


120 121書評／ひろたまさき『差別の諸相』を読んで

「
解
題
」
を
お
く
と
と
も
に
、
巻
末
に
「
曰
本
近
代
社
会
の
差
別
構

造
」
と
題
す
る
詳
細
な
「
解
説
」
を
付
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
ろ
た
氏
の
史
料
編
集
の
意
図
、
そ

の
差
別
論
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
書
は
、
人
種
・
民
族
・
性
と
い
っ
た
「
自
然
的
属
性
」
、
政
治

的
・
社
会
的
に
創
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
社
会
的
属
性
」
、
個

人
の
努
力
に
左
右
さ
れ
ろ
と
観
念
さ
れ
た
「
個
人
的
属
性
」
の
順
序

に
し
た
が
い
、
ア
イ
ヌ
・
沖
縄
人
、
被
差
別
部
落
民
、
娼
婦
、
病
者

と
障
害
者
（
と
く
に
急
性
伝
染
病
者
と
精
神
障
害
者
）
、
貧
民
、
坑

夫
、
囚
人
に
た
い
す
る
社
会
的
差
別
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
女

性
、
外
国
人
（
と
く
に
ア
ジ
ア
人
）
、
芸
能
人
な
ど
の
雑
業
者
、
山

窩
、
離
島
人
な
ど
が
割
愛
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
関
係
上

直
接
本
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ひ
ろ
た
氏
は
、
一
九
七
○
年
代
か
ら
飛
躍
的
に
発
展
し
て
き
た
差

別
史
の
研
究
が
な
お
「
個
別
史
」
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
差
別
の

「
全
体
史
」
へ
と
展
開
し
な
い
状
況
を
問
題
視
し
、
「
さ
ま
ざ
ま
な

『
差
別
』
が
社
会
全
体
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

ち
相
互
に
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い

と
、
個
別
史
の
研
究
も
す
す
ま
な
い
段
階
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い

ろ
〃
被
差
別
者
（
Ⅱ
被
害
者
）
の
実
体
〃
の
追
求
と
と
も
に
、
一
般

民
衆
を
も
含
め
た
体
制
秩
序
の
〃
差
別
者
（
Ⅱ
加
害
者
）
の
実
体
〃

を
対
象
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
思
想
や
道
徳
、
生
活
意
識
や
曰

常
感
覚
、
習
俗
や
民
俗
的
下
意
識
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た
人
々
の
〃
差

別
的
営
為
〃
を
、
法
律
や
制
度
と
い
う
秩
序
と
と
も
に
対
象
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
の
全
体
像
を
い
っ
そ
う
豊
か
に
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
差
別
を
、
〃
な
ま
み
〃
の
人
間
の
社
会
生
活

の
あ
り
か
た
Ⅱ
社
会
秩
序
（
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
包
み
こ

ん
で
い
る
権
力
秩
序
を
も
視
野
に
い
れ
て
）
と
の
関
連
で
み
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
の
問
題
を
、
歴
史
的
・

社
会
的
存
在
と
し
て
の
〃
わ
れ
わ
れ
〃
と
い
う
具
体
的
人
間
に
、
内

在
的
な
問
題
と
し
て
、
把
握
す
る
こ
と
も
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
差
別
の
「
全
体
史
」
の
必
要
性
は
、
た
ん
に
〃
ひ

ろ
た
的
差
別
史
観
〃
の
完
成
と
い
っ
た
個
人
レ
ベ
ル
の
問
題
な
の
で

は
な
く
、
現
に
研
究
の
進
展
が
要
請
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
ひ
ろ
た
氏
が
主
張
す
る
先
述
の
観
点
に
も
と
づ

く
「
解
説
」
は
、
諸
々
の
社
会
的
差
別
を
意
識
的
・
自
覚
的
に
ト
ー

タ
ル
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
最
初
の
本
格
的
な
試
み
で
あ
る
、
と
評

価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

社
会
的
差
別
を
網
羅
的
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
企
画
が
こ
れ
ま

で
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
雄
山
閣
刊
行
の
『
差
別
と

人
権
』
シ
リ
ー
ズ
（
全
七
巻
）
は
、
「
部
落
」
、
「
女
性
」
、
「
民
族
気

－ 

－ 

か
、
こ
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
『
差
別
』
が
あ
ら
た
に
連
鎖
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
体
的
な
構
造
と
矛
盾
の

究
明
が
な
に
よ
り
重
要
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
賤
視
の
根
源
』

が
問
わ
れ
る
の
も
、
『
差
別
』
の
比
較
史
や
社
会
史
の
研
究
が
み
ら

れ
は
じ
め
た
の
も
、
あ
る
い
は
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
被
差
別
者
集
団
の

相
互
の
連
帯
運
動
の
動
き
も
、
そ
う
し
た
研
究
段
階
に
来
て
い
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

〃
黒
人
問
題
〃
と
は
実
は
〃
白
人
問
題
〃
な
の
だ
、
と
は
よ
く
い

わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
差
別
の
原
因

は
被
差
別
者
の
側
に
で
は
な
く
差
別
者
の
側
に
あ
る
。
差
別
の
原
因

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
差
別
者
の
「
属
性
」
（
諸
特
性
）
そ
れ
自
体
の

な
か
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ
の
「
属
性
」
（
諸
特
性
）
を
根
拠
と
し

て
、
か
れ
ら
を
排
除
し
忌
避
し
賎
視
し
よ
う
と
す
る
差
別
者
の
側
の

意
識
・
行
為
の
な
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
、
差
別
者
が
差
別

の
原
因
を
被
差
別
者
の
「
属
性
」
（
諸
特
性
）
に
倒
錯
的
に
求
め
る

と
い
う
点
に
お
い
て
心
的
位
相
を
一
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
諸
差

別
を
そ
の
特
殊
性
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
同
一
性
に
お
い
て
も
把

握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

諸
差
別
の
相
互
関
係
と
全
体
構
造
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
諸
差
別
の
相
互
関
係
と
全
体
構
造
を
あ

き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
差
別
の
特
殊
性
も
い
っ
そ

う
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
従
来
の
個
別
史
に
お
け

菅
孝
行
氏
は
「
差
別
意
識
と
は
、
専
ら
上
下
に
優
劣
を
区
分
す
る

こ
と
で
あ
る
」
（
『
賎
民
文
化
と
天
皇
制
』
明
石
書
店
、
」
二
八
頁
）

と
し
て
、
差
別
を
区
別
の
価
値
的
序
列
づ
け
に
お
い
て
と
ら
え
た
ア

ル
ベ
ー
ル
・
メ
ン
ミ
流
に
、
優
劣
・
上
下
の
関
係
に
お
い
て
把
握
し

て
い
る
が
、
と
く
に
近
代
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
差
別
を
排
除

・
忌
避
の
問
題
（
簡
単
に
い
え
ば
仲
間
は
ず
し
の
問
題
）
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
む
し
ろ
必
要
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ろ
。
人

間
の
不
平
等
を
当
然
の
前
提
と
し
て
組
織
さ
れ
る
身
分
制
社
会
に
お

い
て
は
、
差
別
を
そ
の
組
織
原
理
の
ま
ま
に
、
優
劣
・
上
下
の
観
点

か
ら
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
近

代
が
ひ
と
ま
ず
人
間
の
平
等
観
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
了
解
す
れ

ば
、
そ
の
平
等
性
（
同
質
性
）
を
大
前
提
と
し
た
う
え
で
の
差
別
の

問
題
は
〃
排
除
〃
（
そ
の
極
限
が
〃
抹
殺
〃
で
あ
る
）
の
契
機
が
本

「
心
身
障
害
者
」
、
「
底
辺
社
会
」
、
「
高
年
者
」
を
と
り
あ
げ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
諸
差
別
の
相
互
的
関
連
性
、
全
体
性
を
問
う

と
い
う
視
点
は
存
在
せ
ず
、
個
別
的
差
別
に
つ
い
て
の
記
述
の
論
文

集
と
い
う
域
を
で
て
い
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ひ
ろ
た
氏
は
、
諸

差
別
の
有
機
的
・
相
互
的
関
連
性
を
正
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
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層
的
病
気
観
の
も
と
で
の
流
行
病
者
の
隔
離
と
環
境
の
清
潔
化
と
い

う
予
防
法
の
端
緒
、
病
気
と
貧
困
と
の
関
係
の
漸
次
的
意
識
化
、
貧

民
街
が
物
理
的
に
不
潔
で
あ
る
と
と
も
に
、
道
徳
的
に
も
悪
徳
の
場

で
あ
る
と
の
認
識
、
人
々
の
交
流
の
拡
大
に
と
も
な
う
「
キ
ョ
メ

役
」
の
重
要
性
の
認
識
と
触
穣
観
念
の
増
大
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ

ろ
。
他
方
、
曰
本
近
海
へ
の
外
国
船
の
出
没
は
、
幕
府
諸
藩
の
危
機

感
を
た
か
め
、
蝦
夷
地
の
幕
府
直
轄
化
と
ア
イ
ヌ
Ⅱ
「
化
外
の
民
」

の
和
人
化
政
策
へ
の
転
換
、
和
人
の
進
出
に
よ
る
ア
イ
ヌ
社
会
の
破

壊
を
結
果
し
た
（
日
清
両
属
の
沖
縄
は
維
新
後
の
問
題
）
。
こ
う
し

で
て
、
対
外
関
係
の
緊
張
と
そ
の
下
で
の
「
化
外
の
民
」
の
包
摂
、
社

獅
会
矛
盾
の
激
化
に
よ
る
差
別
の
強
化
は
、
日
本
型
華
夷
意
識
の
高

を
場
、
日
本
的
清
浄
社
会
の
汚
染
防
止
意
識
の
た
か
ま
り
と
な
っ
て
あ

Ｊ
 

相
ら
わ
れ
た
。

蝿
以
上
が
ひ
ろ
た
氏
の
描
き
出
す
近
世
社
会
の
差
別
の
概
略
で
あ
る

Ｉ
 

識
が
、
こ
れ
を
近
代
社
会
成
立
期
の
差
別
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
論

訓
述
と
比
較
す
る
と
き
、
総
じ
て
近
世
か
ら
近
代
へ
の
〃
連
続
面
〃

さ
（
た
と
え
ば
、
伝
染
病
観
や
貧
民
街
へ
の
認
識
）
に
た
い
し
て
近
代

また
出
発
時
の
〃
断
絶
面
〃
の
巨
大
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

妬
そ
れ
は
ひ
ろ
た
氏
も
「
お
わ
り
に
」
で
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

釦
書
評
子
に
は
、
近
代
的
規
定
に
よ
る
差
別
の
甚
だ
し
い
変
容
（
再
編

書
成
）
と
い
う
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
明
治
維
新
と
い
う
社
会
秩
序
の
変

捌
革
の
巨
大
さ
（
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
軋
礫
を
と
お
し
て
最
終
的
に
は

質
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
優
劣
・
上
下
の
契

機
そ
れ
自
体
に
は
対
立
の
関
係
は
含
ま
れ
て
い
て
も
差
別
の
本
質
を

と
ら
え
き
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
近
代
で

は
、
同
質
性
を
前
提
と
し
つ
つ
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
ろ
〃
差

異
（
感
）
〃
を
異
質
化
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
排
除
・
忌
避
す
る
こ
と

が
、
差
別
の
本
質
と
し
て
前
面
に
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

前
近
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
排
除
・
忌
避
が
、
同
質
性
の
前
提
な
し

に
、
貴
賎
・
上
下
の
身
分
的
秩
序
と
し
て
表
現
さ
れ
、
組
織
化
さ
れ

て
い
ろ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

ひ
ろ
た
氏
は
、
「
社
会
的
差
別
」
を
、
国
家
を
単
位
と
す
る
社
会

の
一
般
構
成
員
（
と
目
さ
れ
る
存
在
）
が
、
自
分
た
ち
の
共
通
性

（
あ
る
い
は
そ
の
共
同
幻
想
）
を
基
盤
と
し
て
、
社
会
秩
序
に
抵
触

・
脅
威
・
混
乱
・
破
壊
を
う
む
（
あ
る
い
は
う
む
お
そ
れ
が
あ
る
と

観
念
さ
れ
る
）
人
々
を
「
特
殊
化
」
し
、
か
れ
ら
の
社
会
参
加
を
全

面
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
排
除
す
る
こ
と
、
と
し
て
把
握
す
る
が
、

こ
の
定
義
は
了
承
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
「
家
族
」
な
ど
の
諸

「
集
団
内
」
の
差
別
は
そ
の
派
生
的
な
も
の
と
し
て
捨
象
さ
れ
て
い

る
）
。

プ
ロ
ト
タ
イ
プ

本
書
は
、
［
ロ
本
近
代
に
お
け
る
社
会
的
差
別
の
原
型
を
な
す
と

四

考
え
ら
れ
る
曰
本
近
代
社
会
成
立
期
（
明
治
前
期
Ⅱ
近
世
的
身
分
制

の
解
体
か
ら
帝
国
憲
法
体
制
成
立
ま
で
の
時
期
）
の
社
会
的
差
別
を

問
題
の
焦
点
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
近
世
社
会
の
差
別
の

特
質
を
ひ
ろ
允
氏
に
し
た
が
っ
て
概
括
し
て
お
こ
う
。

近
世
身
分
制
の
社
会
を
「
清
浄
社
会
」
と
し
て
保
持
し
う
る
役
割

を
に
な
っ
た
の
が
「
稔
多
非
人
」
を
中
心
と
す
る
近
世
賎
民
で
あ

り
、
か
れ
ら
は
清
浄
性
保
持
に
不
可
欠
で
あ
り
な
が
ら
賤
視
さ
れ
る

「
キ
ョ
メ
役
」
（
刑
吏
役
、
蕊
牛
馬
処
理
役
、
盗
賊
・
野
非
人
取
締

役
）
と
し
て
、
犯
罪
者
・
異
端
者
・
ケ
ガ
レ
な
ど
の
排
除
、
処
理
に

あ
た
っ
た
。
他
方
、
鎖
国
体
制
は
、
文
化
的
優
越
意
識
で
は
な
く
、

武
力
と
神
国
観
念
に
よ
る
主
観
的
・
独
善
的
な
優
越
意
識
に
よ
る
日

本
型
華
夷
意
識
を
再
生
産
し
た
。
そ
し
て
、
国
内
面
に
お
け
る
尊
卑

・
上
下
の
身
分
意
識
と
国
際
面
に
お
け
る
華
夷
意
識
と
は
、
相
互
に

お
ぎ
な
い
あ
っ
て
近
世
差
別
社
会
を
自
己
完
結
的
な
永
遠
の
秩
序
と

認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

近
世
後
期
に
お
け
る
社
会
矛
盾
の
激
化
は
、
体
制
に
よ
る
身
分
政

策
（
差
別
）
の
強
化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
通
俗
道
徳
の
実
践
に

よ
る
困
難
解
決
の
方
向
に
人
々
を
む
か
わ
せ
た
。
そ
れ
は
、
世
界
を

道
徳
的
秩
序
と
反
道
徳
的
秩
序
に
分
割
し
、
道
徳
的
秩
序
を
純
化
し

よ
う
と
す
る
志
向
を
う
み
だ
し
た
ｐ
幕
府
と
諸
藩
に
よ
る
浮
浪
者
・

犯
罪
者
の
人
足
寄
場
・
獄
舎
へ
の
囲
い
込
み
の
部
分
的
開
始
（
寛
政

改
革
期
か
ら
）
、
村
法
制
定
に
よ
る
怠
惰
者
・
道
楽
者
の
排
斥
、
童

本
書
の
焦
点
と
な
る
日
本
近
代
社
会
成
立
期
に
お
い
て
は
、
差
別

は
前
近
代
か
ら
の
連
続
性
の
面
を
も
つ
と
と
も
に
近
代
独
自
の
新
た

な
し
か
も
深
刻
な
刻
印
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。

ひ
ろ
た
氏
は
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
か
ら
存
す
る
近
代
的
平
等
観

念
（
民
主
主
義
）
の
両
義
性
ｌ
実
体
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
階

層
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
や
性
（
男
）
や
人
種
（
白
人
）
、
さ
ら
に
は
国

家
（
い
わ
ゆ
る
〃
先
進
国
〃
）
な
ど
に
限
定
さ
れ
た
意
味
と
、
他
方

で
、
そ
れ
を
こ
え
た
全
人
類
的
・
普
遍
的
概
念
と
し
て
の
意
味
ｌ

を
、
ま
ず
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
た
た
か
い
の
歴
史
を
つ
う
じ

て
、
平
等
観
念
に
包
摂
さ
れ
る
実
質
的
構
成
メ
ン
バ
ー
の
拡
大
が
み

ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
同
程
度
に
お
け
る
「
社
会
的
差
別
の
縮
小
」
を

意
味
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
と
い
う
。
「
社
会
構
成
員
間
に
お
け

る
共
通
性
の
確
認
の
強
化
は
、
そ
れ
だ
け
差
異
性
の
確
認
の
強
化
を

生
む
だ
ろ
う
し
、
ま
た
被
差
別
者
メ
ン
バ
ー
の
員
数
的
縮
小
は
そ
の

分
だ
け
差
別
の
重
圧
の
強
化
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
。

す
な
わ
ち
、
実
質
的
構
成
メ
ン
バ
ー
の
拡
大
は
、
そ
の
共
通
性
の
新

た
な
枠
組
の
確
認
を
不
可
欠
に
す
る
し
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
共
通
性

ロ
メ
ン
心
鈩
Ⅱ
ク
テ

民
衆
の
心
性
を
変
革
Ｉ
〕
て
い
っ
た
）
を
あ
ら
た
め
て
思
わ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。五
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優
越
性
に
つ
い
て
の
神
話
）
、
部
落
民
Ⅱ
朝
鮮
渡
来
人
説
と
い
う
虚

説
の
拡
が
り
、
ア
イ
ヌ
・
沖
縄
人
の
風
俗
・
習
慣
、
肉
体
的
特
徴
に

つ
い
て
の
報
道
な
ど
を
背
景
に
、
「
血
統
」
的
秩
序
は
、
天
皇
・
皇

族
・
華
族
・
士
族
・
平
民
の
ほ
か
に
「
血
統
の
異
類
」
と
さ
れ
た

「
新
平
民
」
お
よ
び
ア
イ
ヌ
や
沖
縄
人
と
い
う
系
列
で
と
ら
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
「
世
界
無
比
の
万
世
一
系
の
皇
統
」
を
頂
点
と
す

る
血
統
秩
序
が
、
曰
木
型
華
夷
意
識
の
再
生
と
、
「
新
平
民
」
・
ア

イ
ヌ
・
沖
縄
人
差
別
の
再
生
と
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

で
以
上
の
議
論
に
お
い
て
は
、
「
新
平
民
」
お
よ
び
ア
イ
ヌ
や
沖
縄

耐
人
に
た
い
す
る
差
別
感
（
観
）
は
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
か
、
と
い
う

を
問
題
が
あ
る
。
ひ
ろ
た
氏
は
こ
の
点
に
明
確
に
踏
込
ん
で
い
な
い

Ｊ
 

相
が
、
部
落
民
は
〃
ケ
ガ
レ
の
血
統
〃
と
し
、
ア
イ
ヌ
や
沖
縄
人
は

諸⑫
〃
劣
位
民
族
の
血
統
〃
と
し
て
一
般
的
に
観
念
さ
れ
た
、
と
み
て
よ

謡
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
伝
統
的
ケ
ガ
レ
観
は
、
肉
食
の
普
及
に
み

ｒ
 

き
ら
れ
ろ
よ
う
に
大
き
な
変
容
を
も
み
せ
つ
つ
、
一
方
で
は
〃
祓
っ
て

飴
も
落
ち
な
い
〃
ケ
ガ
し
た
存
在
と
し
て
観
る
執
勧
な
部
落
差
別
の
根

砒
拠
と
な
り
、
他
方
で
は
〃
祓
え
ば
清
ま
る
“
不
浄
感
（
葬
式
と
キ
ヨ

ひ
〆
塩
を
想
起
せ
よ
）
と
し
て
民
俗
的
に
現
代
に
ま
で
存
続
し
、
さ
ら

訓
に
は
、
衛
生
観
念
と
む
す
び
つ
い
た
不
潔
感
と
し
て
展
開
す
る
、
と

書
思
わ
れ
る
。
こ
の
〃
ケ
ガ
レ
の
血
統
〃
観
（
血
縁
幻
想
）
に
よ
る
差

鰯
別
は
、
近
代
日
本
の
「
家
」
社
会
の
も
と
で
、
結
婚
、
就
職
な
ど
に

の
確
認
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
差
異
性
の
確
認
を
導
き
だ
す
と
と
も

に
、
被
差
別
者
の
員
数
的
縮
小
化
は
、
以
前
よ
り
も
実
体
的
・
心
理

的
差
別
の
強
化
を
も
た
ら
す
、
と
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

維
新
当
初
に
お
け
る
一
君
万
民
、
四
民
平
等
と
い
う
拡
大
さ
れ
た
共

通
性
の
概
念
が
、
「
解
放
令
」
発
布
の
形
式
性
の
下
で
伝
統
的
賎
民

Ⅱ
被
差
別
部
落
民
の
排
除
を
も
た
ら
し
た
点
、
ま
た
「
化
外
の
民
」

で
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
民
族
や
沖
縄
人
が
「
皇
民
」
と
し
て
編
入
さ
れ
つ

つ
、
部
落
民
と
と
も
に
「
血
統
の
異
類
」
と
さ
れ
て
、
被
差
別
の
歴

史
を
生
き
る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
点
か
ら
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
天
皇
の
下
で
の
「
万
民
」
と
い
う
形
式
的
「
共
通

性
」
を
認
め
て
、
か
れ
ら
を
ひ
と
ま
ず
包
摂
し
つ
つ
、
な
お
か
つ
実

質
的
「
共
通
性
」
か
ら
排
除
す
る
、
と
い
う
日
本
近
代
の
差
別
の
特

質
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ひ
ろ
た
氏
は
、
明
治
前
期
Ⅱ
近
代
社
会
成
立
期
の
社
会
的
差
別
の

ト
ポ
グ
ラ
プ
イ

全
体
的
な
構
図
を
、
「
血
統
」
と
「
文
明
」
と
い
う
観
点
か
ら
描

き
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
血
統
的
序
列
と
文
明
的
序
列
と
い
う

二
系
統
の
価
値
意
識
が
一
君
万
民
的
Ⅱ
天
皇
制
的
社
会
秩
序
と
し
て

統
合
さ
れ
－
体
化
さ
れ
る
な
か
で
、
社
会
的
諸
差
別
が
展
開
す
る
も

の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
ハ

こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
は
「
『
一
君
万
民
』
理
念
と
身
分
制
の
再

編
」
、
他
方
で
は
『
文
明
』
と
『
野
蛮
』
の
分
割
」
と
い
う
標
題
の

も
と
で
分
析
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
曰
本
近
代
の
新
た
な
「
差
別

の
様
式
」
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
書
評
子
も
こ
の
順

序
を
追
っ
て
論
評
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
。
君
万
民
』
理
念
と
身
分
制
の
再
編
」
に
お
い
て
、
ひ
ろ
た

氏
が
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
天
皇
・
皇
族
・
華
族
・
士
族
・
平
民
と
い
う
新
た
な

身
分
制
の
法
体
系
が
と
と
の
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
身
分
制
は
、
華
族

以
上
の
特
権
と
「
神
聖
不
可
侵
」
の
天
皇
の
地
位
を
保
障
し
つ
つ
、

他
方
、
形
式
的
に
は
賎
民
解
放
、
そ
れ
に
一
応
ア
イ
ヌ
・
沖
縄
人
の

皇
民
化
を
も
ふ
く
め
て
、
国
民
に
は
二
君
万
民
」
的
「
平
等
性
」

が
そ
れ
な
り
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
け
っ
し
て
封
建
的
な
そ
れ
で
は

な
か
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
近
代
天
皇
制
身
分
秩
序

の
根
幹
を
な
し
て
い
る
の
は
「
血
統
」
の
観
念
で
あ
り
、
「
万
世
一

系
の
皇
統
」
た
る
天
皇
が
、
そ
の
最
も
清
浄
で
崇
高
な
「
血
統
」
の

保
持
者
と
し
て
「
世
界
無
比
」
を
ほ
こ
り
、
家
父
長
的
家
族
秩
序
の

法
体
系
は
、
女
性
差
別
の
秩
序
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
血
統
」
の
連

続
性
を
重
視
す
る
「
家
」
の
社
会
的
形
成
を
は
か
り
、
「
万
世
一
系

の
皇
統
」
を
社
会
的
に
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
裏
面
で

生
き
つ
づ
け
る
触
穣
思
想
、
文
明
の
名
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
心
身

能
力
血
統
遺
伝
説
（
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
的
な
血
統
の
純
粋
性
。

『
文
明
』
と
『
野
蛮
』
の
分
割
」
に
お
い
て
、
ひ
ろ
た
氏
は
、

天
皇
主
導
の
文
明
開
化
の
な
か
で
、
支
配
層
・
中
間
層
を
中
心
に
伝

統
的
価
値
が
尼
め
ら
れ
、
文
明
的
価
値
が
追
求
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
文
明
的
価
値
と
は
、
西
周
の
い
わ
ゆ
る
「
三
宝
」

マ
メ
チ
エ
ト
ミ

（
健
康
・
知
識
・
富
有
）
で
あ
り
、
こ
の
「
一
二
宝
」
を
基
準
に
「
文

明
」
と
「
野
蛮
」
の
分
割
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
ひ
ろ
た
氏
が

西
周
の
「
三
宝
」
に
着
眼
し
た
の
は
さ
す
が
で
あ
る
）
。
そ
れ
は
も

う
ひ
と
つ
の
側
面
の
新
た
な
差
別
意
識
の
展
開
を
意
味
し
た
ｏ
そ
の

概
略
は
以
下
の
と
お
り
。

チ
エ

「
知
識
」
（
学
問
Ⅱ
実
学
、
理
性
、
合
理
性
）
に
対
置
さ
れ
、
忌

避
・
蔑
視
さ
れ
た
の
は
、
自
己
責
任
の
結
果
と
観
ら
れ
た
貧
困
・
飢

寒
二
摸
・
無
法
の
イ
メ
ー
ジ
と
む
す
び
つ
く
「
愚
民
」
で
あ
り
、

「
未
開
」
と
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
と
沖
縄
人
、
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
人
で
あ

り
、
「
不
合
理
」
な
習
俗
・
慣
行
と
の
関
連
で
観
ら
れ
た
民
衆
宗
教

で
あ
り
、
「
狂
気
」
と
し
て
の
精
神
障
害
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

さ
い
し
て
要
求
さ
れ
る
血
縁
の
系
譜
の
調
査
（
謄
本
・
抄
本
の
発

行
、
［
壬
申
］
戸
籍
の
縦
覧
）
を
つ
う
じ
て
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
ろ
う
（
戸
籍
制
度
の
問
題
に
つ
い
て
は
上
杉
聰
『
天
皇

制
と
部
落
差
別
』
一
一
一
一
書
房
、
第
三
章
の
指
摘
が
興
味
深
い
）
。

七
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の
第
三
部
第
一
章
は
、
監
禁
さ
れ
た
「
狂
人
」
・
「
囚
人
」
、
売
春
婦
、

ユ
ダ
ヤ
人
、
職
人
、
家
内
奉
公
人
、
「
屑
屋
」
、
泥
土
・
塵
芥
・
糞
尿

と
取
り
組
む
人
々
、
同
性
愛
者
な
ど
か
ら
つ
く
り
だ
さ
れ
た
「
汚
物

に
ま
み
れ
た
た
れ
な
が
し
人
間
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
七
月
王
政

下
に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
像
」
の
先
駆
け
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
一
八
三
一
一
年
の
コ
レ
ラ
大
流
行
後
に
「
民

衆
全
体
の
悪
臭
Ｒ
「
貧
困
の
分
泌
物
」
の
摘
発
が
全
王
国
的
に
問
題

と
な
る
こ
と
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
知
識

人
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
民
衆
が
「
下
劣
」
な
の
は
体
の
な
か
に
ま
で
に

で
じ
み
こ
ん
で
い
ろ
「
不
潔
さ
」
の
せ
い
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と

鍬
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
コ
ル
バ
ン
に
よ
れ
ば
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ

を
－
コ
－
の
い
う
〃
視
線
〃
と
と
も
に
〃
嗅
覚
〃
も
差
別
の
ひ
と
つ
の

Ｊ
 

相
様
式
と
な
る
の
で
あ
る
。

諸の
コ
レ
ラ
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
安
保
則
夫
『
ミ
ナ
ト
神
戸
コ
レ

別差
ラ
・
ペ
ス
ト
・
ス
ラ
ム
』
は
、
近
世
に
お
け
る
清
潔
・
隔
離
と
い

ｒ
 

き
っ
た
伝
染
病
予
防
の
伝
統
に
三
一
口
及
し
て
は
い
な
い
が
、
明
治
の
ミ
ナ

飴
ト
神
戸
に
お
い
て
、
コ
レ
ラ
を
中
心
と
す
る
伝
染
病
対
策
を
つ
う
じ

靴
て
、
市
中
に
散
在
す
る
「
貧
民
部
落
」
Ⅱ
ス
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
に

ひ
「
反
撃
」
・
「
監
視
」
・
「
包
囲
」
・
「
解
体
」
の
対
象
と
な
り
、
都
市
計

榊
画
と
し
て
市
周
辺
部
に
再
配
置
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
分
析
し
、
そ

書
し
て
、
そ
の
過
程
は
、
県
と
市
が
被
差
別
部
落
の
周
辺
に
「
貧
民
部

切
落
」
を
押
し
付
け
て
い
く
過
程
（
差
別
政
策
）
そ
の
も
の
で
あ
り
、

「
愚
民
」
へ
と
む
か
っ
た
啓
蒙
的
理
性
も
、
進
化
論
の
影
響
、
民
権

運
動
の
激
化
を
契
機
と
し
て
凋
落
し
（
啓
蒙
主
義
）
、
あ
る
い
は
本

源
的
蓄
積
下
の
優
勝
劣
敗
的
状
況
に
レ
ア
リ
テ
ィ
を
失
っ
た
（
民
権

運
動
）
。
民
権
論
者
も
丸
山
敦
や
大
本
教
の
信
者
た
ち
、
秩
父
事
件

の
「
暴
徒
」
た
ち
を
理
性
的
主
体
と
は
み
な
か
っ
た
。

「
富
有
」
が
可
能
か
否
か
は
、
社
会
・
経
済
的
条
件
を
捨
象
し

て
、
学
問
次
第
、
個
人
の
努
力
の
問
題
と
さ
れ
た
。
政
府
や
開
明
派

知
識
人
は
、
乞
食
・
貧
民
に
た
い
し
て
非
情
で
あ
っ
た
し
、
民
権
論

者
の
多
く
も
貧
民
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
松
方
デ
フ
レ
に
よ
る
没
落

民
衆
の
大
都
市
へ
の
流
入
は
、
近
世
的
貧
民
街
の
膨
張
と
変
容
を
う

な
が
し
た
。
貧
民
街
は
貧
困
と
不
潔
の
場
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
さ

ら
に
は
そ
れ
に
加
え
て
犯
罪
と
伝
染
病
の
巣
窟
で
あ
り
、
「
良
民
」

に
恐
怖
を
よ
び
お
こ
す
と
こ
ろ
（
〃
魔
窟
〃
）
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

て
い
く
。マ
メ

「
健
康
」
に
つ
い
て
。
文
明
開
化
は
人
間
の
欲
望
を
肯
定
し
た
か

ら
、
欲
望
の
基
体
と
し
て
の
肉
体
が
注
目
さ
れ
、
欧
米
的
生
活
様
式

（
洋
食
・
洋
服
な
ど
）
に
関
心
が
む
く
と
と
も
に
、
欧
米
的
基
準
に

も
と
づ
い
た
肉
体
の
点
検
が
は
じ
ま
っ
た
（
拷
問
・
残
酷
刑
の
廃

止
、
裸
体
往
来
・
混
浴
・
入
墨
の
禁
止
）
。
ま
た
、
明
治
十
年
代
に

は
コ
レ
ラ
を
中
心
と
す
る
急
性
伝
染
病
の
流
行
が
人
々
を
恐
怖
に
お

と
し
い
れ
た
（
明
治
一
○
年
以
後
の
三
五
年
間
で
法
定
伝
染
病
の
死

者
二
六
万
五
、
○
○
○
名
と
い
わ
れ
る
）
。
コ
レ
ラ
予
防
法
に
決

め
手
の
な
い
こ
と
が
在
来
の
民
間
療
法
や
神
仏
祈
願
を
再
生
産
し
た

し
（
ち
な
み
に
コ
ッ
ホ
の
コ
レ
ラ
菌
発
見
は
一
八
八
四
Ⅱ
明
治
一
七

年
）
、
避
病
院
へ
の
強
制
収
容
は
死
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
恐
怖
の

的
と
な
っ
た
。
し
か
も
収
容
の
矛
先
は
貧
民
層
や
貧
民
街
に
む
け
ら

れ
た
。
コ
レ
ラ
大
流
行
の
下
で
「
土
地
の
不
潔
」
が
恐
怖
さ
れ
凡
貧

民
街
が
「
不
潔
」
の
代
表
と
観
念
さ
れ
、
貧
民
・
娼
婦
・
病
者
な
ど

が
「
不
潔
」
の
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
賤
視
さ
れ
て
い
く
。
娼
婦
は

「
本
人
真
意
」
に
よ
る
売
春
と
み
な
さ
れ
て
賤
視
さ
れ
、
売
春
の
蔓

延
は
性
病
と
く
に
梅
毒
に
た
い
す
る
検
梅
制
度
を
拡
大
強
化
し
、
文

明
の
名
に
よ
る
娼
婦
の
閉
じ
込
め
・
管
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
、
伝
染
病
に
よ
る
大
量
死
の
経
験
を
へ
て
、
労
働
者
・
兵
士

と
し
て
国
家
に
有
用
な
肉
体
か
ど
う
か
と
の
視
線
も
生
じ
て
く
る
。

ひ
ろ
た
氏
は
、
文
明
的
諸
価
値
の
追
求
が
「
急
速
に
」
社
会
通
念

に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
立
者
・
破
壊
者
と
観
念
さ
れ

る
存
在
は
排
除
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
、
そ
の
「
排

除
の
歴
史
的
型
式
Ⅱ
様
式
」
を
、
社
会
か
ら
の
全
面
的
排
除
た
る

「
囲
い
込
み
」
、
部
分
的
排
除
た
る
「
忌
避
」
、
嫌
悪
・
憎
悪
・
侮
蔑

・
恐
怖
な
ど
を
も
っ
て
「
賤
視
」
す
る
「
視
線
」
の
三
つ
に
お
い
て

以
下
の
よ
う
に
概
観
す
る
。

解
放
令
を
へ
て
部
落
民
の
存
在
形
態
が
変
化
し
、
か
っ
て
の
「
キ

ョ
メ
役
」
は
、
警
察
官
・
看
守
・
共
同
体
に
よ
る
掃
除
作
業
・
皮
革

業
者
な
ど
に
と
っ
て
か
わ
り
、
関
係
の
「
忌
避
」
、
お
そ
れ
と
嫌
悪

の
「
視
線
」
と
い
う
、
近
世
と
は
異
な
っ
た
差
別
の
様
式
が
展
開
し

た
。
そ
し
て
、
部
落
民
に
た
い
し
、
差
別
を
根
底
か
ら
規
定
し
た

明
治
四
十
年
代
に
「
良
民
社
会
」
が
も
つ
こ
と
に
な
る
映
像
は
、
被

差
別
部
落
が
存
在
す
る
か
ら
そ
れ
を
核
と
し
て
「
貧
民
窟
」
が
自
然

に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
被
差
別
部
落
が
ス
ラ
ム
的
な
の
は
部
落

民
の
「
特
殊
な
属
性
」
か
ら
し
て
当
然
だ
、
と
す
る
逆
転
し
た
像
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ひ
ろ
允
氏
の
視
点

を
ミ
ナ
ト
神
戸
と
い
う
〃
場
〃
で
具
体
化
し
、
発
展
さ
せ
て
い
る
、

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
は
、
『
に
お
い
の
歴
史
』
（
山
田
登
世
子
・
鹿

島
茂
訳
、
新
評
論
）
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
成
立
期
、
一
八
世

紀
後
半
か
ら
公
衆
衛
生
学
者
の
言
説
（
管
理
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の

社
会
的
降
下
が
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
「
臭
覚
」
・
「
清
潔
感
」

を
変
化
さ
せ
、
人
々
の
生
活
規
範
と
し
て
内
面
化
し
て
い
っ
た
の
か

を
分
析
し
た
。
差
別
を
直
接
正
面
か
ら
は
と
り
あ
つ
か
っ
て
は
い
な

い
が
、
こ
の
問
題
も
人
々
の
感
性
と
の
関
連
で
考
察
し
て
お
り
、
そ

八九

二
’
－
０
｜
｜
①

。
？

□
■
凸
寺
▽
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ひ
ろ
た
氏
は
、
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、
明
治
前
期
の
社
会
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
的
に
描
き
だ
し
て
い
ろ
。

ニ
君
万
民
」
理
念
に
お
け
る
二
君
」
の
権
威
が
、
「
万
世
一

系
」
の
伝
統
性
と
い
う
神
話
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
つ
ね
に

血
統
的
差
別
秩
序
へ
の
衝
動
を
う
み
だ
し
て
い
く
。
近
代
化
は
人
々

を
広
大
な
空
間
に
な
げ
だ
し
そ
の
自
己
帰
責
を
も
と
め
る
か
ら
、
人

々
は
改
め
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
、
天
皇
制
国
家
内

部
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
梯
秩
序
に
お
い
て
立
身
を
は
か
る
と
と
も

に
、
血
縁
に
よ
る
団
結
、
地
縁
に
よ
る
団
結
、
派
閥
の
形
成
を
自
覚

的
に
追
求
し
て
、
家
系
・
家
柄
意
識
や
血
縁
意
識
・
郷
党
意
識
を
高

め
、
他
人
の
家
系
・
血
縁
・
郷
里
を
詮
索
す
る
「
視
線
」
を
共
有
す

る
。
血
統
的
差
別
の
秩
序
は
近
代
化
が
よ
び
も
ど
す
新
し
い
神
話
な

の
で
あ
り
、
こ
の
秩
序
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
補
強
し
た
の
が
〃
文

明
的
・
科
学
的
〃
な
「
遺
伝
説
（
血
統
論
）
」
で
あ
っ
た
。

日
本
は
、
中
央
権
力
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
西
洋
文
明
化
を
推
進
し
た

た
め
、
中
央
権
力
へ
の
距
離
が
文
明
度
の
序
列
を
し
め
す
と
い
う
構

造
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
（
中
央
Ⅱ
文
明
の
度
合
を
基
準
に
し
た
差

別
意
識
の
構
造
化
）
。
明
治
十
年
代
前
半
に
お
け
る
地
方
中
間
層
の

広
範
で
は
げ
し
い
政
治
・
経
済
・
教
育
（
学
習
）
活
動
を
よ
び
お
こ

し
た
も
の
は
、
郷
里
の
「
野
蛮
」
か
ら
の
脱
出
で
あ
り
、
「
文
明
」

へ
の
熱
望
で
あ
り
、
西
洋
や
東
京
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
こ
そ
が
、
差
別
意
識
を
支
え
る

「
血
統
の
異
類
」
視
に
加
え
て
、
貧
民
や
娼
婦
と
同
様
に
「
不
潔
」

で
伝
染
病
の
媒
体
で
あ
り
、
「
不
徳
」
で
犯
罪
者
が
多
い
と
す
る

「
忌
避
」
と
「
視
線
」
も
生
じ
た
（
か
れ
ら
は
近
世
で
は
犯
罪
者
を

取
締
ま
る
側
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
。
ア
イ
ヌ
民
族
や
沖
縄
人
に
も

こ
の
こ
と
は
妥
当
す
る
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
は
一
般
の
社
会
構
成
員

と
明
確
に
一
線
を
画
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

権
力
に
よ
る
「
囲
い
込
み
」
の
典
型
的
存
在
が
囚
人
で
あ
る
。
近

世
の
見
こ
ら
し
刑
（
身
体
刑
・
追
放
刑
）
に
た
い
し
て
、
石
川
島
人

足
寄
場
へ
の
受
刑
者
の
収
容
に
は
じ
ま
る
自
由
拘
禁
刑
の
出
現
は
、

維
新
後
に
本
格
的
に
展
開
し
、
犯
罪
者
が
文
明
の
名
の
下
に
囲
い
込

ま
れ
る
空
間
Ⅱ
「
監
獄
」
が
大
規
模
に
出
現
し
た
。
「
国
事
犯
」
の

増
加
に
よ
っ
て
集
治
監
制
度
が
つ
く
ら
れ
る
が
、
投
獄
さ
れ
る
民
権

派
も
、
監
獄
制
度
を
当
然
の
前
提
と
し
て
そ
の
近
代
化
・
合
理
化
を

求
め
、
多
く
は
「
国
事
犯
」
の
特
権
を
主
張
し
、
「
下
等
人
民
」
と

の
待
遇
の
相
違
を
求
め
る
も
の
で
、
し
ば
し
ば
〃
娑
婆
〃
の
被
差
別

者
を
み
る
の
と
同
じ
「
視
線
」
で
囚
人
を
見
た
。

排
除
に
相
当
す
る
「
人
間
外
」
の
人
間
は
「
人
間
外
」
の
世
界
に

「
囲
い
込
む
」
と
い
う
論
理
の
制
度
的
確
立
が
監
獄
制
度
で
あ
り
、

こ
れ
と
関
連
し
つ
つ
、
類
似
の
排
除
の
仕
組
が
創
出
さ
れ
て
い
っ

た
。
娼
婦
の
駆
徽
院
、
急
性
伝
染
病
患
者
の
避
病
院
、
座
敷
牢
や
精

神
病
院
、
高
島
炭
坑
の
納
屋
制
度
、
鑑
札
に
よ
っ
て
警
察
に
管
理
さ

れ
る
「
囲
い
込
み
」
地
帯
Ⅱ
遊
廓
、
「
貧
困
」
「
不
徳
」
「
犯
罪
」
と

ひ
ろ
た
氏
の
い
う
よ
う
に
、
血
統
的
・
文
明
的
社
会
秩
序
の
底
辺

や
周
辺
に
排
除
ざ
れ
監
視
さ
れ
る
の
が
、
た
と
え
ば
部
落
民
で
あ

り
、
ア
イ
ヌ
で
あ
り
、
沖
縄
人
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
〃
遺
伝

病
〃
と
さ
れ
る
〃
家
系
〃
で
あ
り
、
娼
婦
、
伝
染
病
患
者
、
貧
民
、

坑
夫
、
囚
人
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
れ
ら

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
特
殊
性
に
お
い
て
把
え
ら
れ
つ
つ
、
他
方
で

は
、
「
貧
困
」
「
不
潔
」
「
犯
罪
」
「
恐
怖
」
の
重
複
し
た
イ
メ
ー
ジ

で
、
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
に
見
据
え
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。精
神
障
室
ロ
に
つ
い
て
は
、
川
村
邦
光
『
幻
視
す
る
近
代
空
間
』

（
青
弓
社
）
が
、
近
世
の
「
正
気
仙
狂
気
」
と
い
う
回
復
可
能
観

（
〃
葱
依
〃
観
）
か
ら
、
明
治
に
は
い
っ
て
、
（
特
効
薬
の
宣
伝
の
一

方
で
）
回
復
不
可
能
観
・
遺
伝
病
観
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
’
九
○
○
年
の
精
神
病
者
監
護
法
の
制
定
後
、
権
力
が
本
格

近
代
的
支
柱
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
対
外
的
に
は
、
西
洋
崇
拝
と
東
洋

蔑
視
の
意
識
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
曰
本
人
の
対
外
意
識
の

独
善
性
は
、
「
万
世
一
系
」
の
神
話
に
く
る
ま
れ
た
天
皇
へ
の
距
離

と
文
明
度
と
が
相
即
的
で
あ
る
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。 近
代
の
開
始
は
、
フ
ー
コ
ー
流
に
い
え
ば
、
乱
雑
で
汚
れ
た
不
透

パ
ノ
プ
テ
イ
コ
ン

明
な
社
会
か
ら
、
一
望
監
視
施
設
に
象
徴
さ
れ
る
「
管
理
社
会
」
へ

の
移
行
の
開
始
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
「
文
明
」
社
会
が
自
ら
に

対
立
す
る
も
の
と
し
て
「
野
蛮
」
な
被
差
別
集
団
を
措
定
し
、
自
ら

の
内
部
に
お
い
て
も
分
泌
す
る
汚
れ
を
一
方
的
に
そ
れ
に
帰
属
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
〃
透
明
な
良
民
社
会
〃
と
し
て
き
わ
だ

た
せ
よ
う
と
す
る
運
動
の
開
始
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
の
社
会

も
ま
た
、
「
囲
い
込
み
」
・
「
忌
避
」
・
「
賤
視
」
の
諸
形
態
に
お
い
て

「
野
蛮
」
を
物
理
的
・
心
理
的
に
排
除
し
つ
つ
、
規
律
・
訓
練
に
よ

る
文
明
的
権
力
秩
序
の
内
面
化
、
自
己
規
律
に
よ
る
逸
脱
の
禁
止
を

自
己
の
課
題
と
し
た
社
会
な
の
で
あ
っ
た
。
で
き
あ
が
っ
て
い
く
明

治
の
「
文
明
社
会
」
は
、
い
ま
や
自
ら
を
〃
見
せ
ろ
〃
存
在
と
な
っ

た
天
皇
を
先
導
者
と
す
る
政
治
的
権
力
を
〃
見
上
げ
〃
、
そ
の
権
威

へ
の
自
動
的
服
従
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
自
己
の
疎
外
体
た
る
被

差
別
社
会
を
〃
見
下
げ
〃
排
斥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
「
良

民
社
会
」
と
す
る
方
向
を
結
局
は
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
う
イ
メ
ー
ジ
の
重
複
す
る
地
域
と
し
て
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は
い

つ
で
も
権
力
が
「
囲
い
込
み
」
う
ろ
貧
民
街
・
被
差
別
部
落
な
ど
が

そ
れ
で
あ
る
。＋ 

￣ 

＋ 

由
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的
に
保
安
処
分
と
し
て
の
入
院
・
私
宅
監
置
を
奨
励
し
て
い
っ
た
こ

と
を
論
じ
て
い
ろ
。
こ
の
点
、
ひ
ろ
た
氏
は
、
「
解
題
」
に
お
い
て

は
一
言
し
て
問
題
の
所
在
を
示
唆
し
て
は
い
る
が
、
「
解
説
」
の
な

か
で
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
展
開
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
地
方
中
間
層
の
文
明
開
化
活
動
・
自
由
民
権
活
動
に
つ
い

て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
色
川
大
吉
氏
が
高
く
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
ひ
ろ
た
氏
の
行
論
は
、
色
川
氏
に
欠
け
て
い
る
差
別
へ

の
視
角
を
明
確
に
し
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

な
お
、
ひ
ろ
た
氏
は
、
「
お
わ
り
に
」
で
、
欲
望
の
文
明
に
よ
る

復
権
、
欲
望
自
然
主
義
の
た
か
ま
り
、
近
世
後
期
以
来
民
衆
に
内
面

化
し
つ
つ
あ
っ
た
通
俗
道
徳
的
諸
価
値
（
勤
勉
・
禁
欲
・
孝
行
。
和

合
）
の
外
在
化
な
ど
を
、
こ
の
明
治
前
期
に
み
て
い
る
が
、
こ
と
を

さ
ほ
ど
一
直
線
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
。
た

し
か
に
、
欲
望
自
然
主
義
は
近
世
の
民
衆
の
も
う
ひ
と
つ
の
伝
統
で

あ
り
、
そ
れ
を
明
治
が
正
面
か
ら
肯
定
し
た
こ
と
の
意
味
は
巨
大
で

あ
っ
て
、
啓
蒙
期
に
多
く
の
民
衆
が
そ
れ
に
把
わ
れ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
が
、
他
方
で
の
通
俗
道
徳
的
諸
価
値
の
基
調
音
も
根
づ
よ

く
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
松
方
デ
フ
レ
を
経
て
一
般
民
衆
の
確
固
た
る

伝
統
の
ひ
と
つ
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
く

な
く
と
も
い
く
つ
か
の
領
域
で
は
欲
望
自
然
主
義
と
の
並
存
が
現
実

だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ろ
。

「
近
代
天
皇
制
」
の
ほ
か
に
「
家
柄
・
家
格
意
識
の
あ
り
方
を
含
む

社
会
内
部
か
ら
も
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
（
九
三
’

九
四
頁
）
。

「
皇
統
の
貴
種
性
」
は
血
統
重
視
の
「
家
」
制
度
に
よ
っ
て
社
会

的
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
は
相
互
補
完
的
で
あ
っ
た
と

理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
超
絶
し
た
〃
清
浄
な
〃
天
皇
を
頂
点
と

す
る
血
統
的
身
分
秩
序
（
序
列
意
識
）
が
、
民
衆
間
に
広
範
に
受
け

入
れ
ら
れ
、
社
会
的
意
識
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
部

落
差
別
は
近
代
的
差
別
と
し
て
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
実
と
し
て
は
ま
っ
た
く
根
拠
を
も
た
な

い
血
統
の
「
賎
・
穂
」
観
念
（
「
貴
・
浄
」
観
念
も
）
が
、
伝
統
の

力
を
借
り
て
共
同
幻
想
と
し
て
社
会
的
に
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
部
落
民
（
と
観
念
さ
れ
た
存
在
）
を
忌
避
・
蔑
視
す
る
〃
物

質
的
力
〃
が
う
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
〃
世
間
〃
の

成
立
）
。

と
も
あ
れ
、
鈴
木
正
幸
氏
の
説
は
、
部
落
差
別
を
血
統
的
差
別
原

理
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
問
題
提
起
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
論
旨
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に

と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
展
開
を
期
待
し
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

差
別
の
問
題
は
、
そ
の
時
代
そ
の
時
期
の
民
衆
の
生
活
の
〃
場
〃

（
共
同
体
秩
序
Ⅱ
社
会
秩
序
）
か
ら
の
被
差
別
者
の
物
理
的
・
心
理

本
書
評
を
し
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
部
落
差
別
に
か
ん
し
て
い
く

つ
か
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
鈴
木
正
幸
「
天
皇
制
と
部
落
問

題
」
「
近
代
天
皇
制
の
支
配
秩
序
』
校
倉
書
房
）
は
、
日
本
の
近
代

全
体
を
射
程
に
お
さ
め
て
問
題
を
た
て
て
い
る
が
、
近
代
曰
本
の
部

落
差
別
原
理
を
「
種
姓
」
（
Ⅱ
血
統
）
的
差
別
原
理
と
し
て
把
え
、

「
近
代
天
皇
制
国
家
は
、
そ
の
国
家
的
秩
序
原
理
に
、
『
種
姓
』
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
（
家
父
長
制
的
原
理
を
指
す
ｌ
書
評
子
）
に
浸
透
し
そ

れ
を
同
化
し
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
『
種
姓
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
国
家
化
の
道
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
『
種
姓
』
的
差
別
観
念
に
も
と
づ
く
部
落
差
別
は
、
異
民
族
差

別
観
念
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
曰
本
近
代
に
お
け

る
部
落
差
別
と
そ
の
補
強
条
件
の
再
生
産
要
因
が
あ
っ
た
」
（
八
九

’
九
○
頁
）
と
の
べ
た
。
そ
し
て
、
同
書
の
［
補
論
］
で
、
部
落
差

別
は
「
天
皇
制
に
よ
っ
て
存
在
証
明
を
受
け
る
ま
え
に
、
『
臣
民
社

会
』
内
部
の
問
題
と
し
て
解
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
小

路
田
泰
直
氏
の
批
判
に
応
え
て
、
部
落
差
別
の
再
生
産
要
因
は
、

的
排
除
の
問
題
と
し
て
ま
ず
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
の
秩
序
の
権
力
に
よ
る
編
成
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
の
さ
い
、
近
代
の
部
落
差
別
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
寄

生
地
主
に
よ
る
地
域
支
配
体
制
が
部
落
差
別
を
残
存
さ
せ
、
天
皇
制

支
配
の
基
礎
に
な
っ
た
、
と
す
る
鈴
木
良
氏
の
見
解
（
「
地
域
支
配

と
部
落
問
題
」
「
天
皇
制
と
部
落
問
題
」
、
『
部
落
問
題
研
究
』
第
六

二
輯
・
第
六
五
輯
）
の
よ
う
な
、
地
主
階
級
に
よ
る
地
域
支
配
と
い

う
階
級
支
配
論
的
視
点
か
ら
は
、
民
衆
自
身
の
差
別
的
社
会
秩
序
意

識
、
そ
の
積
極
的
な
差
別
意
識
・
行
為
の
構
造
と
い
う
も
の
を
、
ま

っ
た
く
解
明
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
差
別
の
問
題
を
た
ん

な
る
階
級
の
問
題
に
解
消
す
る
も
の
で
あ
る
。
差
別
は
階
級
支
配
論

で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

差
別
に
関
す
る
理
論
の
現
状
を
考
え
る
と
き
、
ひ
ろ
た
氏
が
本
書

で
展
開
し
た
視
点
と
そ
の
論
理
は
、
重
要
な
問
題
提
起
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
時
宜
に
適
し
た
提
起
で
も
あ
っ
た
。
「
解

説
」
を
注
意
深
く
読
め
ば
、
そ
こ
こ
こ
で
、
ひ
ろ
た
氏
が
苦
闘
し
た

痕
跡
を
見
出
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
新
た
な
視
点
と
論
理
を
共

有
の
財
産
と
し
、
さ
ら
に
問
題
解
決
の
み
ち
を
深
め
て
い
く
の
が
わ

た
し
た
ち
の
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

（
『
日
本
近
代
思
想
大
系
』
一
一
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
○
年
、

四
、
九
○
○
円
）
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