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日
本

に
お
け
る
賎
民
思
想
と
宗
教

の
問
題

序

論

敗
載
を
契
機
と
し
て
上
か
ら
支
え
ら
れ
た
民
主
主
義
で
あ
る
と
は

い
え
、
我
が
國
は
現
在
民
主
主
義
の
時
代
に
立

つ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

し
か
も
民
主
主
義
は
多
く
の
根
本
理
念
と
そ
の
實
践

を
主
唱
し
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
で
も
と
く
に
人
槽
尊
重
を
重
要
な

根
本
理
念
の

一
つ
と
し
て
張
調
し
て
い
る
。

し
か
る
に
こ
の
よ
う
な

人
槽
尊
重
の
時
代
に
、

い
ま
だ
に
い
わ
れ
な
き
差
別
に
苦
し
む
人
々

が

多
敷
あ
る
と
い
う
こ
と
は

一
腱

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ら
う

か
。

そ
し
て
眞

の
民
主
主
義
は
こ
の
よ
う
な
人
々
を
解
放
し
な
け
れ

ば
、

そ
の
正
常
な
嚢
展
を
期
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ
れ
で
は
こ

の
よ
う
な
人
々
を

解

放

す
る
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
の
で
あ
ら
う

か
。こ

ん
な
動
機
か
ら
こ
の
小
論
は
出
登
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う

な
重
要
な
間
題
を
解
決
す
る
最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
、

ま
つ
我

稻

岡

順

雄

が
國
で
賎
民
思
想
が
い
つ
の
時
代
に
お
こ
つ
た
か
、

ま
た
最
初
の
時

代
か
ら
現
代
ま
で
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
つ
て
す
す
ん

で
き
た
か
、

そ
し
て
こ
の
問
題
に
封
し
て
我
が
國
古
來
の
宗
教
で
あ

る
脚
道
や
、

外
來
の
宗
教
で
あ
る
佛
教
は

一
盟
ど
の
よ
う
な
態
度
を

も
つ
て
相
封
し
て
き
た
か
な
ど
を
究
明
す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
當
面

の
目
的
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、

我
が
國
の
み

な
ら
ず
他
の
國
々
、
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
恥
部
と
い
わ

れ
て
い
る
黒
人
の
問
題
、

あ
る
い
は
新
生
民
主
主
義
國
家
イ
ン
ド
に

お
け
る
不
可
鯛
蔑
民
の
問
題
な
ど
を
、

併
せ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
そ

の
學
問
的
正
確
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
、

し
か

し
限
ら
れ
た
紙
敷
と
時
間
に
制
約
さ
れ
た
小
論
で
は
、

こ
の
よ
う
な

彪
大
な
問
題
を
取
上
げ

る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

い
つ
れ
他
日
を

期
し
て
そ
の
責
を
果
た
す
で
あ
ら
う
。

結
局
、

筆
者
が
こ
の
よ
う
な
欄
題
を
選
揮
し
た
動
機
は
上
に
述
べ
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た
ご
と
く
、

あ
く
ま
で
も
我
が
國
民
主
主
義
の
正
し
い
進
展
を
期
待

し
、

そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
宗
教
に
志
す
も
の
が
、

一
度
は
取
上

げ
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
、

敢
え
て
拙
文

を
提
出
し
た
こ
と
を
繰
返
し
述
べ
て
筆
を
欄
く
。

第

一

賎
民
の
歴
史

立
早

 

賎
民
と
は
い
う
ま
で
も
な
く

身
分
と
し
て
制
度
的
に
規
定
さ
れ
た

最
下
暦
民
で
あ
り
、

一
般
に
人
の
忌
み
嫌
う
職
種
を
分
捲
し
、
法
的

に
も
そ
の
灌
利
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
、

濁
立
の
人
格
を
認
め
ら
れ
な

か

つ
た
。
從

つ
て
、
生
活
上
に
も

一
般
の
賎
覗
を
浴
び
、
常
に
特
殊

の

一
群
と
し
て
取
扱
わ
れ
、

日
本
で
は
律
令
制
度
の
確
立
し
た
後
、

賎
民
の
身
分
は
明
確
に
歴
史
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、

そ
れ
以
前

に
も
同
様
の
も
の
が
あ
り
、

つ
ぎ
に
で
て
く
る
上
代
賎
民
の
前
身
を

な
し
て
い
る
。

そ
し
て
明
治
四
年

(
一
八
七

一
)

"大
政
官
布
告
六

一
號
"
に
よ
つ
て
と
に
か
く
賎
民
の
身
分
は

一
鷹
消
滅
し
た
が
、

そ

の
残
津
は
い
ま
な
お
残
り
い
わ
ゆ
る
部
落
の
問
題
と
し
て
、

現
代
の

肚
會
問
題
の

一
つ
と
な
つ
て
い
る
。

ま
つ
最
初
に
上
代
の
賎
民
つ
い
て
述
べ
る
と
、

い
わ
ゆ
る
大
化
の

改
新

(六
四
五
)
の
際
、

人
民
の
身
分
を
良
、
賎
の
二
つ
に
大
別
し

て
さ
ら
に
良
民
を
有
位
者
と
、

無

位

者

の
二
つ
に
わ
け
賎
民
を
宮

戸
、

陵
戸
、
家
人
、
公
奴
碑
、
私
奴
脾
の
い
わ
ゆ
る
五
色
の
賎
に
分

け
た
。

そ
し
て
こ
の
良
、
賎
の
中
間
に
品
部
、
雑
戸
と
い
う
雑
色
人

の
身
分
を
も
う
け
た
。

こ
の
制
度
は
當
時
の
唐
の
制
度
に
な
ら
つ
て

古
代
の
雑
多
な
人
民
を
良
、

賎
の
二
種
に
整
理
し
た
も
の
で
こ
の
當

時
は
す
で
に
階
級
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
。

印
ち
支
配
者
と
被
支
配
者

の
封
立
は
明
ら
か
で
あ
つ
た
。

大
膣
古
代
の
末
期
の
氏
族
制
肚
會
の
階
紙
は
、

氏
姓
階
級
と
い
わ

　
　
　

　

れ
る
貴
族
と
公
民
、

部
民
、
奴
脾
の
四
階
層
に
分
れ
て
い
た
が
、
部

民
の
大
部
分
は
、

大
化
改
新
に
解
放
さ
れ
て
公
民
と
同
じ
く
良
民
と

な
り
、

た
だ
下
官
の

一
市
の
部
民
が
雑
色
人
と
し
て
の
こ
り
賎
民
に

近
い
扱
を
う
け
、

さ
ら
に
奴
脾
は
全
く
解
放
さ
れ
ず
に
賎
民
と
な
つ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
雑
色
人
は
、

一
鷹
良
民
に
属
す
る
と
規
定
さ
れ
な
が
ら

と
も
ぺ

實
際
は
蔑
民
に
等
し
い
扱
い
を
う
け
た
が
、

こ
れ
も
品
部
と
雑
戸
に

爾
分
さ
れ
た
。

前
者
は
本
來
農
民
で
あ
り
天
皇
あ
る
い
は
大
氏
族
に

所
厨
し
た
解
放
に
も
れ
た
下
級
部
民
で
あ

つ
た
が
、

こ
の
う
ち
大
氏

や
か
ぺ

族

所
厩

の
も

の
は

と
く

に
民

部

と

、

家

部

と
呼

ば

れ
た

。

そ

し

て
天

と
も
ぺ

皇
所
屡
の
品
部
の
み
が
後
ま
で
久
し
く
残
存
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
雑
戸
は
特
殊
技
能
を
も

つ
工
人
で
多
く
は
、

蹄
化
人
の
子
孫

で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

彼
等
は
官
廷
の
諸
官
司
に
配
属
さ
れ

て
そ
の
技
術
を
も

つ
て
奉
仕
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
の
で
あ
る
。

結
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局
、

當
時
の
よ
う
な
自
給
的
経
濟
の
時
代
に
は
、
部
民
解
放
後
も
、

特
技
を
も
つ
て
い
る
部
民
の
技
術
を
徴
用
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の

た
め
に
中
央
官
司
に
所
厨
す
る
品
部
、

雑
戸
が
隷
属
階
級
と
し
て
、

實
質
的
に
賎
民
の

扱
い
を
う
け
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば

樂
戸
や
鷹

戸
、

染
戸
な
ど
の
品
部
と
飼
戸
、
矢
作
、
鍛
戸
な
ど
の
雑
戸
と
い
う

よ
う
に
そ
の
種
類
は
極
め
て
多
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
奈

良

以
後
は
解
放
さ
れ
て

"延
喜
式
"
の
規
定
に
は
、

極
め
て
少
く
な

つ
て
い
る
が
、

し
か
し
實
際
は
こ
れ
ら
の
特
殊
層
が
清
滅
し
た
わ
け

で
は
な
く
、

こ
の
後
に
つ
づ
く
賎
民
の
先
騙
を
な
し
て
い
る
。

や
つ
こ

結
局
上
代
の
賎
民
は
、
古
代
の
奴
隷
で
あ
つ
た
奴
脾
の
後
身
で
あ

り
、

即
ち
官
田
の
耕
作
を
主
と
し
て
あ
た
つ
た
官
戸
と
官
廷
の
陵
墓

の
守
衛
を
命
ぜ
ら
れ
た
、

陵
戸
と
私
家
の
從
僕
で
あ
つ
た
家
人
と
私

奴

脾
、

公
家
に
隷
属
し
た

官
奴
碑
の

五
つ
の
別
が
あ
つ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
う
ち
官
戸
家
人
は

一
慮
家
族
を
も

つ
て
い
た
が
奴
碑
は
家

族
を
も
た
ず
主
家
に
寄
生
す
る
最
下
の
人
民
で
主
人
の
意
の
ま
ま
に

費

買
、
質
入
、
贈
與
が
行
わ
れ
全
く
箪
な
る

一
つ
の
物
と
し
て
扱
わ

れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
中
世
に
な
る
と

律
令
制
度
の
弛
緩
と
と
も
に
賎
民
の
構
成

や
地
位
も
攣
化
し
た
。

そ
し
て
最
下
層
の
奴
蝉
の
系
統
を
ひ
く
も
の

は
、
下
人
、
所
從
、
譜
代
、
雑
人
、

被
官
な
ど
の
名
構
で
な
お
残
つ

た
が
、

封
建
制
度
の
確
立
に
よ
つ
て
、
こ
れ
ら
は
家
僕
從
臣
の
形
と

し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
家
に
所
属
し
ま
つ
た
く
私
的
な
も
の
と
な
り
、
そ

の
地
位

は
極

め

て
低

か

つ
た
が

、

目

立

た

ぬ
も

の
と

な

つ
た

。

一
つ
の
肚

會

層

と

し

て

は
、
鯨

り

む
し
ろ
中
世
で
は
上
代
に
良
賎
の
中
間

に
位
し
た
、

雑
色
人
が
賎

民
の
層
と
し
て
重
要
な

問
題
と
な
り
、

今
日
の

少
数
同
胞
を
め
ぐ

る
、

い
わ
ゆ
る
部
落
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
跡
を
ひ
い
て
い
る
。
印

ち
卒
安
時
代
に
は
大
部
分
解
放
さ
れ
た
雑
色
人
も
、

事
實
上
な
お
特

定
の
官
司
や
杜
寺
に
隷
厨
し
て
生
活
を
螢

み
、

彼
等
は
特
殊
の
技
藝

に
し
た
が

つ
て
多
く
は
濁
自
の
集
落
を

形
成
し
て
居
住
し
て
い
た
た

め
に
、

一
般
農
民
と
は
日
常
生
活
上
の
關
連
も
す
く
な
く
、
特
殊
の

扱
い
を
う
け
る
よ
う
に
な
ら
ぎ
る
を
え
な
か
つ
た
。

中
世
で
は
こ
れ

ら
の
賎
民
を

一
般
に
非
人

と
呼
ん
だ
が
、
個
々
の
名
構
は
極
め
て
多

く
、

そ
の
生
業
も
ま
た
雑
多
で
あ
る
。
し
か
し
職
業
別
に
見
る
と
大

艦
次
の
四
種
に
匠
分
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
邸
ち
第

一
は
製
革
、
屠

え

ほ
た

殺
を
業
と
す
る
も
の
で
、
次
章
に
の
べ
る
よ
う
に
臓
多
の
系
統
を
ひ

く
も
の
で
不
潔
の
業
に
從
う
も
の
と
し
て

賎
親
さ
さ
れ
た
も
の
と
第

二
は
、

染
色
、
竹
細
工
な
ど
の
細
工
人

の
類
で
上
代
の
染
戸
、
爪
工

な
ど
の
雑
工
戸
の
細
工
戸
の
系
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
り
、

第
三
は
、

墓
守
、

死
屍
の
庭
理
人
と
し
て
こ
れ
ら

は
上
代
の
陸
戸
の
流
れ
を
く

む
も
の
も
加

つ
て
い
る
。

第
四
は
、
遊
藝
、
巫
呪
に
た
ず
さ
わ
る
も

の
で
、

こ
れ
に
は
種
類
も
極
め
て
多
い
が
大
盟
、
上
代
の
樂
戸
、
遊

部
、

陰
陽
師
の
系
統
ひ
く
も
の
で
呪
術
的
技
能
を
も

つ
も
の
と
し
て

特
異
な
存
在
と
み
ら
れ
、

ま
た
浮
浪
生
活
を
お
く
る
も
の
が
多
か
つ
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た

。し
か
し

こ
れ
ら
の
人
々
は
多
く
は
杜
寺
や
公
家
等
、
荘
園
領
主
に

隷
厨
し
、

散
所
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
ま
た
宿
者
、
坂
者
な

ど
も
そ
の
居
住
に
よ
つ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
つ
た
。

し
か
し

一
部

に
は
こ
の
よ
う
な
領
主

(本
所
)
も
も
た
ず
、

浮
浪
生
活
を
お
く
る

も
の
も
あ
り
河
原
者
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。

ま
た
遊
藝
巫
呪
の
徒
の
う

ち
に
は
、

所
属
の
肚
寺
の
信
仰
宣
布
に
當
つ
た
も
の
が
多
か
つ
た
が

後
に
は
ま

つ
た
く
遊
藝
に
身
を
投
ず
る
よ
う
に
な
つ
た
も
の
も
少
く

な
く
、

そ
の
た
め
に
文
藝
の
登
展
に
寄
與
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
つ

た
。

そ
の
意
味
で
近
世
文
藝
の
基
礎
は
彼
等
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
と

い
つ
て
よ
く
、

ま
た
今
日
民
間
に
傳
承
す
る
傳
説
昔
話
、
民
謡
な
ど

の
な
か
に
も
彼
等
が
流
布
し
た
も
の
が
少
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

中
世
の
賎
民
は
]
般
人
よ
り
特
殊
に
扱
わ
れ
、

一

種
の
蔑
覗
を
う
け
て
は
い
た
が
、

し
か
し
そ
の
程
度
は
中
近
世
、
江

戸
時
代
の
よ
う
に
は
な
は
だ
し
く
は
な
か
つ
た
。

そ
し
て
近
世
に
入
る
と
、

い
わ
ゆ
る
封
建
制
の
確
立
に
と
も
な
つ

て
、
士

・
農

・
工

・
商
と
い
う
身
分
制
度
が
固
定
し
、

中
世
の
非
人

の
層
は
こ
れ
ら
の
四
階
層
の
外
に
お
か
れ
た
。

そ
し
て
嚴
重
な
職
能

的
身
分
制

に
よ
つ
て
組
織
づ
け
ら
れ
し
か
も
、

全
く
固
立
し
た
肚
會

状
態
が
持
績
さ
れ
た
た
め
こ
れ
ら
の
最
下
層
の
人
々
は

一
般
と
は
ま

つ
た
く
隔
縄
し
た
取
扱
い
を
う
け
、
賎
覗
の
度
も
極
端
で
あ
つ
た
。

ま
た
、

前
述
の
よ
う
に
家
人
、
奴
碑
の
あ
と
を
う
け
た
、
下
人
、

家
僕
の
敷
は
近
世
初
頭
の
法
令
に
よ
つ
て
、

譜
代
的
關
係
の
慶
紹
を

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
實
際
は
、

そ
の
根
跡

は
各
地
に
淺
り
名
子
、
門

百
姓
な
ど
の
名
構
で
呼
ば
れ
て
、

尚
隷
属
的
身
分
層
の
も
の
と
し
て

一
般
よ
り
賎
覗
さ
れ
た
が
、

本
來
こ
れ
ら

の
各
家
の
内
附
を
し
て
の

存
在
で
あ

つ
て
、

一
つ
の
杜
會
層
と
し
て
は
大
き
く
扱
は
れ
る
こ
と

は
な
か
つ
た
。

そ
し
て
、

近
世
の
賎
民
の
主
禮
は
や
は
り
中
世
の
非
人
、
師
ち
上

代
の
雑
色
人
の
系
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
れ
ら
は
主
と

し
て
、

エ
タ

(繊
多
)
非
人
お
よ
び
こ
の
雨
者
に
明
確
に
加
え
ら
れ

な
い
雑
種
の
賎
民
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
。

第
二
章

稼
多
と
非
人
に
つ
い
て

以
上
の
や
う
に
、

近
世
の
賎
民
は
主
と
し
て
、
繊
多
と
非
人
と
、

猿
曳
、
茶
笙
、

隙
亡
鳥
追
な
ど
の
雑
多
な
藝
能
的
門
附
な
ど
の
雑
種

　
　

賎

民

と

に
匠

別

さ
れ

る
が

、

結

局
、

臓

多

と
非

人

が

そ

の
中

心

を

な

し

て

い

た
。

從

つ
て
本

章

で

は
、

こ
れ
ら

の
賎

民

に

つ
い

て
記

述

す

る
で

あ
ろ

う
。

　
　

ま
つ

檬

多

の
名

構

の
意

義

に

つ
い

て
考

す

る

な
ら

ば

從

來

こ

の

エ

タ

と

い
う

名
構

に

二
義

が

あ

る
と

い
わ

れ

て

い

る
。

印

ち

エ
タ

と

は

エ
ト

リ

の
約
語

で
あ

る

と

い
う

読

で
、

そ

の

エ
タ

と

只
賎

し
め

て

い
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う

俗

語

で

あ

る
と

主
張

す

る
見

解

で
あ

る
。

ま

つ

エ
タ

と
は

エ
ト

リ

の
約

語

で
あ

る

と

い
う

考

え
方

は
、

エ
ト

リ
師

ち

餌

取

で
あ

つ
て
、

鳥

獣

の
皮

革

や

羽

毛

を

と
り
、

そ

の
肉

を

取

る
屠

殺

者

の

こ
と

を
意

味

す

る

と

い
う

考

え
方

で
、

す

で

に
動

祇

式

に
も

エ
タ

を
屠

者

と
呼

び
、

和
漢

三
歳

圖

會

に

エ
タ
と

は

"和

名

恵

止
利

、

今

云
二
繊

多

一按

屠

兇
師

古
所

γ謂

餌

取

也

。

今

庭

々
構

二

村

一毎

屠

二
牛
馬

猫

犬

一剥

γ皮

爲

γ業

其

繊

不

γ
少

、
故

日

一一繊

多
"

と
あ

り
、

ま

た

類

聚

名

物

考

に
は

エ
タ
と

は
も

と

エ
ト

リ

の
略

説

に

し

て
、

稼

多

の
字

は
殺

生

を
不

倫

な

り

と
す

る
佛
説

に

よ
り

て

の
ち

に

あ

て

は

め
た

も

の

で

あ

る
、

と

記

し

て

い

る
が
、

要

す

る
に
最

初

は

"
エ
ト
リ
"

と
呼

ん

で

の
を

"
リ
"

を
略

し

て

"
エ
ト
"

と

し

"
ト
"

は

"
タ
"

に
相

通
ず

る

こ
と

よ
り

し

て

"
エ
タ
"

と
轄

託

し

た

の
が

後
世

、

稼

多

の
字

を

あ

て
た

と
考

え

ら

れ

る
.

つ
ぎ

に
第

二

の

"
エ
タ
"

と

は
た

だ
賎

し
め

て

い
う

俗

語

で
あ

る

と

の
読

に

つ
い

て
の

べ

る
と
、

"
エ
タ
"

と

は

元
來

餌

取

の
ご

と
き

一
種

の
賎

民

に
名

付

け

た
名

稻

で

あ

る
け

れ

ど
も

必

ず

し
も

"
エ
ト

リ
"

と

い
う
名

詞

の
轄

託

し
た

も

の

で

は
な

く

"
エ
タ
"

は
も

と

も

と
不

澤

不
薇

を

意
味

し

た
俗
語

で

あ

る
と

す

る
見

解

で
あ

る
。

以
上
の
よ
う
に
エ
タ
の
語
源
に
つ
い
て
は
種
々
の
主
張
が
あ
る
が

要
す
る
に
中
世
の
皮
細
、

屠
殺
を
業
と
す
る
も
の
の
系
統
の
人
々
を

構
し
た
名
構
で
あ
り
載
國
末
期
…に
軍
需
品
と
し
て
皮
革
が
重
覗
さ
れ

る
に
と
も
な
い
城
下
町
の
は
よ
れ
な
ど
の
特
別
匠
域
に
強
制
疎
開
さ

さ
れ
皮
革
專
費
の
特
権
が
與
え
ら
れ
、

製
革
の
職
業
に
從
事
し
た
。

こ
の
し
よ
う
に
封
建
諸
大
名
の
統
制
下

に
特
殊
の
集
落
を
形
成
し
、

皮
革
製
造
業
に
從
事
し
た
皮
革
業
者
は
そ
の
急
激
に
人
口
を
急
激
に

埆
大
し
、

つ
い
に
エ
タ
の
名
構
は
賎
民

の
代
名
詞
に
さ
え
な
つ
た
。

ま
た

一
彼
等
は
皮
革
買
買
灌
の
賦
與
さ
れ
た
反
封
給
付
と
し
て
、

番
太
、

牢
番
、

罪
人
の
虞
刑
な
ど
の
役
を

強
制
的
に
申
附
け
ら
れ

た
。

そ
し
て
江
戸
時
代
に
封
建
的
身
分
制
度
が
確
立
す
る
と
エ
タ
は

生
得
の
身
分
と
し
て
規
定
さ
れ
、

全
く

一
般
庶
民
に
轄
ず
る
こ
と
も

か
た
く
禁
止
さ
れ

通

婚

や
居
住
に
つ
い
て
も
き
び
し
い
制
約
を
う

け
、

一
般
卒
人
の
家
屋
の
上
に
あ
が
る
こ
と
さ
え
禁
止
さ
れ
た
。
し

か
し
幕
府
は
そ
の
統
治
方
法
と
し
て
そ
の
仲
闘
法
を
認
め

一
種
の
自

治
的
取
締
を
支
配
頭
に
許
し
た
。

例
え
ば
關
東
八
州
と
陸
奥
、

駿

河
、
甲
斐
、

伊
豆
の

=

一國
は
有
名
な
淺
草
の
弼
左
衛
門
の
支
配
下

に
あ
り
、

其
他
の
諸
國
大
名
領
に
も
、

エ
タ
頭
が
あ
つ
て
そ
の
統
制

を
は
か
つ
た
。

つ
ぎ
に
非
人
は
江
戸
時
代
で
は
乞
食
、

物
も
ら
い
の
徒
で
こ
れ
に

は
抱
非
人
と
野
非
人
と
の
別
が
あ
つ
た
。

前
者
は
非
人
人
別
帳
に
登

録
さ
れ
、
非
人
小
屋
、

頭
の
支
配
に
属
す
る
も
の
で
後
者
は
文
字
通

り
無
宿
浮
浪
の
非
人
で
あ
る
。

ま
た
か
れ
ら
は
生
得
の
非
人
、
犯
罪

の
た
め
非
人
の
手
下
に
な
つ
た
も
の
、

貧
困
の
た
め
に
乞
食
に
お
ち

ぶ
れ
た
卒
民
素
性
の
も
の
、

こ
の
三
種

に
匠
別
さ
れ
、
卒
民
素
性
の

非
人
の
み
は
拾
ケ
年
以
内
に
そ
の
行
を
改

め
る
な
ら
ば

卒
民
に
復
錦
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す
る
こ
と
が
出
來
た
。

例
え
ば
弼
左
衛
門
よ
り
奉
行
所
に
差
出
し
た

る
書
付
の

な
か
に

"全
膣
非
人
素
性
の
者
は
、

素
人
に
は
不
仕
候

事
、
往
古
よ
り
の
作
法
に
て
御
座
候
。

尤
素
人
よ
り

一
旦
非
人
に
相

成
候
者
は
拾
ケ
年
相
立
た
た
ざ
る
内
は
其
非
人
の
縁
者
よ
り

引
上
申

度
段
非
人

小
屋
へ
申
來
候
節
、

其
趣
非
人
頭
よ
り

私
方

へ
申
出
候

間
、
詮
文
を
取
り
素
人
に
致
し
候
様
申
付
候

勿
論
拾
ケ
年
相
立
候
者

は
素
人
に
不
仕
作
法
に
御
座
候
。

然
れ
ど
も
非
人
よ
り
素
人
に
相
成

候
儀
出
生
に
御
座
候
間
、

近
年
は
久
敷
非
人
に
て
も
、
其
非
人
の
縁

者
よ
り
引
上
申
度
段
非
人
頭
共

へ
は

一
鷹
右
作
法
の
趣
申
聞
、

頻
り

に
引
上
申
度
段
申
者
は
誼
文
を
取
り
爲
引
上
候
得
共
、

前
書
に
申
上

候
繊
多
非
人
素
性
の
者
は
奉
人
に
は
不
任
作
法
に
御
座
候
。

右
之

趣
御
尋
に
付
、
乍
恐
、

以
書
付
奉
申
上
候
以
上

酉
五
月
八
日

淺
草
揮
左
衛
門

圃

そ
し
て
非
人
に
も
非
人
頭
、

組
頭
が
あ
り
、

そ
の
支

配
に
當
つ

た
。

し
か
し
江
戸
末
期
に
に
無
宿
者
と
し
て
の
野
非
人
の
増
加
は
大

き
な
問
題
で
あ
り
非
人
寄
場
は
そ
の
解
決
の

一
策
で
あ
つ
た
。

第

三
章

エ
タ
、
非

人

の
起
源

第

一
章
賎
民
の
歴

史

の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
た
や
う
に

古
代
か
ら
上

代
、
中
世
と
蔑
民
の
歴
史
的
起
源
を

一
慮
考
察
し
た
が
、

こ
こ
で
は

中
世
以
降
印
ち
近
世
の
賎
民
の
主
流
を
な
し
た
エ
タ
、

非
人
の
起
源

に
つ
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
從
來

一
般

の
巷
読
と
し
て
流
布
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
は
、

エ
タ
は
前
述
の
よ
う

に
餌
取
の
徒
の
子
孫
で
あ
る

と
か
、

古
代
、
上
代
の
賎
民
の
徒
で
あ
る
と
か
あ
る
い
は
、
蝦
夷
征

伐
の
捕
虜
で
あ
る
と
か
上
古
朝
鮮
よ
り

漂
流
臨
化
し
た
者
の
後
商
で

あ
る
と
か
、

豊
臣
秀
吉
征
韓
の
と
き
の
捕
虜
で
あ
る
と
か
載
國
時
代

の
敗
者
や
捕
虜
の
徒
と
か
、

犯
罪
人
あ
る
い
は
落
暁
貧
困
者
と
が
、

種
々
の
異
説
が
あ
る
。

ま
つ
最
初
に
エ
タ
は
餌
取
の
後
商
で
あ
る
と
の
主
張
は
、

極
め
て

常
識
的
な
見
解
で
あ
り
我
が
國
の
み
な
ら
ず

世
界
の
原
始
諸
民
族
の

生
治
様
式
を
顧
慮
し
て
も
未
開
原
始
の
採
取
、

狩
猿
時
代
印
ち
い
ま

だ
牧
畜
耕
作
の
段
階
に
達
せ
な
い
時
代

に
は

ー彼
等
は
禽
獣
虫
魚
及
び

自
然
に
自
生
し
た
植
物
の
果
實
を
有
力
な

食
料
資
源
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
つ
た
。

し
か
も
自
生
の
果
實

は
決
し
て
多
量
で
な
く
、
原

始
人
は
必
然
的
に
禽
獣
を
そ
の
最
大
の
生
活
資
料
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
た
。

こ
の
事
實
は
我
が
國
の
古
代
も
そ
の
例
外
で
な
く
太

古
よ
り
食
肉
の
風
は
盛
ん
で
あ
り
、

そ
れ
と
同
時
に
肉
を
屠
り
皮
を

剥
ぐ
い
わ
ゆ
る
エ
ト
リ

(餌
取
)

の
職
業
が
生
じ
こ
れ
が
專
業
化
し

て
エ
タ
の
祀
先
と
な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
つ
ぎ
に
工
汐
は
外
國
渡
來
の
民
の
後
商
で
あ
る
と
の
説
は
我

が
國
は
周
知
の
ご
と
く
四
方
を
海
に
よ

つ
て
か
こ
ま
れ
、

本
海
上
よ
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り
の
渡
來
は
比
較
的
容
易
で
あ
り
、

ま
た
征
服
に
よ
る
俘
虜
あ
る
い

は
支
配
者
の
意
識
的
な
る
外
來
人
の
招
聰
及
び
そ
の
臨
化
な
ど
種
々

の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か
し
、

一
般
に
我
が
國
の
歴
史
を
顧

み
る
と
、

我
が
國
は
古
來
よ
り
外
來
人
を
優
遇
し
、
と
く
に
工
人
と

し
て
技
術
を
も

つ
も
の
に
は
土
地
を
與
え
爵
を
授
け
と
き
に
は
租
挽

を
減
冤
し
て
む
し
ろ
彼
等
を
優
遇
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
故
、

こ
の

よ
う
な
見
解
を
全
面
的
に
承
服
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

た
だ
外
來

人
の
う
ち
で
も
生
業
や
身
分
の
賎
し
く
し
て
屠
者
に
近
似
せ
る
者
は

つ
い
に
エ
タ
と
同
覗
せ
ら
れ
て
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
エ
タ
非
人
の
徒
に
な
つ
た
ケ
ー
ス
は
我
が
國
内
に
お

け
る
紹
え
ぎ
る
戦
齪
の
結
果
利
あ
ら
ず
し
て
敗
者
と
な
り
捕
虜
と
な

つ
て
、

強
制
的
に
あ
る
い
は
自
ら
人
と
交
ら
ず
婚
を
通
ぜ
ず
、
逃
避

生
活
を
な
し
そ
の
業
と
し
て
屠
殺
を
行
い
、

つ
い
に
エ
タ
の
仲
間
と

な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
榮
枯
盛
衰
の
鐵
則
を
逃
れ
ら
れ
ず
昨
日
ま
で
金
殿
玉

櫻
に
住
み
榮
華
の
極
み
を
つ
く
し
た
の
も
、

一
朝
非
常
の
不
運
に
あ

え
ば
家
産
蕩
壷
し
、

貧
窮
の
き
わ
み
を
つ
く
し
、

つ
い
に
そ
の
品
性

も
失
墾
し
て
巷
間
に
そ
の
食
を
乞
い
、

あ
る
い
は
ま
た
、
不
幸
に
し

て
不
治
の
病
と
し
て
の

"カ
タ
イ
"
郎
ち
癩
病
に
罹
患
す
れ
ば
當
人

は
勿
論
家
族

一
門
そ
の
疾
を
恥
じ
て
國
を
去
り

つ
い
に
浮
浪
、
乞
食

の
徒
に
な
り
最
後
に
は
エ
タ
の

部
落
に
潜
入
す
る
と
い
う
こ
と
も
少

く
な
か
つ
た
。

さ
ら
に
ま
た
、

我
が
國
の
み
な
ら
ず
他
の
國
々
に
お
い
て
も
古
來

よ
り
犯
罪
に
よ
つ
て
そ
の
身
分
的
階
級
を
下
げ
た

事
實
は
し
ば
し
ば

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
と
に
族
制
が
定
め
ら
れ
て
よ
り
最
重

に
こ
れ
が
行
わ
れ
、

と
く
に
近
世
徳
川
封
建
制
の
確
立
と
と
も
に
犯

罪
者
を
庭
分
す
る
に
士
分
の
も
の
は
李

民
に
降
し
、

李
民
は
こ
れ
を

賎
民
に
落
し
、

重
罪
の
場
合
に
は
當
該
犯
罪
者
は
勿
論
、
そ
の

一
族

一
門
を
も
連
座
せ
し
め
追
放
し
た
。

ま

た
身
分
制
を
犯
し
て
婚
姻
關

係
を
結
べ
ば
賎
民
の
地
位
に
お
と
し
、

ま
た
不
倫
、
不
義
、
密
通
、

情
死
な
ど
の
弊
を
矯
正
す
る
た
め
に
、

そ
の
當
事
者
を
賎
民
印
ち
エ

タ
の
階
級
に
降
し
た
事
實
も
少
く
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
エ
タ
、

非
人
な
ど
の
賎
民
の
獲
生
し
た
原
因
は
い

ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、

ま
つ
日
本
人

の
深
繊
観
念
の
表
象
と
し
て

こ
の
よ
う
な
賎
民
思
想
を
生
ん
だ
に
い
た
つ
た
こ
と
も

一
つ
の
有
力

な
原
因
で
あ
る
と
い
え
る
。

例
え
ば

一
般
に
繊
多
エ
タ
は
關
東
よ
り

も
以
西
こ
と
に
關
西
近
畿
地
方
に
多
い
と
い
う

事
實
が
こ
の
こ
と
を

物
語

つ
て
い
る
。

郎
・ち
、
日
本
の
肚
會

現
象
を
調
査
す
る
と

一
般
に

近
畿
地
方
に
お
い
て
は
そ
の
階
層
分
化
が
多
く
、

組
織
も
複
雑
で
あ

つ
た
。

身
分
思
想
の
ご
と
き
も
そ
の
例

に
も
れ
ず
、
農
村
に
於
て
も

官
座
の
所
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
そ
の
座

の
順
も
嚴
し
く
、

座
と
李
と

の
匠
別
も
最
重
で
あ
る
。

エ
タ
が
こ
の
地
方
に
多
い
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
な
差
別
思
想
が

歴
史
と
と
も
に
こ
の
地
方
に
古
い
こ
と
が
想
像

で
き
る
。

從
つ
て
お
そ
ら
く
エ
タ
と
い
う
言
葉
も
實
膣
も
早
く
か
ら
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こ
の

地
方

に
お

こ

つ
た
と

考

え

ら

れ

る
。

印
ち
忌
み
と
か
繊
れ
と
か
の

思
想
は
こ
の
地
方
が
古
い
文
化
の
中

心
と
し
て
、

こ
こ
で
著
し
い
嚢
達
を
ど
げ
た
。
と
く
に
宮
中
や
公
家

肚
會
は
そ
の
最
も
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
り
、

些
細
な
汚
繊
に
つ
い
て

も
神
経
を
尖
ら
せ
た
こ
の
よ
う
な
風
潮
が

一
般
肚
會
に
も
及
ん
だ
結

果
、

こ
こ
に
動
物
を
屠
殺
し
て
そ
の
皮
を
剥
ぐ
と
い
う
こ
と
が
非
常

な
稼
れ
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

古
事
記
や
日
本
書
紀
な
ど
の
古
典
の

な
か
に
も
、

生
剥
と
か
逆
剥
と
か
を
、
天
津
罪
、
國
津
罪
の
な
か
に

敷
え
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
佛
教
の
傳
え
る
殺
生
戒
に
裏
付
け
さ

れ
て
こ
の
よ
う
な
專
從
者
を
蔑
硯
し
た
の
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
更
に

近
世
肚
會
が
封
建
制
を
確
立
し
て
、

そ
の
身
分
差
を

一
般
的
に
強
化

す

る
に
い
た
つ
て
、

い
よ
い
よ
こ
の
よ
う
な
傾
向
的
か
法
的
に
全
國

的

に
波
及
し
た
と
い
え
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
思
想
と
關
連
し
て
、

日
本
人
の
階
級
観
念
は
強

化

さ
れ
、

彼
等
は
天
皇
や
將
軍
を
極
度
に
尊
敬
し
、

一
切
を
あ
げ
て

こ
れ
に
紹
樹
的
に
服
從
す
る
と
と
も
に
、

丁
度
そ
の
反
封
の
極
と
し

て
印
ち
蜀
極
観
念
と
し
て
の
エ
タ
、

非
人
を
極
度
に
賎
し
め
た
の
で

あ

つ
た
。

い
わ
ば

エ
タ
、
非
人
は
、
そ
の
議
生
の
原
因
は
種
々
あ
る

に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
、

封
建
制
の
生
ん
だ
極
端
な
階
級
思
想
の

一

種

の
犠
牲
者
で
あ

つ
た
と
い
え
る
。

第

四
章

エ
タ
、
非

人

の
宗

教
思

想

元
來
宗
教
は
、

そ
の
機
能
と
し
て
個
人
的
な
要
求
に
直
接
こ
た
え

る
面
と
肚
會
的
集
團
的
な
要
求
に
直
接
こ
た
え
る
面
と
の
二
つ
が
あ

り
、

さ
ら
に
こ
の
杜
會
的
機
能
に
二
つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

の

一
つ
は
集
團
の
團
結
と
統

一
と
を
強
化
す
る
機
能
で
あ
る
。

集
團

の
成
員
は
さ
ま
ぎ
ま
の
宗
教
的
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

同

一
の
集
團
に
所
厨
し
て
い
る
と
の
感
情
を
ふ
か
め
強
く
す
る
。

そ

し
て
宗
教
は
こ
の
機
能
を
さ
ら
に

強
化
し
て
合
理
的
な
個
人
的
要
求

を
お
し
ま
げ
て
で
も
、

祓
會
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
非
合
理
的

な
手
段
と
な
ら
う
と
す
。

印
ち
肚
會
が
十
分
に
分
化
せ
ず
、

階
級
的
封
立
も
著
し
く
な
く
、

特
定
的
な
人
々
に
よ
つ
て
か
た
ち
づ
け
ら
れ
て
い
る
共
同
罷
で
は
宗

教
は
軍
純
に
集
團
的
感
情
の
統

一
と
張
化

に
役
立

つ
。

し
か
し
階
級

分
化
が
強
ま
る
と
、

宗
教
の
こ
の
機
能
は
歪
ん
だ
形
と
な
つ
て
あ
ら

わ
れ
る
。

抑
墜
さ
れ
て
い
る
被
支
配
階
級

は
経
濟
的
な
貧
困
に
苦
し

み
、
文
化
的
な
生
活
か
ら
遮
噺
さ
れ
て
か
れ
ら
の

現
世
的
要
求
や
願

望
が
實
現
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
。

若
し
そ
の
要
求
を
實
現
し
よ
う

と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
支
配
階
級
の
利
盆
と
衝
突
す
る
。
こ
の
場
合
宗

教
は
か
れ
ら
に
現
世
的
な
要
求
を
す
て
さ
せ
る
か
わ
り
に
、

來
世
の
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幸
輻
な
生
活
を
約
束
す
る
。

邸
ち
眼
は
地
上
か
ら
天
上
、
他
界
に
両

け
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
ば
あ
い
宗
教
は
眼
を
天
上
に
向
け
さ

せ
る
だ
け
で
な
く
、

地
上
の
こ
と
に
も
か
か
わ
つ
て
く
る
。

一
般
に

い
つ
れ
の
宗
教
も
本
質
的
に
は
肚
會
秩
序
を
尊
重
し
支
配
者
の
槽
威

に
服
從
す
べ
き
こ
と
、
集
團
的
な
行
動
規
準
に
し
た
が
う
べ
き
こ
と
、

ま
た
封
人
關
係
に
お
い
て
は
闘
孚
で
な
く

和
解
の
精
柿
を
守
る
べ
き

こ
と
な
ど
を
常
に
と
い
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
直
ち
に
現
在
の
支
配

階
級
に
と

つ
て
有
利
な
教
義
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て

一
方
被
支
配
階
級
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
教
義
を
受
入
れ

る
こ
と
に
よ
つ
て
、

彼
等
の

現
世
的
な
生
活

へ
の

要
求
を

放
棄
す

る
。

師
ち
か
れ
ら
は
現
世
に
失
望
し
て
も
來
世
の
幸
幅
を
期
待
し
よ

う
と
す
る
し
、

ま
た
彼
等
が
服
從
し
て
い
る
支
配
者
の
槽
威
と
現
状

の
杜
會
秩
序
と
が
損
大
さ
れ
て
、

榊
、
佛
と
い
う
紹
艘
的
存
在
に
ま

で
昇
華
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
支
配
者
は
意
識
的
に
宗
教
の
も

つ

こ
の
よ
う
な
機
能
を
利
用
し
て
、

彼
等
の
支
配
禮
制
の
裏
付
け
を
意

識
的
に
行
な
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
イ
ン
ド
に
お
け
る
不

可
鯛
賎
民
、

不
可
見
賎
民
と
い
わ
れ
る
パ
ー
リ
ヤ
は
ヴ

エ
ー
ダ
と
い

う
宗
教
的
槽
威
に
よ
つ
て
、

裏
付
け
ら
れ
て
そ
の
悲
惨
な
生
活
を
繰

り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

丁
度
我
が
國
に
お
け
る
エ
タ
、

非
人
な
ど
の
賎
民
階
級
も
い
わ
れ

な
き
悲
惨
な
差
別
に
苦
し
め
ら
れ
、

公
に
お
い
て
は
人
間
の
階
級
以

外
に
お
か
れ
、

私
に
お
い
て
は
所
有
手
段
に
賎
侮
さ
れ
て
、
李
民
と

通
交
、

通
婚
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
甚
だ
し
き
は
同
食
同
席
す
る
こ

と
も
許
さ
れ
な
か
つ
た
。

甚
だ
し
き
は
李

民
の
屋
舎
に
入
り
、
同
火

す
る
こ
と
さ
え
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
彼
等
は
現
世
に

お
い
て
杜
會
的
快
樂
や
愉
悦
を
享
け
る
こ
と
も
な
く
、

な
お
其
上
過

去
に
お
け
る
榮
貴
を
も
追
憶
す
る
歴
史
的
事
實
の

一
片
さ
え
も
持

つ

て
い
な
か
つ
た
。
從

つ
て
彼
等
は
現
世
で
の
幸
輻
を
諦
め
、
來
世
の

恩
寵
を
渇
望
し
て
神
佛
の
冥
護
を
所
り
、

ひ
た
す
ら
信
仰
心
を
深
め

ぎ
る
を
得
な
か
つ
た
。

以
上
の
よ
う
な
縁
由
に
よ
つ
て
彼
等
は
極
め
て
強
い
宗
教
信
仰
の

念
を
も
ち
、

し
か
も
我
が
國
に
お
い
て
は
佛
教
、
就
中
澤
…土
眞
宗
に

大
多
敷
の
も
の
は
蹄
依
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

我
が
國
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

多
敷
の
佛
教
宗
派
が
あ

り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
を
宣
布
し
て
い
る
が
、
浄
土
眞
宗
は
自
力
難

行
の
宗
義
と
は
こ
と
な
り
、

他
力
易
行

の
宗
義
を
宣
言
し
、
非
櫓
非

俗
の
立
場
に
立
つ
て
衆
生

自
ら
其
心
を
顧

み
れ
ば
繊
悪
汚
染
に
し
て

清
浄
な
ら
ず
、

盧
假
詔
儒
に
し
て
眞
實
あ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
煩
悩

を
断
じ
て
浬
藥
を
謹
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
意
識
す
る
。

…從

つ
て
彌
陀

一
佛
を
念
じ
、

安
心
起
行
た
だ

本
願
他
力
に

随
順
す
れ

ば
、

往
生
成
佛
の
讃
果
を
得
る
と
し
、
正
信
偶
に
も

"極
重
悪
人
唯

構
佛
、

我
亦
在
彼
囁
取
中
と
説
き
他
力
易
行
を
す
す
め
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
安
心
起
行
は
極
め
て
修
し
や
す
い
が
た
め
に
、

老
少
男
女

貴
賎
を
問
わ
ず
、

ま
た
出
家
、
心
獲
、
捨
身
、
棄
欲
を
論
ぜ
ず
、
極
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め

て
簡
易
に
佛
果
を
誰
得
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

な
お
其
上
櫓
侶
の

ご
と
き
も
牛
僧
牛
俗
の
主
旨
か
ら

肉
食
妻
帯
を
許
さ
れ
た
の
で
末
法

の
時
機
に
適
し
、

庶
民
は
競

い
て
之
に
脇
依
し
た
の
み
な
ら
ず

エ
タ

の
徒
も
亦
蝟
集
し
て
入
信
し
た
。

か
な
り
古
い
記
録
で
あ
る
が

一
九
三
二
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

從

來

の
賎
民
、

師
ち
部
落
内
の
澤
土
眞
宗
寺
院
敷
は
四
九
八
ケ
寺
あ
り

部
落
の
人
々
の
八
五
%
が
そ
の
檀
信
徒
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
と
に
全
國
部
落
総
敏
の
七
〇
%
が

存
在
し
て
い
る
近
畿
以
西
は
岡

山
縣
の
備
前
地
方
の
'眞
言
宗
寺
院
を
除

い
て
こ
と
ご
く
眞
宗
に
属
し

て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
は
三
河
以
東
關
東
地
方
の
日
蓮
宗
以
外
は
少

数

の
他
の
諸
派
寺
院
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

と
に
か
く
部
落
民
は
暮

し
は
種
々
の
理
由
か
ら
大
部
分
貧
し
い

生
活
を
し
な
が
ら
そ
の
宗
教

め

心
は
か
な
り
強
く
、

そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
宿
坊
た
る
佛
教
寺
院
の

維
持
に
は
熱
心
で
あ
り
ま
た
貧
窮
の
底
に
う
め
き
な
が
ら
も

租
先
を

ま
つ
る
祭
檀
と
し
て
の
佛
檀
に
は
惜
し
み
も
な
く
金
銭
を
費
し
て
、

禮
讃
深
く
冥
護
を
所
つ
て
い
ξ
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
佛
教
と
く
に

一
部
の
宗
派
は
積
極
的
に
賎
民
の
宗

敏
的
救
濟

に
乗
り
出
し
た
。

日
本
の
古
來
の
宗
敏
た
る
神
道
は
こ
れ

ら

の
賎
民
を
不
澤
覗
し
て
部
落
内
に
神
肚
を
設
立
し
て
耐
を
勧
請
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
つ
た
。

既
存
の
格
式
高
い
瀞
肚
に
お
い
て
は

例

え
ば
、

滋
賀
縣
坂
本
部
落
の
日
吉
神
肚
の
ご
と
き
は
、

一
般
参
道

の
爾
…側
に

一
段
低
い

"不
澤
道
"
を
設
け
て
エ
タ
、

賎
民
の
参
葬
道

と
し
、
勿
論
神
事
に
は
参
加
す
る
事
は
許
さ
れ
な
か
つ
た
。

そ
し
て

明
治
四
年

(
一
八
七

一
年
)
正
月

エ
タ
、

非
人
稽
號
慶
止
の
直
後
第

一
に
部
落
の
人
々
が
行
つ
た
こ
と
は
、

部
落
内

へ
の
瀞
肚
の
渤
請
と

紳
事

へ
の
参
加
を
要
求
し
て
新
た
な

傳
統

を
作
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

結

証
ロロ

 

慶
鷹
四
年

(
一
八
六
七
)
正
月
淺
草
の

弼
左
衛
門
以
下
六
〇
鯨
人

を
李
民
に
編
入
し
た
の
が
、

賎
民
解
放

の
最
初
で
あ
る
と
い
わ
れ
明

治
四
年

(
一
八
七

一
)
八
月
に
は

"臓
多
、
非
人
の
稻
を
慶
せ
ら
れ

候
、

自
今
身
分
職
業
共
卒
民
同
業
た
る
べ
き
"
と
い
う
布
告
が
獲
布

せ
ら
れ
、

古
代

よ
り
と
く
に
近
世
以
降

久
し
き
に
わ
た
る

蔑
民
身

分
は
法
的
に
は
消
失
し
た
。

し
か
し
生
活
の
實
際
に
お
け
る
差
別
は

一
期

一
夕
に
は
浩
滅
し
な
い
。

そ
し
て
第
二
次
大
戦
及
び
そ
の
敗
戦

を
契
機
と
し
て
、

上
か
ら
で
は
あ
る
が
與
え
ら
れ
た
民
主
主
義
の
風

潮
は
ま
が
り
な
り
に
も

除
々
に
我
が
國
民
の
な
か
に
浸
透
し

つ
つ
あ

る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
の
人
々
は
大
多
敷
い
わ
れ
な
き

差
別
思
想
に
よ
つ
て
日
夜
陣
吟
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
人
道
上
極
め
て
醜
悪
な
る
事
態
を
改
善
し
て
よ
く
人

類
同
朋
に
眞
の
幸
福
を
與
え
る
も
の
は
何
か
、

ま
た
そ
の
責
を
捲
う

も
の
は
何
か
、

我
々
宗
教
人
、
佛
教
者
は
大
い
に
反
省
す
る
必
要
が
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あ
る
。

"宗
教
は
阿
片
な
り
"
と
の
言
葉
が
あ
る
が

若
し
宗
教
及
び

宗
教
家
が
い
ま
ま
で
の

よ
う
な
あ
り
方
を
つ
づ
け
る
な
ら
ば
そ
の
批

到
を
反
擾
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
だ
れ
も
が
認
め
る

部
落
民
の
純
眞
な
信
仰
心
、

本
來
の
人
の
好
さ
、
劣
弱
者
に
劉
す
る

へ
だ
て
の
な
い
同
情
心
の
側
面
を
眞
の
解
放

へ
の
よ
り
高
い
肚
會
意

識
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
宗
教
の
果
し
う
る

役
割
が
な
お
淺
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
役
割
を

宗
教
家
が
正
し
く

果
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
宗
教
が
支
配
の
具
か
ら
脱
し
て
眞
の
人
類

救
濟
の
武
器
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
一
九
六
〇
、

一
一
、

一
一
)

参

考

文

漱

部
落

の
歴
史
と
解
放
望
動

(
雑
誌
)

部
落

第
二
四
號

(講
座
)

部
落
1

・
皿

・
皿

・
W

・
V

差

別

日
本
残
酷
物
語

第
二
部

尾
形
亀
吉

日
本
肚
會
文
化
史

瀧
川
政
次
郎

日
本
肚
會
史

中
村
吉
治

日
本
肚
會
史

同

日
本
肚
會
史
概
説

輻
武

直

肚
會
學

日
高
六
郎

(部
落
問
題
研
究
所
編
)

(部
落
問
題
研
究
所
編
)

(
三

一
書
房
)

(
=
=

書
房
)

(
卒
凡
祉
)

(明
治
書
院
)

(有
斐
閣
)

(有
斐
閣
)

(碓
氷
書
房
)

(
光
文
祉
)

久
松
眞

一
博
士
著

維

摩

七

則

こ
の
た
び
抱
石

久
松
眞

一
博
士
は

F

・
A

・
S

協
會
か
ら

「
維
摩
七

則
」

な
る
書
を
襲
刊
さ
れ
た
。
維
摩
居
士
を
中
心
と
し
て
読
か
れ
た
経
典

で
あ
る
が
、

こ
の

「
維
摩
七
則
」

は
博
士
が
重
要
と
思
わ
れ
る
項
目
を
七

つ
選
び
出
し
七
同
に
互

つ
て

一
則
つ
つ
提
綱

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第

二
篇

に
は

「
宗
教
的
方
法

の
問
題
」
と
題
し
て
論
述

さ
れ
て

い
る
。

こ
＼
に
い
う
宗
敏
的
方
法

と
は
宗
教
史
學
、
宗
教
心
理
學
、
宗
教

肚
會
學
、
宗
教
民
俗
學
、
宗
教
現
象
學
、
宗
敏
哲
學

と
い
っ
た
よ
う

に
宗

教
を
科
學
す
る
方
法
で
は
な
く
、
所
禧

・
信
仰

・
止
観

・
阿
字
観

・
念
佛

・
坐
輝
と

っ
た
宗
教
す
る
方
法
で
あ
り
、

そ
.の
目
的

と
す
る
と
こ
ろ
は
宗

教
的
農
験
で
あ
る
。
勿
論
博
士
は
佛
教
科
學
を
否
定

し
無
用
規
す

る
も

の

で
も
な
く
、
科
學
的
研
究

の
重
要
性
を
要
望
し
て
お
ら
れ

る
が
、

そ
れ
に

も
ま
し
て

必
要

な
の
は

宗
教
す
る

こ
と
で
あ
る
こ
と
を

力
説
さ
れ
て

い

る
。

目
次
は
左
の
如
く
で
あ

る
。
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