
久
之
は
差
別
の
前
提
と

し
て
、
「
曰
常
生
活
に
お
い
て
、
人
は
何
を
”
異
〃
と
感
じ
て
自
己

い
る
の
で
あ
る
。

１
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
の
意
義

と
と
も
に
、
方
法
論
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
を
批
判
す
る
形
で
個
別

分
析
法
や
地
域
民
俗
学
が
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と

り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
被
差
別
民
な
ど
が
対
象
と
な
る
基
盤
が
出

来
上
が
っ
た
と
し
、
あ
く
ま
で
柳
田
民
俗
学
を
否
定
し
新
た
な
方

向
性
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
段
階
で
は
じ
め
て
研
究
対
象
と
な
り

え
た
点
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宮
田
・
政
岡
両
者
の
見
解
に
は
微
妙
な
違
い
も

み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
従
来
の
民
俗
学
に
お
い
て
、
被

差
別
民
は
そ
の
実
態
が
調
査
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
最
初
か
ら
異
質

な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
研
究
対
象
に
な
り
え
な
か

っ
た
と
い
う
点
は
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

近
年
、
特
に
九
○
年
代
に
入
っ
て
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た

の
が
、
差
別
に
関
わ
る
民
俗
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
最
近
で
は
部
落
差
別
に
関
わ
る
民
俗
学
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
と
い
え
ば
、
こ
の
立
場
を
と
る
研
究
が
注
目
を
集
め
、
森
栗

茂
一
の
一
連
の
研
究
（
森
栗
茂
一
二
九
九
○
、
一
九
九
二
、
一

九
九
四
、
’
九
九
八
）
を
は
じ
め
、
先
の
宮
田
登
二
九
九
六
）

や
伊
東
久
之
二
九
九
六
）
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
特
に

注
目
さ
れ
る
の
は
、
森
栗
（
’
九
九
八
）
や
伊
東
の
論
文
が
掲
載

と
区
別
し
、
他
を
差
別
す
る
の
か
」
と
い
う
点
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

差
別
の
問
題
は
政
治
性
・
経
済
性
を
超
え
て
「
人
が
「
異
」
と
か

「
同
」
と
か
を
認
識
す
る
原
因
は
心
性
の
深
い
部
分
に
か
か
わ
っ

て
」
お
り
、
「
多
く
の
場
合
、
不
合
理
で
因
習
的
な
部
分
を
と
も
な

っ
て
い
ろ
」
こ
と
か
ら
、
「
民
俗
学
が
こ
う
し
た
問
題
の
解
明
に
寄

与
で
き
る
部
分
は
非
常
に
大
き
い
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ

う
な
差
別
問
題
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
な
視
点
が
欠
落
す
れ
ば
、
学

問
そ
の
も
の
が
い
び
つ
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
警
告
し
、
民

俗
学
に
と
っ
て
差
別
の
問
題
を
扱
う
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る

の
で
あ
る
（
伊
東
久
之
二
九
九
六
、
一
四
一
～
’
四
一
一
）
。

な
お
、
こ
の
視
点
は
柳
田
民
俗
学
が
差
別
や
性
の
問
題
を
切
り

捨
て
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
こ
れ
ら
の
存
在
を
重
視
す
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
赤
松
啓
介
二
九
九
五
）
の
見
解
と
対
応
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
伊
東
の
見
解
を
一
言
で
い
う
と
、
差
別
問
題

解
消
に
向
け
て
の
差
別
の
理
解
に
民
俗
学
は
大
き
な
武
器
と
な
り

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
中
の
「
心
性
」
と
は
従

来
の
民
俗
学
の
目
的
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
け
る
「
日
本
人
の
心

性
」
や
「
エ
ト
ノ
ス
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
と
対
応
し
て

お
り
、
民
俗
学
が
と
り
あ
げ
て
き
た
資
料
は
こ
の
学
問
が
で
き
る

ま
で
「
不
合
理
で
因
習
的
な
」
も
の
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
従
来
の
民
俗
学
の
資
料
論
や
学
問

三
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
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き
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
宮
田

登
は
「
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
な
か
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
お
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
、
（
中
略
）
ケ
ガ
レ
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
方
承
知
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
近
年

の
民
俗
学
の
立
場
か
ら
の
視
点
一
般
的
傾
向
を
言
い
あ
て
て
い
る

（
宮
田
登
二
九
九
六
、
九
）
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
ケ
ガ
レ
論
と
い
う
の
は
、

今
曰
の
差
別
問
題
に
関
わ
る
議
論
と
は
や
や
距
離
が
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
差
別
論
に
引
き
寄
せ
て
検
討
し
た
の

が
森
栗
茂
一
で
あ
る
。
森
栗
は
ま
ず
「
ハ
レ
と
ケ
の
一
一
つ
の
状
態

と
い
う
定
説
を
支
持
し
つ
つ
、
問
題
は
状
態
か
ら
状
態
へ
の
変
化
。

す
な
わ
ち
動
態
と
い
う
か
、
ベ
ク
ト
ル
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
か
、

ム
ー
プ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
し
た
。
ケ
が
枯
れ
る
（
離
れ
る
）
こ
と

に
よ
る
動
態
を
ケ
ガ
レ
と
呼
び
、
逆
に
ハ
レ
の
祭
に
よ
っ
て
ケ
に

戻
す
動
態
、
す
な
わ
ち
キ
ョ
メ
の
存
在
」
に
注
目
す
る
（
森
栗
茂

一
二
九
九
一
一
、
一
一
一
四
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
歴
史
的
視
点
を
加
味

し
、
中
世
の
「
清
目
と
い
う
再
生
の
役
割
を
担
っ
た
人
び
と
が
、

ケ
ガ
レ
の
身
分
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
ハ
レ
の
身
分
と
し
て

論
に
添
っ
た
形
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
的
理
解
の

方
法
を
用
い
て
差
別
解
消
に
向
け
て
の
提
言
を
行
っ
て
い
こ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
森
栗
茂
一
は
、
現
代
科
学
と
し
て
の
民
俗
学
と
い

う
の
は
近
代
市
民
社
会
を
内
省
す
る
学
問
で
あ
る
と
位
置
付
け
た

上
で
、
「
差
別
論
」
と
い
う
の
は
自
分
た
ち
の
社
会
の
限
界
と
問
題

を
自
ら
点
検
す
る
作
業
で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
か
ら
「
差
別
論
」

（
１
）
 

は
民
俗
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
具
体
的

に
は
「
差
別
は
、
差
別
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
意
識
さ

れ
ず
、
差
別
の
制
度
が
ゆ
ら
ぐ
と
き
に
心
性
と
し
て
意
識
化
す
る
」

と
し
、
山
下
恒
男
（
一
九
八
四
）
の
一
一
一
一
口
を
ひ
き
な
が
ら
、
「
今
あ
る

部
落
差
別
も
含
め
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
と
は
、
前
近
代
を
背
景

に
し
な
が
ら
「
明
治
以
降
の
近
代
化
の
過
程
で
現
出
し
た
も
の
」

で
あ
っ
た
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
沢
新
一
二
九
九

三
の
民
俗
学
の
知
性
は
近
代
の
所
産
と
い
う
見
解
を
受
け
て
、

「
民
俗
学
こ
そ
、
近
代
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
今
曰
の
差
別
を
解

析
す
る
技
術
の
一
つ
た
り
え
る
の
で
は
な
い
か
。
部
落
差
別
だ
け

で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
民
俗
社
会
が
近
代
に
入
っ
て
つ
く
っ
て

き
た
、
ま
た
は
顕
在
化
し
て
き
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
の
シ
ス
テ

ム
を
解
剖
し
て
い
き
、
な
ぜ
差
別
が
生
ま
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た

の
か
を
世
相
解
説
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

赤
松
啓
介
の
い
う
差
別
否
定
の
近
代
市
民
意
識
を
育
て
る
運
動
の

ロ
・
Ｏ
ｊ
０
。
□
０
‐
Ｉ
▲
■
●
■
旧
４
１
１
０
０
ロ
ヰ
カ
■
■
●
已
已
叩
姑
■
０
】
■
■
ｆ
凸
■
‐
■
ｐ
ｑ
ｑ
ｐ
９
Ⅱ
セ
ロ
勺
．
、
ワ
Ｌ
■
■
旧
珀
■
｛
｛
■
■
■
泊
ロ
叩
一
■
■
■
■
■
【
Ⅷ
Ⅲ
０
泪
邑
勺
色
■
一
』
０
○
日
咀
咀
”
四
句
ｎ
ｑ
ｕ
曰
Ⅱ
ｇ
Ｄ
Ｄ
ｎ
叩
二
与
凸
■
■
□
■
ｌ
印
‐
凸
■
■
■
■
ロ
ロ
ワ
ゴ
可
勺
Ｐ
■
■
■
△
｜
■
。
Ⅱ
８
－
Ｊ
・
１
，
６

の
支
配
者
、
ヶ
の
身
分
と
し
て
の
人
民
に
対
し
て
、
ケ
ガ
し
て
い

く
キ
ョ
メ
ら
れ
ろ
と
い
う
、
身
分
な
ら
ざ
る
状
態
変
化
の
概
念
が
、

近
世
身
分
制
度
に
お
け
る
ケ
ガ
レ
の
身
分
、
す
な
わ
ち
穣
多
・
非

人
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
歴
史
」
こ
そ
、
大
き
な
問
題
が
あ
る

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
森
栗
茂
一
二
九
九
八
、
七
一
一
一
）
。
ま
た
、

人
間
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
に
つ
い
て
も
、
境
界
論
を

援
用
し
つ
つ
「
常
民
に
と
っ
て
の
関
係
概
念
と
実
態
概
念
の
ズ
レ
」

が
差
別
の
強
弱
と
い
う
も
の
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の

で
あ
る
（
森
栗
茂
一
ｍ
一
九
九
一
一
、
一
一
七
～
三
一
一
）
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ガ
レ
・
境
界
論
を
基
盤
と
す
る
研
究
の

関
心
を
考
え
る
上
で
、
伊
東
久
之
の
発
一
一
一
一
口
は
参
考
に
な
る
の
で
引

用
し
た
い
。

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
。

（
中
略
）
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
何
を
異
な
る
も
の
と
理
解
し
、
何
を
「
ケ

ガ
レ
」
と
認
識
し
て
い
る
か
を
確
か
め
て
い
け
ば
よ
い
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
（
伊
東
久
之
二
九
九

六
、
一
四
一
一
）
。

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

２
差
別
と
ケ
ガ
レ
・
境
界
論

と
こ
ろ
で
、
差
別
解
消
に
向
け
て
民
俗
学
の
立
場
か
ら
検
討
す

る
と
き
、
差
別
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ

を
読
み
解
く
手
段
と
し
て
、
ケ
ガ
レ
論
や
境
界
論
が
利
用
さ
れ
て

一
端
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
森
栗

茂
一
二
九
九
八
、
六
七
～
六
八
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
伊
東
が
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
と
い
う
も
の
を

ふ
ま
え
た
上
で
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
森
栗
の
主
張

は
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
現
在
の
問
題
と
し
て
の
差
別
と
い
う
点
を

よ
り
強
調
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
民
俗
学
的
知
識

と
い
う
も
の
が
き
わ
め
て
歴
史
的
・
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の

（
２
）
 

で
あ
る
と
い
う
議
論
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら

み
て
も
森
栗
の
視
点
は
新
た
な
民
俗
学
の
方
向
性
を
ふ
ま
え
た
上

で
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
注
目
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら

の
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
の
議
論
の
特
徴
を
み
て
み
る
と
、
い
ず

れ
も
差
別
の
解
消
に
向
け
て
の
実
践
的
な
民
俗
学
の
役
割
と
い
う

も
の
を
強
調
し
て
い
る
点
に
気
付
く
。
つ
ま
り
、
被
差
別
部
落
の

民
俗
も
対
象
に
し
て
曰
本
人
の
生
活
文
化
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
本
来
の
民
俗
学
の
目
的
よ
り
も
、
部
落
解
放
運
動
に
お
い
て

民
俗
学
の
方
法
を
一
つ
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
価
値
が
十
分
に

あ
る
と
い
う
点
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



1８ １９差別の論理と被差別部落の実態一民俗伝承研究の現状と課題

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
研
究
の
蓄
積

が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
乾
武
俊

二
九
九
五
）
や
本
田
豊
（
一
九
九
八
）
な
ど
、
こ
れ
ま
で
部
落

解
放
運
動
に
関
わ
り
な
が
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
て
き
た

研
究
者
に
よ
る
い
く
つ
か
の
成
果
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
立

場
の
研
究
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
部
落
史
の
一
つ
の
方
法
と
し
て

民
俗
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
、
乾
武
俊
の

に
原
因
が
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
が
あ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
差
別
を
す
る
側
と
い
う
の
は
、

具
体
的
に
は
部
落
外
の
い
わ
ゆ
る
「
常
民
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
で

あ
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
の
成
果
か
ら
最

も
取
り
組
み
や
す
い
方
法
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
俗
学
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
支
持
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の

（
３
）
 

で
あ
ろ
う
。

落
問
題
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
な
ど
、
政
治
起
源
説
の
再
検
討
と
ケ
ガ
レ
論
の
台
頭

と
い
っ
た
変
化
を
経
た
近
年
の
部
落
史
の
問
題
意
識
と
き
わ
め
て

類
似
し
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
甑
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の

な
か
で
議
論
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
森
栗
が
新
た
な
方
向
を

模
索
す
る
部
落
史
に
対
し
て
積
極
的
に
発
言
し
て
い
く
な
か
で
、

民
俗
学
の
存
在
意
義
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
と
同
時
に
、
今
後
の
方
向
性
を
模
索
す
る
民
俗
学
そ
の
も

の
に
お
い
て
も
新
た
な
課
題
と
し
て
注
目
さ
れ
、
こ
の
流
れ
の
な

か
で
柳
田
民
俗
学
を
批
判
し
つ
づ
け
て
き
た
赤
松
啓
介
の
研
究
も

再
評
価
さ
れ
る
な
ど
、
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
は
一
つ
の
分
野

と
し
て
市
民
権
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３
す
べ
て
の
差
別
を
対
象
と
す
る
視
点

ま
た
、
こ
れ
ら
の
ケ
ガ
レ
・
境
界
論
を
も
と
に
し
た
研
究
の
論

の
構
成
を
み
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
と
り
上
げ
よ
う
と

す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、
伊
東
久
之
二
九

九
六
）
の
場
合
、
「
差
別
は
特
定
の
場
所
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

人
間
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
ひ
そ
ん
で
い
る
」
と
い
う
認
識
の

も
と
で
、
懸
物
筋
の
話
に
始
ま
っ
て
、
被
差
別
部
落
の
問
題
、
ま

た
身
近
な
差
別
と
し
て
の
兄
弟
問
の
格
差
に
関
す
る
民
俗
、
そ
し

て
仕
事
や
漂
泊
民
に
対
す
る
眼
差
し
に
つ
い
て
、
事
例
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
森
栗
茂
一
二
九
九
八
）
に
お
い
て
も
、
芸

能
と
昔
話
、
雑
種
賤
民
、
宮
座
や
寺
座
に
み
ら
れ
る
村
内
の
差
別
、

都
市
と
農
村
の
関
係
、
慰
物
筋
を
と
り
あ
げ
検
討
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
最
近
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
柳
田
国
男
も
数
は
少
な
い
な
が
ら
、
そ
の
初

四
被
差
別
部
落
の
民
俗
に
対
す
る
一
一
つ
の
関
心

期
に
お
い
て
被
差
別
部
落
の
他
、
懸
物
筋
や
雑
種
賤
民
に
つ
い
て

も
触
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
差
別
の
実
態
に
踏
み
込

ん
で
研
究
し
て
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題
を
非
人
身
分

に
位
置
付
け
ら
れ
る
雑
種
賎
民
に
限
定
し
て
い
る
と
い
う
点
を
森

栗
茂
一
二
九
九
八
）
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
曰
の
差
別

を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を
も
と
に
し
て
い
る
の
か
と
い
え

ば
、
こ
の
柳
田
国
男
を
批
判
し
つ
づ
け
て
き
た
赤
松
啓
介
に
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
赤
松
は
差
別
は
部
落
問
題
の
み
な
ら
ず
生
活

の
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
性
の
問
題
と
と
も
に
こ
れ

を
視
野
に
い
れ
な
い
柳
田
国
男
を
中
心
と
す
る
民
俗
学
に
は
限
界

が
あ
る
と
批
判
し
て
き
た
（
赤
松
啓
介
二
九
九
五
）
。
そ
し
て
、

近
年
に
お
け
る
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
は
こ
の
赤
松
の
研
究
を

基
盤
と
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
柳
田
民
俗
学
の
限
界
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
現
在
に
お
い
て
、
俄
然
注
目
を
集
め
は
じ
め
た
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
民
俗
学
か
ら
の
研
究
だ
け
で
は

な
く
、
部
落
史
に
お
い
て
も
雑
種
賤
民
に
も
対
象
を
広
げ
て
い
こ

う
と
い
う
流
れ
と
時
期
が
重
な
り
、
部
落
史
全
体
の
大
き
な
流
れ

と
も
な
っ
て
注
目
さ
れ
た
点
も
指
摘
で
き
よ
う
。

以
上
、
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
の
特
徴
と
し
て
、
差
別
解
消

と
い
う
実
践
的
課
題
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
こ
と
、
ケ
ガ
レ
・
境

界
論
を
も
と
に
差
別
の
問
題
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
点
、
部

１
被
差
別
部
落
特
有
の
民
俗
に
注
目
す
る
研
究

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
研
究
と
し
て
、
沖
浦
和
光
（
一
九
九

一
）
や
永
瀬
康
博
（
一
九
九
二
）
の
ほ
か
、
稲
田
耕
一
（
一
九
九

一
）
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
が
あ
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
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

民
俗
に
注
目
す
る
傾
向
が
非
常
に
強
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
を
と
り
あ
げ
る
背
景
に
は
先
の
ケ
ガ
レ
論

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

も
の
は
部
落
外
の
民
俗
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
民
俗

学
と
し
て
の
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
性
目
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
民
俗
資
料

に
も
と
づ
く
研
究
に
は
二
つ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
被

差
別
部
落
特
有
の
民
俗
に
対
す
る
関
心
（
特
に
生
業
に
注
目
す
る

も
の
が
多
い
）
と
、
そ
う
い
う
限
定
性
は
な
く
被
差
別
部
落
に
お

け
る
民
俗
を
広
く
調
査
し
ま
と
め
よ
う
と
す
る
民
俗
誌
的
研
究
で

あ
る
。
一
見
す
れ
ば
両
者
は
同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
の
も
の
と
思

わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
大
き
な
違
い
が
存
在
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
視
点
の
違
い
に
注
意
し
な
が
ら
順
に
紹
介

し
て
ゆ
き
た
い
。
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き
点
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
地
元
の
部
落
史
を
ま
と
め
よ
う
と

す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
中
に
は
聞
き
書
き
に

よ
る
民
俗
誌
的
な
記
述
も
必
ず
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
特
に
一
九
九
○
年
代
以
降
で
は
「
熊
本
市
春
竹
地
区
の
生

活
と
文
化
』
（
郷
土
史
編
集
委
員
会
二
九
九
○
）
や
『
近
江
八
幡

の
部
落
史
く
ら
し
と
し
ご
と
」
（
京
都
部
落
史
研
究
所
二
九
九

三
、
室
田
卓
雄
・
中
村
雅
俊
執
筆
の
『
古
江
の
歴
史
と
民
俗
』
（
『
古

江
の
歴
史
と
民
俗
』
編
集
委
員
会
二
九
九
一
一
）
、
斎
藤
武
雄
監
修

の
『
小
布
施
町
に
お
け
る
被
差
別
部
落
の
歴
史
と
民
俗
』
（
被
差
別

部
落
の
歴
史
と
民
俗
編
集
委
員
会
編
二
九
九
四
）
の
ほ
か
、
『
人

権
の
あ
ゆ
み
・
桑
名
』
（
桑
名
市
同
和
教
育
資
料
編
集
委
員
会
二

九
九
五
）
な
ど
、
質
的
に
も
非
常
に
高
い
も
の
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
町
村
史
・
誌
に
お
い
て
も
『
四
曰

市
市
史
』
の
民
俗
編
（
四
曰
市
市
二
九
九
五
）
の
よ
う
に
、
被

差
別
部
落
の
民
俗
を
含
め
た
上
で
市
域
全
体
の
民
俗
を
ま
と
め
よ

う
と
す
る
も
の
も
徐
々
に
で
は
あ
る
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
こ
の
分
野
で
の
関
心
が
広
ま
っ
て
き
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
被
差
別
部
落
の
民
俗
誌
的
研
究
の
な
か
で
も
特
に

注
目
さ
れ
る
の
は
『
被
差
別
部
落
の
民
俗
伝
承
［
大
阪
］
古
老
か

ら
の
聞
き
と
り
』
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
大
阪
府
下
四
七
地
区
の
事

例
を
対
象
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
に
わ

の
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
研
究
は
こ
れ
ま
で
賤
視
さ

れ
て
き
た
民
俗
に
対
し
、
そ
の
認
識
を
改
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
点

で
十
分
意
義
の
あ
る
作
業
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
被
差
別
部
落
の
民
俗
の
特
徴
を
そ
の
ま

ま
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
考
え
る
の
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
対
象
を
限
定
し
て
論
じ
る
際
の
基
準

の
問
題
で
あ
り
、
ケ
ガ
レ
・
境
界
と
い
う
タ
ー
ム
は
差
別
す
る
側

の
眼
差
し
で
あ
っ
て
、
差
別
さ
れ
る
側
の
論
理
か
ど
う
か
は
別
の

問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
被
差
別
部
落
の
立
場
に
立
っ
て
考

え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
民
俗
が
被
差
別
部
落
の
人
々
の

生
活
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
、
本
当
に
象
徴
化
さ

れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
せ

ず
し
て
こ
れ
ら
を
い
く
ら
と
り
あ
げ
論
じ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
被

差
別
部
落
の
民
俗
の
特
徴
は
決
し
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
で
あ

（
５
）
 

ろ
う
。
》
」
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
被
差
別
部
落
特
有
の

民
俗
の
み
に
注
目
す
る
研
究
は
、
先
の
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究

の
一
分
野
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
な
か
で
も
宮
田
登
（
一
九
九
六
）
の
、

東
曰
本
の
被
差
別
部
落
に
な
ぜ
白
山
神
社
が
多
い
か
と
い
う
点
に

対
し
て
、
ケ
ガ
レ
を
キ
ョ
メ
る
と
い
う
視
点
か
ら
の
分
析
は
、
被

差
別
部
落
の
民
俗
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
興
味
深
い
も
の
と
な

（
６
）
 

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
視
点
と
方
法
だ
け
で
被
差
別
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０
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０
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０
０
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０
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０
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８
ｌ
〃
ｌ
ご
可
１
‐
‐
‐
呵
・
‐
‐
‐
守
り
‐
４

た
る
被
差
別
部
落
の
民
俗
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
た
報
告
書
は
初

め
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
の
報
告
書
で
は
地
域

性
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
書
は
摂
津
・
大
阪
市
・
河

内
。
泉
州
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
性
を
考
慮
し
た
構
成
を
と

っ
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
個
々

の
事
例
の
記
述
方
法
に
つ
い
て
も
、
全
体
の
総
論
、
地
域
ご
と
の

総
観
、
各
項
目
ご
と
の
総
説
お
よ
び
伝
承
者
の
語
り
と
い
う
構
成

は
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
誌
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
方
法
と
し
て

（
７
）
 

注
目
さ
れ
る
。
従
来
の
民
俗
誌
で
は
伝
承
者
の
壷
明
り
を
重
視
す
る

も
の
は
分
析
を
加
え
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
記
述
し
、
い
ざ
こ
れ

を
引
用
す
る
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
便
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
反

面
、
論
文
な
ど
で
は
ま
と
め
ら
れ
た
事
例
が
出
さ
れ
る
だ
け
で
、

そ
れ
が
伝
承
者
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
ま
と
め
た
も
の
な
の
か
、
そ

れ
と
も
論
文
化
す
る
際
に
執
筆
者
の
解
釈
が
加
え
ら
れ
た
も
の
な

の
か
わ
か
り
に
く
い
も
の
も
多
か
っ
た
。
そ
の
点
、
こ
こ
で
採
用

さ
れ
た
記
述
方
法
は
こ
れ
ま
で
の
民
俗
誌
を
め
ぐ
る
矛
盾
を
整
合

的
に
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、
被
差
別
部
落
の
み
な
ら
ず
民
俗
学

全
体
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
総
論（８）
 

の
他
、
部
落
解
放
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
と
り
上
げ
ら
れ
、

（
９
）
 

先
の
西
岡
陽
子
（
一
九
九
八
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
こ

の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
「
今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

部
落
の
民
俗
の
す
べ
て
が
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

乾
武
俊
が
疑
問
視
し
て
い
る
（
乾
武
俊
二
九
九
八
）
。

２
被
差
別
部
落
の
民
俗
誌
的
研
究

で
は
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
研
究
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ガ
レ
論
・

境
界
論
に
基
づ
く
研
究
ば
か
り
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は

な
い
。
近
年
で
は
特
に
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
が
い
く
つ
も
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
乾
武
俊
・
西
岡
陽
子
・

室
田
卓
雄
・
中
村
水
名
子
を
中
心
に
部
落
解
放
研
究
所
伝
承
文
化

部
会
が
ま
と
め
た
『
被
差
別
部
落
の
民
俗
伝
承
［
大
阪
］
古
老
か

ら
の
聞
き
と
り
」
（
部
落
解
放
研
究
所
二
九
九
五
）
や
、
宮
本
袈

裟
雄
・
谷
口
貢
に
よ
る
『
被
差
別
部
落
の
民
俗
ｌ
北
関
東
一
農
村

大
平
町
榎
本
の
事
例
ｌ
」
（
部
落
解
放
同
盟
栃
木
県
連
合
会
・
同
女

性
部
二
九
九
五
）
な
ど
、
民
俗
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
よ

る
民
俗
誌
の
他
、
大
阪
市
の
事
例
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
被

差
別
部
落
そ
の
生
活
と
民
俗
」
（
中
村
水
名
子
・
坪
井
和
子
・
多

田
恵
美
子
二
九
九
二
）
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で

は
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ

う
な
中
で
大
阪
府
下
の
被
差
別
部
落
の
民
俗
調
査
の
経
験
を
も
と

に
ま
と
め
ら
れ
た
西
岡
陽
子
二
九
九
八
）
が
、
現
代
の
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
『
現
代
民
俗
学
の
視
点
」

（
宮
田
登
二
九
九
八
）
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ



2２ ２３差別の論理と被差別部落の実態一民俗伝承研究の現状と課題

と
の
一
つ
は
、
被
差
別
部
落
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
民
俗
の
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
「
部
落
外
」
で
も
普
遍
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
民
俗
の
基
盤
と
し
て
は
、
そ
こ
に
「
差
別
」
の
壁
は
な
い
」

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
特
に
、
稲
作
文
化
を
基
盤
と
し
た
民
俗
が

顕
著
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
政
岡
伸
洋
二
九
九
七
）
は
注
目
し
、

こ
れ
を
被
差
別
部
落
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
と
い
う
偏
見
に
対

す
る
反
論
と
し
て
重
視
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
は
部
落
外
と
比
較
す
る
と
多

く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
が
、
部
落
内
に
際
立
っ
て
み
ら
れ
る

も
の
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
ム
ラ
の
中
心
的
存
在
と
し
て
の
真
宗

寺
院
や
若
者
集
団
と
そ
の
活
動
が
非
常
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
仕
事
が
重
層
的
に
存
在
し
、
大
部
分
の
ム
ラ
人
は
農
業
の
ほ
か

に
複
数
の
生
業
に
携
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
部
落
産
業

が
含
ま
れ
て
い
る
事
実
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な

る
被
差
別
部
落
の
民
俗
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
ふ

ま
え
た
上
で
西
岡
陽
子
は
「
現
時
点
で
は
、
真
の
意
味
で
部
落
独

自
と
い
え
る
の
は
都
市
的
様
相
で
は
な
い
か
」
と
い
う
興
味
深
い

指
摘
を
行
っ
て
い
る
（
西
岡
陽
子
二
九
九
八
、
一
八
六
）
。

し
か
し
、
本
書
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
存
在
す
る
。
例
え

ば
大
阪
府
を
四
地
域
に
分
け
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
な
か
で
も
農
村
的
な
と
こ
ろ
や
町
場
的
な
場
所
も
あ
り
、

そ
の
立
地
条
件
を
検
討
し
た
上
で
の
分
類
が
な
さ
れ
れ
ば
非
常
に

う
、
意
欲
的
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
い

か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
柳
田
民
俗
学
の
常
民
の
ム
ラ
に
対
す

る
調
査
項
目
か
ら
漏
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
を
、
民
俗
学
者
が

な
ぜ
、
考
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
、
問
題
で
あ
る
。
（
森
栗

茂
一
二
九
九
二
、
一
一
七
）

（
川
）

と
、
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
な
お
、
両
者
の
見
解
に
つ

い
て
は
、
森
栗
が
「
貧
し
さ
」
と
か
「
被
差
別
の
悔
し
さ
」
と
い

う
よ
う
に
被
差
別
部
落
の
特
徴
を
念
頭
に
お
く
の
に
対
し
、
伊
東

は
違
い
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
て
い
る
点

に
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
被
差
別
部
落
の
民
俗

調
査
研
究
に
対
し
て
、
積
極
的
な
評
価
を
与
え
て
い
な
い
点
で
共

通
し
て
い
る
。
確
か
に
、
森
栗
の
指
摘
に
は
一
理
あ
る
。
初
期
に

お
い
て
は
、
差
別
さ
れ
た
話
だ
け
を
集
め
て
そ
の
ま
ま
記
録
し
、

タ
イ
ト
ル
に
「
民
俗
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
た
も
の
や
、
何
で
も

差
別
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
部
落
問
題

に
関
わ
る
研
究
だ
け
で
は
な
い
が
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
話
が
民
俗

学
と
し
て
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
聞
き

書
き
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
用
い
た
か
ら
民
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重
要
な
デ
ー
タ
と
な
る
と
と
も
に
、
部
落
外
と
の
比
較
が
よ
り
具

体
的
に
行
わ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点

や
、
各
項
目
に
よ
っ
て
内
容
に
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
細

か
な
点
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら

を
含
め
た
う
え
で
も
初
め
て
こ
れ
だ
け
膨
大
な
被
差
別
部
落
の
民

俗
資
料
に
接
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
評
価
す
べ

き
で
あ
り
、
こ
の
成
果
を
今
後
の
研
究
に
い
か
に
生
か
し
て
い
く

べ
き
か
と
い
う
点
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
被
差
別
部
落
の
民
俗
を
調
査
し
、
ま
と
め

て
い
く
と
い
う
作
業
は
地
道
で
非
常
に
た
い
へ
ん
な
作
業
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
評
価
さ
れ
て
き
た
か
と
い
え

ば
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
伊
東
久
之
は

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

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
つ
み
か
さ
ね
た
と
こ
ろ
で
、
差
別
の
根
源
に
迫
ろ
う
と
す

る
資
料
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
伊
東
久
之
卵
一
九
九

六
、
一
四
二
）

と
述
べ
て
い
る
し
、
森
栗
茂
一
も
、

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

俗
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
も
多
い
こ
と
は
筆
者
も
認
め
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
偏
っ
た
視
点
や
そ
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
の

評
価
と
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
の
資
料
的
価
値
は
ま
っ
た
く
別
問

題
で
あ
り
、
被
差
別
部
落
の
人
々
の
生
活
の
改
善
や
差
別
問
題
に

対
す
る
有
効
的
な
資
料
と
し
て
十
分
に
活
用
で
き
な
か
っ
た
の
は

わ
れ
わ
れ
の
責
任
、
つ
ま
り
民
俗
学
者
の
資
質
の
問
題
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
先
に
述
べ
た
差
別
を
め
ぐ
る
民

俗
研
究
の
よ
う
な
差
別
解
消
に
向
け
た
実
践
的
な
課
題
を
明
確
に

提
示
し
て
こ
な
か
っ
た
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
被
差
別
部
落
の
民
俗

研
究
の
評
価
は
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
っ

た
。こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
政
岡
伸
洋
（
一
九
九
七
）
は
被

差
別
部
落
の
民
俗
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
、
民
俗
誌
的
研
究
は
被

差
別
部
落
は
決
し
て
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
が
指
摘
し
て
き
た

異
質
性
の
面
だ
け
で
は
語
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
た

点
を
重
視
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
差
別
と
い
う
も
の
を
意
識
し

す
ぎ
た
た
め
に
、
被
差
別
部
落
に
対
し
て
偏
っ
た
見
方
を
し
て
き

た
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
興
味
深
い
指
摘
が
先
の
郷
土
誌
編
集
委
員
会
二
九
九
○
）

に
あ
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

今
迄
被
差
別
部
落
の
あ
ゆ
み
を
事
実
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も

の
が
な
か
っ
た
た
め
、
予
断
と
偏
見
、
つ
ま
り
、
人
か
ら
問
い
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た
話
な
ど
で
部
落
を
と
ら
え
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す

が
、
本
書
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
今
迄
と
ら
え
て
い
た
部
落
像
が

い
か
に
間
違
っ
て
い
た
か
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま

す
。

こ
の
よ
う
に
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
に
対
す
る
調
査
研
究
は
、

被
差
別
部
落
に
対
す
る
偏
見
へ
の
反
論
材
料
と
し
て
の
有
効
性
を

も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
被
差
別
部
落
に
生
き
る

人
々
の
声
を
わ
れ
わ
れ
民
俗
学
者
は
ど
れ
だ
け
研
究
に
生
か
し
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
差
別
を
な
く
す
た
め
の
差
別

す
る
側
の
論
理
を
重
視
し
た
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
は
重
要
で

あ
り
、
筆
者
も
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
声
を
聞
く
と
き
、
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
は
本
当
に

被
差
別
部
落
の
人
々
を
直
視
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
を
も
つ
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
い
ま
こ
そ
、
こ
の
よ

う
な
声
も
取
り
入
れ
た
上
で
の
新
た
な
民
俗
学
か
ら
の
差
別
解
消

に
向
け
た
理
論
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
た
め
に
も
、
ど
の
よ
う
な
調
査
が
有
効
的
な
の
か
、
ど

の
よ
う
に
ま
と
め
活
用
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
っ
た
、
調
査

法
や
研
究
方
法
論
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
森
栗
茂
一
二
九
九
五
）
に
詳
し
い
。

（
２
）
こ
の
よ
う
な
議
論
の
基
本
的
理
解
に
つ
い
て
は
、
ホ
プ
ズ
ポ
ウ

ム
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
一
九
九
二
）
や
岩
竹
美
加
子
（
一
九
九
六
）
を

参
照
の
こ
と
。

（
３
）
た
だ
し
、
こ
れ
が
何
の
批
判
も
受
け
ず
完
全
に
支
持
さ
れ
た
の
か

と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
森
栗
が
自
ら
の
著
書
に
対
す

る
批
判
と
し
て
紹
介
し
た
、
差
別
の
解
消
を
め
ざ
し
て
差
別
の
論

理
を
解
明
す
る
と
い
う
作
業
が
逆
に
差
別
肯
定
論
と
し
て
誤
解
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
が
あ
る
（
森
栗
茂
一
二
九
九
一
一
、
二

二
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
森
栗
は
こ
れ
ま
で
の
部
落
史
に
お
い
て
政

治
起
源
説
の
よ
う
な
本
来
的
に
は
差
別
は
な
か
っ
た
と
い
う
視
点

が
自
説
に
対
し
て
批
判
を
受
け
る
要
因
と
な
っ
た
と
理
解
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
ケ
ガ
レ
・
境
界
論
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で

差
別
す
る
側
の
論
理
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、

い
く
ら
こ
れ
を
突
き
詰
め
た
と
し
て
も
同
じ
よ
う
な
批
判
を
受
け

八
付
記
ｖ
な
お
、
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
や
筆
者
の
力
量
不
足
に

よ
り
、
本
来
な
ら
ば
取
り
上
げ
る
べ
き
研
究
や
業
績
が
抜
け
落
ち

て
い
た
り
、
内
容
に
偏
り
が
み
ら
れ
る
な
ど
不
備
が
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
関
係
分
野
諸
氏
や
読
者
の
方
々

に
は
陳
謝
し
た
い
。

》
・
ｆ
Ｐ
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０
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以
上
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
か
ら
の
差
別
問
題
や
被
差
別
部
落

の
民
俗
研
究
の
流
れ
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
う
一

度
ま
と
め
て
み
た
い
。

ま
ず
、
近
年
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究

は
あ
く
ま
で
差
別
す
る
側
の
論
理
を
追
求
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に

は
被
差
別
部
落
の
民
俗
は
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
差
別
と
い
う
の
は
差
別
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
関

係
性
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
方
の
論
理
の
み
で
議
論
し
て
本

当
に
差
別
は
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
は
思
わ

な
い
。
差
別
の
問
題
を
文
化
的
視
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
差
別
さ
れ
る
側
、
つ
ま
り
被
差
別
部
落
の
文
化
を
議
論
の
な
か

に
と
り
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
在
の

と
こ
ろ
へ
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
民
俗
学
か
ら
の
議
論
に
被
差

別
部
落
の
民
俗
は
参
加
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
参
加
で
き
る
よ

う
な
議
論
を
十
分
に
行
っ
て
い
な
い
。
い
ま
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
民

俗
学
を
志
す
者
は
差
別
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
と
と
も
に
、
被
差
別

部
落
の
民
俗
の
調
査
研
究
に
つ
い
て
も
議
論
し
、
そ
の
深
化
を
図

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
か
考
え
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

る
可
能
性
は
な
く
な
ら
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

（
４
）
な
お
、
本
論
で
は
渡
辺
俊
雄
（
一
九
九
六
）
や
の
び
し
ょ
う
じ
（
’

九
九
七
）
を
参
照
し
た
。

（
５
）
な
お
、
森
栗
茂
一
二
九
九
八
）
で
は
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
な
研
究

を
全
面
的
に
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
が
、
誤
解
で

あ
る
。

（
６
）
宮
田
登
が
ケ
ガ
レ
論
に
拠
り
な
が
ら
も
、
被
差
別
部
落
の
民
俗
へ

の
関
心
が
深
い
こ
と
は
、
宮
田
登
二
九
九
六
）
が
「
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
限
り
提
示
」
し
よ
う
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
文

章
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
は
他
の
研
究
と

は
少
し
異
な
る
点
で
あ
る
。

（
７
）
な
お
、
こ
の
よ
う
な
記
述
方
法
は
中
村
水
名
子
・
坪
井
和
子
・
多
田

恵
美
子
（
一
九
九
三
に
も
み
ら
れ
る
。

（
８
）
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
乾
武
俊
・
西
岡
陽
子
・
宮
田
登
・
中
村
水
名

子
・
室
田
卓
雄
・
松
原
右
樹
二
九
九
五
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
９
）
こ
の
他
、
松
原
右
樹
（
一
九
九
七
ａ
、
一
九
九
七
ｂ
）
で
も
こ
の
中

の
い
く
つ
か
の
事
例
を
と
り
上
げ
紹
介
し
て
い
る
。

（
、
）
な
お
、
こ
こ
で
い
う
森
栗
の
こ
れ
ま
で
漏
れ
て
き
た
調
査
項
目
と

い
う
の
は
柳
田
民
俗
学
に
対
す
る
赤
松
啓
介
の
批
判
を
受
け
た
も

の
で
、
あ
く
ま
で
差
別
に
関
わ
る
項
目
で
あ
り
、
被
差
別
部
落
の
民

五
お
わ
り
に
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阪
府
を
事
例
と
し
て
」
『
現
代
民
俗
学
の
視

点
』
三
Ｉ
民
俗
の
思
想
Ｉ
、
朝
倉
書
店

の
び
し
ょ
う
じ
一
九
九
七
「
地
域
被
差
別
民
史
の
研
究
構
想
ｌ
近

年
の
部
落
史
研
究
の
動
向
と
課
題
ｌ
畠
部
落

解
放
研
究
』
二
七

被
差
別
部
落
の
歴
史
と
民
俗
編
集
委
員
会
一
九
九
四
『
小
布
施
町

に
お
け
る
被
差
別
部
落
の
歴
史
と
民
俗
」
小

布
施
町
教
育
委
員
会

部
落
解
放
研
究
所
一
九
九
五
「
被
差
別
部
落
の
民
俗
伝
承
［
大
阪
］

古
老
か
ら
の
聞
き
と
り
』
解
放
出
版
社

部
落
解
放
同
盟
栃
木
県
連
合
会
・
同
女
性
部
一
九
九
五
「
被
差
別
部

落
の
民
俗
ｌ
北
関
東
一
農
村
大
平
町
榎
本
の

事
例
ｌ
」
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