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は
じ
め
に

　

二
〇
〇
九
年
三
月
、
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
が
永
年
に
わ
た

っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
『
大
阪
の
部
落
史
』
全
一
〇
巻
の
編
纂
事

業
が
、
第
十
巻
（
本
文
編
）
の
刊
行
を
も
っ
て
完
結
し
た
。
も
と

よ
り
本
事
業
は
、
大
阪
府
や
大
阪
市
、
府
内
の
各
市
町
村
を
は
じ

め
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
な
ど
関
係
各
団
体
の
理
解
と

ご
協
力
・
ご
支
援
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
大
き
な
事
業

だ
っ
た
。

　

そ
の
始
ま
り
は
、
一
九
九
二
年
の
時
点
で
大
阪
の
部
落
史
に
つ

い
て
の
研
究
状
況
を
整
理
し
て
今
後
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
共

通
の
財
産
と
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
編
集
・
刊
行

さ
れ
た『
新
修
大
阪
の
部
落
史
』二
巻
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
は
、

今
で
も
読
み
応
え
が
あ
る
。
当
時
の
委
員
長
は
、
今
は
亡
き
小
林

茂
さ
ん
で
あ
る
。

　

一
九
九
五
年
に
上
田
正
昭
さ
ん
を
委
員
長
と
し
て
大
阪
の
部
落

史
委
員
会
が
発
足
し
て
本
格
的
に
史
料
調
査
と
収
集
が
始
ま
り
、

特
集

『
大
阪
の
部
落
史
』
第
十
巻
（
本
文
編
）
の
刊
行
に
よ
せ
て

渡
辺
俊
雄

　
『
大
阪
の
部
落
史
』
第
十
巻
（
本
文
編
）
が
刊
行
さ
れ
、
全
一
〇
巻
の
編
纂
事
業
が
完
結
し
た
。
第
一
巻
〜
第
三
巻
は
古
代
・
中
世
・
近
世
と
考
古
の
史
料
編
、

第
四
巻
〜
第
六
巻
が
近
代
の
史
料
編
、
第
七
巻
〜
第
八
巻
が
現
代
の
史
料
編
、
第
九
巻
が
史
料
編
の
補
遺
（
近
世
・
近
代
）
で
あ
る
。
第
十
巻
（
本
文
編
）
は

古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
一
一
名
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
編
纂
事
業
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
や
新
し
く
提
示
さ
れ
た
視
点
も
多
い
。

大
阪
の
部
落
史
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
豊
か
な
内
容
を
持
つ
新
し
い
段
階
に
到
達
し
た
と
言
え
る
。
本
論
は
、
そ
の
要
旨
の
紹
介
で
あ
る
。  

要　
　

約
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一
九
九
九
年
に
第
七
巻
（
史
料
編　

現
代
１
）
を
最
初
に
刊
行
し

て
以
来
、
毎
年
欠
か
さ
ず
一
巻
ず
つ
史
料
編
を
編
集
・
刊
行
し
て

き
た
。
並
行
し
て
『
大
阪
の
部
落
史
通
信
』
を
発
行
し
、
調
査
・

研
究
事
業
の
進
捗
状
況
や
地
域
で
の
部
落
史
掘
り
起
こ
し
の
取
り

組
み
、新
し
い
史
料
や
新
し
い
論
点
な
ど
紹
介
し
て
き
た
こ
と
も
、

大
き
な
成
果
だ
っ
た
。

　

思
い
返
せ
ば
、
そ
し
て
正
直
に
言
え
ば
、
大
阪
の
部
落
史
、
特

に
近
世
に
関
し
て
こ
れ
だ
け
の
大
量
の
新
規
史
料
が
収
集
で
き
る

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
大
阪
と
い
う
地
域
は
す
で
に
古
く
か

ら
、
部
落
史
に
限
ら
ず
歴
史
研
究
全
般
の
対
象
で
あ
り
、
研
究
者

に
よ
っ
て
相
当
の
史
料
が
発
掘
さ
れ
、
各
大
学
や
研
究
機
関
な
ど

に
史
料
が
集
積
さ
れ
て
き
た
経
過
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
大
阪
の
部
落
史
に
関
わ
っ
て
下
さ
っ
た
研
究
者
や
事

務
局
の
並
々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
、
次
々
と
未
発
掘
の
新
規
史

料
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
史
料
の
原
所
蔵
者
の
ご
理
解
を
得

る
な
か
で
、
充
実
し
た
史
料
編
を
編
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

し
て
第
一
巻
か
ら
第
九
巻
ま
で
の
史
料
編
各
巻
に
は
、詳
細
な「
解

説
」
を
付
し
た
。
本
文
編
は
タ
テ
糸
と
し
て
時
代
の
変
化
を
念
頭

に
記
述
し
て
い
て
、個
々
の
史
料
を
説
明
す
る
に
は
制
約
が
あ
る
。

史
料
編
各
巻
に
付
し
た
「
解
説
」
は
い
わ
ば
ヨ
コ
糸
と
し
て
、
一

つ
ひ
と
つ
の
史
料
の
意
義
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
の

で
、
ぜ
ひ
合
わ
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
収
集
し
た
新
規
史
料
は
当
初
予
定
し
て
い
た
史
料
編

の
ペ
ー
ジ
で
は
収
ま
り
き
ら
ず
、
二
巻
を
予
定
し
て
い
た
本
文
編

を
一
巻
に
圧
縮
し
て
急
き
ょ
第
九
巻
（
史
料
編　

補
遺
）
を
編
纂

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ
で
も
な
お
収
ま
り
き
ら
な
い
史
料
は
、

別
途
関
係
者
の
努
力
に
よ
っ
て
『
史
料
集　

浪
速
部
落
の
歴
史
』

や
『
悲
田
院
長
吏
文
書
』
な
ど
、
独
自
の
史
料
集
の
編
纂
・
刊
行

へ
と
結
実
し
た
。

　

ま
た
、
大
阪
の
部
落
史
編
纂
事
業
の
特
質
と
し
て
、
考
古
学
の

研
究
者
と
の
協
働
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
当
初

そ
の
作
業
に
若
き
研
究
者
だ
っ
た
久
保
和
士
さ
ん
が
献
身
的
に
取

り
組
ま
れ
た
が
、
惜
し
い
こ
と
に
急
逝
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
も
積
山
洋
さ
ん
や
別
所
秀
高
さ
ん
な
ど
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、

史
料
編
（
第
一
巻
）
や
本
文
編
に
そ
の
成
果
を
反
映
さ
せ
て
頂
い

た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
と
な
っ
た
。
今
日
こ
う
し
た
成
果
は
、

考
古
学
の
国
際
的
な
学
会
で
も
報
告
さ
れ
、
海
外
か
ら
も
当
該
の

史
料
編
を
読
み
た
い
と
リ
ク
エ
ス
ト
が
来
る
ほ
ど
大
き
な
反
響
を

及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
。

　

以
下
、
紙
幅
の
許
す
限
り
で
、
今
回
刊
行
さ
れ
た
第
十
巻
（
本

文
編
）
を
中
心
に
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
カ
ッ
コ
内
に
示
し

た
ペ
ー
ジ
は
、
第
十
巻
の
当
該
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
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古　

代

　

古
代
（
一
〇
八
六
年
、
白
河
上
皇
に
よ
る
院
政
の
開
始
ま
で
）
の

差
別
と
い
え
ば
、
従
来
は
「
五
色
の
賤
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
も
と
よ
り「
五
色
の
賤
」が
直
接
そ
の
後
の「
か

わ
た
」身
分
な
ど
被
差
別
部
落
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な
い（
二
頁
）。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
死
牛
馬
の
解
体

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
研
究
成
果
の
多
く
は
、
考
古
学
に
よ
っ
て

い
る

　

か
つ
て
の
研
究
で
は
、
日
本
列
島
に
は
す
で
に
縄
文
時
代
・
弥

生
時
代
か
ら
牛
馬
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近

年
の
新
し
い
年
代
特
定
の
手
法
に
よ
っ
て
、
日
本
列
島
に
牛
馬
が

大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
た
の
は
も
っ
と
新
し
い
こ
と
が
判
明
し
た）

1
（

。

す
な
わ
ち
、
馬
の
渡
来
は
五
世
紀
初
頭
、
牛
の
渡
来
は
六
世
紀
前

半
だ
と
さ
れ
る
（
六
五
頁
・
六
八
頁
）。
当
然
、
死
牛
馬
を
処
理
す

る
技
術
や
肉
を
食
す
る
習
慣
、
そ
う
し
た
技
術
を
身
に
つ
け
た
人

び
と
も
渡
来
し
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
渡
来
し
た
牛
馬
が
多
数
飼
わ

れ
て
い
た
の
が
大
阪
、
と
り
わ
け
河
内
地
方
だ
っ
た
。

　

律
令
制
に
お
い
て
皮
革
の
生
産
は
、
国
の
機
関
で
行
わ
れ
て
い

た
。
牛
馬
は
ま
だ
貴
重
で
、
権
力
者
の
威
信
を
示
す
財
産
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
平
城
宮
や
平
安
京
か
ら
は
多
く
の
牛
馬
の
骨
が
出

土
し
て
い
る
（
七
九
頁
・
八
三
頁
）。
し
か
し
、
ケ
ガ
レ
の
意
識
が

広
が
り
、
あ
わ
せ
て
律
令
制
が
緩
む
に
つ
れ
、
都
の
内
部
で
死
牛

馬
処
理
を
担
っ
て
い
た
職
人
・
技
術
者
は
次
第
に
都
の
外
へ
移
転

し
て
い
く
（
八
四
頁
）。
そ
の
こ
ろ
に
は
民
間
で
も
牛
馬
が
飼
育

さ
れ
、
そ
の
処
理
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

大
阪
の
部
落
史
の
企
画
委
員
と
し
て
古
代
を
担
当
さ
れ
た
井
上

満
郎
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
と
い
う
時
代
は
そ
の
後

の
ど
の
時
代
と
比
べ
て
も
長
い
時
間
と
空
間
を
有
し
て
い
る
。
そ

の
間
に
起
き
た
出
来
事
、
例
え
ば
多
く
の
渡
来
人
や
渡
来
文
化
の

伝
来
は
、
今
日
の
日
本
や
大
阪
を
考
え
る
う
え
で
大
き
な
影
響
を

持
ち
、
そ
れ
を
無
視
で
き
な
い
（
七
頁
）。
古
代
と
は
、
そ
う
し

た
現
代
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
時
代
な
の
で
あ
る
。

中　

世

　

中
世
と
い
う
時
代
（
一
〇
八
六
年
か
ら
一
五
八
五
年
、
畿
内
の
一

向
一
揆
の
鎮
圧
に
よ
る
豊
臣
政
権
の
確
立
ま
で
）
は
部
落
史
の
う
え

で
正
当
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
新
し
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
に
部
落
の
起
源
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は

な
く
、
近
世
の
か
わ
た
身
分
な
ど
を
理
解
す
る
う
え
で
も
、
そ
の

前
の
時
代
の
差
別
さ
れ
た
人
び
と
の
存
在
や
そ
の
姿
を
無
視
で
き
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な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、
中
世
の
被
差
別
民
の
姿
や
近
世
と
の
関
連
が
わ
か

る
の
は
せ
い
ぜ
い
京
都
や
奈
良
な
ど
の
一
部
の
地
域
に
限
ら
れ
、

大
阪
で
は
わ
か
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
史
料
の

制
約
も
あ
っ
て
限
ら
れ
た
事
実
で
は
あ
る
が
、
中
世
担
当
の
企
画

委
員
で
あ
る
布
引
敏
雄
さ
ん
な
ど
の
努
力
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の

事
例
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

例
え
ば
一
二
八
四
年
、
住
吉
大
社
で
ケ
ガ
レ
と
さ
れ
る
問
題
が

生
じ
た
時
、
そ
れ
を
排
除
し
た
の
は
「
清
目
」
と
呼
ば
れ
る
人
び

と
だ
っ
た
（
三
二
頁
）。
泉
穴
師
神
社
に
は
、
一
三
六
七
年
の
銘

が
あ
る
太
鼓
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
作
成
し
た
の
は
、
河
内
の
太

鼓
職
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
三
九
頁
）。

　

現
在
の
太
子
町
に
あ
る
叡
福
寺
で
は
一
四
二
〇
年
の
正
月
に
射

的
の
行
事
が
行
わ
れ
た
が
、こ
の
と
き
弓
弦
を
用
意
し
た
の
は「
夙

者
」、
皮
の
的
を
用
意
し
た
の
は
「
穢
多
」
だ
っ
た
。
こ
れ
が
大

阪
に
お
け
る「
穢
多
」と
い
う
記
述
の
最
も
古
い
事
例
で
あ
る（
三

八
頁
）。
大
坂
本
願
寺
に
は
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
被
差
別
民
が

出
入
り
し
て
い
る
。
一
五
四
〇
年
の
正
月
、
新
年
の
寿
ぎ
の
行
事

と
思
わ
れ
る
が
、
千
秋
万
歳
が
訪
れ
た
り
、
長
居
宿
が
弦
を
、
河

原
者
の
弥
次
郎
が
箒
・
緒
太
草
履
を
献
上
し
に
や
っ
て
き
て
い
た

（
五
七
頁
）。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』
の
記
述

で
あ
る
。
一
五
六
七
年
の
こ
と
、
堺
の
街
近
く
に
「
エ
タ
」
と
呼

ば
れ
た
人
び
と
が
い
て
皮
革
業
を
営
み
、
か
つ
警
察
・
行
刑
の
業

務
を
担
わ
さ
れ
、
村
落
か
ら
離
れ
た
位
置
に
住
み
、
差
別
を
受
け

る
と
い
う
、
近
世
の
か
わ
た
村
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
差
別
を

受
け
て
い
た
（
六
〇
頁
）。
な
お
出
典
と
し
た
フ
ロ
イ
ス
の
『
日

本
史
』
は
、
今
で
は
文
庫
本
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
文

庫
本
で
は
こ
の
「
エ
タ
」
に
関
す
る
記
載
部
分
が
す
べ
て
削
除
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
、
事
務
局
の
崎
谷
さ
ん
が
指
摘
し
て
い
る）

2
（

。

　

布
引
さ
ん
は
『
政
基
公
旅
引
付
』
や
『
中
家
文
書
』
を
分
析
・

引
用
し
な
が
ら
、
泉
州
地
域
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
被
差
別
民
の

姿
を
紹
介
し
、
中
世
大
阪
の
特
徴
を
貨
幣
経
済
の
発
展
に
あ
っ
た

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
封
建
領
主
の
よ
う
に
厳
し
い
差

別
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
被
差
別
民
の
生
き
生
き
と
し
た
活
躍
の
姿

が
見
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
他
、
考
古
学
の
分
野
の
成
果
か
ら
、
後
の
か
わ
た
身
分
に

つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
と
し
て
、
広
義
の
渡
辺
津
に
比
定

さ
れ
る
、
現
在
の
大
阪
市
中
央
区
道
修
町
の
大
坂
城
下
町
跡
か
ら

は
多
数
の
牛
馬
の
骨
が
人
為
的
に
捨
て
ら
れ
た
跡
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
、
貝
塚
市
の
部
落
に
位
置
す
る
遺
跡
か
ら
や
は
り
ま
と
め

て
廃
棄
さ
れ
た
牛
馬
の
骨
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
（
九
六
〜
九
七

頁
）
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
牛
馬
を
解
体
す
る
熟
練
し
た
職
人

が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
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近　

世

　

近
世
（
一
五
八
五
年
か
ら
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
ま
で
）
に
お

け
る
大
阪
の
部
落
史
に
関
す
る
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
『
奥
田
家
文

書
』
や
『
河
内
国
更
池
村
文
書
』、
近
年
で
は
『
和
泉
国
か
わ
た

村
支
配
文
書
』
な
ど
、
す
で
に
多
く
の
史
料
が
活
字
化
さ
れ
、
研

究
や
教
育
現
場
で
活
用
さ
れ
て
き
た
。
今
回
の
調
査
・
研
究
事
業

で
は
、
そ
う
し
た
史
料
に
関
し
て
も
可
能
な
限
り
原
文
書
あ
る
い

は
原
所
蔵
者
に
あ
た
る
こ
と
に
努
め
た
結
果
、
前
記
の
史
料
集
に

は
紙
幅
な
ど
の
都
合
で
翻
刻
さ
れ
な
か
っ
た
貴
重
な
史
料
や
絵
図

に
出
合
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
史
料
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
実
際
に
翻
刻
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
や
、
ま
っ
た
く
史
料
の
所
在
そ
の
も
の
も

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
史
料
に
つ
い
て
も
、
数
多
く
の
新
規
史
料

を
収
集
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
結
果
、
史
料
編
や
本
文
編
の

叙
述
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
の
調
査
・
研
究
事
業
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
数
限
り

な
い
し
、
そ
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
力
量
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
の
で
、
ぜ
ひ
本
文
編
お
よ
び
史
料
編
の
「
解
説
」
を
熟
読
願
い

た
い
が
、
近
世
担
当
の
企
画
委
員
で
あ
る
寺
木
伸
明
さ
ん
が
言
わ

れ
る
と
お
り
、
少
な
く
と
も
大
阪
に
限
っ
て
も
、
従
来
教
育
や
啓

発
の
現
場
で
言
わ
れ
た
り
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
被
差
別
部

落
は
近
世
の
権
力
者
に
よ
っ
て
分
裂
支
配
と
い
う
政
治
的
な
意
図

で
作
ら
れ
た
、
と
い
う
歴
史
像
は
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今

回
明
ら
か
に
な
っ
た
浪
速
や
松
原
、
堺
や
貝
塚
な
ど
限
ら
れ
た
地

域
で
は
、
す
で
に
中
世
か
ら
差
別
さ
れ
る
集
団
の
存
在
を
想
定
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

個
別
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
実
に
多
い
。
例
え
ば
、
浪

速
の
地
域
は
近
世
の
初
頭
に
移
転
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
現
在
の
地
に
移
転
し
た
の
が
一
七
〇

一
年
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
（
一
一
四
頁
）。
ま
た
こ
れ

ま
で
に
も
近
世
の
か
わ
た
村
が
死
牛
馬
を
取
得
す
る
広
い
領
域

（
草
場
）
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
富
田
林
の

史
料
か
ら
、そ
の
草
場
の
内
部
が
さ
ら
に
複
雑
な
場
に
区
切
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
死
牛
馬
を
取
得
す
る
順
序
が
細
か
く
決
ま
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
（
一
一
七
頁
）、
詳
し
い
事
情
も
明
ら
か
に
な
っ
た）

3
（

。

こ
う
し
た
決
ま
り
ご
と
は
か
わ
た
村
内
部
で
自
律
的
に
形
成
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
り
、「
死
牛
馬
処
理
と
い
う
、
人
が
嫌
が
る
仕

事
を
権
力
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
」
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
、
近
世
に
か
わ
た
の
人
口
が
増
加

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
他
の
地
域
で
も
同
様

の
傾
向
が
確
認
で
き
た
（
一
六
五
頁
）。

　

現
在
の
大
阪
府
域
の
多
く
は
幕
府
領
で
あ
り
、
そ
の
被
差
別
民
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支
配
政
策
は
幕
府
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
大
阪
府

域
に
は
高
槻
藩
や
岸
和
田
藩
な
ど
い
く
つ
か
の
藩
領
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
藩
ご
と
の
独
自
の
支
配
政
策
や
、
平
野
郷
町
な
ど
の
独

自
の
政
策
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
も
、
大
き
な
成
果
で
あ
る
（
一

四
五
頁
〜
）。

　

近
世
大
阪
に
存
在
し
た
被
差
別
民
は
か
わ
た
身
分
に
限
ら
ず
、

「
夙
」「
三
昧
聖
」
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
な
ど
も
い
た
（
一
三
〇
頁
、

一
六
二
頁
、
一
九
九
頁
な
ど
）。
ま
た
「
四
ケ
所
」
と
称
さ
れ
た
非

人
に
つ
い
て
も
宗
門
帳
が
翻
刻
さ
れ
、
そ
の
分
析
か
ら
内
部
の
構

成
や
出
身
地
、
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、

「
非
人
小
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
時
に
大
き
な
屋
敷
を
構
え
て

い
た
こ
と
な
ど
、
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
修
正
す
る
必
要
に

も
迫
ら
れ
て
い
る
（
一
二
四
頁
〜
）。

近　

代

　

近
代
（
一
八
六
八
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争

に
お
け
る
日
本
の
敗
北
ま
で
）
に
お
け
る
大
阪
の
部
落
は
、
一
八

七
一
年
の
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
で
大
き
な
転
換
を
迎
え
る
。
浪

速
の
地
域
の
よ
う
に
、「
解
放
令
」
は
部
落
に
と
っ
て
大
き
な
期

待
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
の
歩
み
は
簡
単
で
は
な
か

っ
た
。
近
代
担
当
の
企
画
委
員
だ
っ
た
北
崎
豊
二
さ
ん
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、「
解
放
令
」
発
布
直
後
に
み
ら
れ
た
大
阪
府

な
ど
公
的
な
機
関
に
お
け
る
差
別
は
す
さ
ま
じ
い
し
（
二
六
六

頁
）、
都
市
部
落
・
農
村
部
落
の
実
態
に
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る

（
二
八
三
頁
〜
）。
あ
る
い
は
、
墓
地
の
問
題
や
戸
長
選
挙
を
め
ぐ

る
軋
轢
、
町
村
合
併
の
際
の
近
隣
町
村
か
ら
の
排
除
と
い
っ
た
問

題
（
二
六
八
頁
〜
）
は
、
む
し
ろ
近
代
に
な
っ
て
身
分
の
違
い
が

撤
廃
さ
れ
て
平
民
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
起
き
て
く
る
、
そ
れ
ゆ
え

に
今
日
に
通
じ
る
新
し
い
差
別
の
あ
り
様
を
示
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
下
は
必
ず
し
も
私
が
そ
う
考
え
て
き
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
部
落
史
の
い
わ
ば
「
常
識
」
と
し
て
、
従
来
の
近
世

政
治
起
源
説
で
は
差
別
の
厳
し
さ
と
生
活
の
貧
困
が
強
調
さ
れ
て

き
た
が
、
近
年
そ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
近
世
の
部
落
は
貧

し
く
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
豊
か
で
さ
え
あ
っ
た
、
部
落
は
近
代

に
な
っ
て
一
気
に
貧
困
に
陥
っ
て
い
っ
た
、
か
の
ご
と
き
理
解
が

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
た
事
態
の
一
面
化
あ
る
い
は
極
論
で
あ
っ

て
、
近
代
以
降
の
皮
革
業
・
屠
畜
業
の
発
展
（
二
七
七
頁
〜
）、

あ
る
い
は
学
校
教
育
へ
の
熱
い
思
い
と
努
力
な
ど
（
二
九
二
頁
〜
）

を
み
れ
ば
、
部
落
に
よ
っ
て
は
そ
れ
な
り
の
経
済
力
を
持
っ
て
い

た
地
域
も
あ
る
し
、
差
別
の
原
因
が
必
ず
し
も
貧
困
に
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、近
代
以
降
の
部
落
史
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
が
、

部
落
差
別
を
な
く
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
努
力
や
取
り
組
み
が
あ
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っ
た
か
、
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
部
落
史
研
究
は
、
従
来
の
よ
う
に

水
平
運
動
だ
け
を
肯
定
的
に
評
価
し
、
そ
れ
以
外
の
部
落
改
善
運

動
や
融
和
運
動
・
事
業
を
水
平
運
動
に
対
立
あ
る
い
は
分
裂
を
も

た
ら
す
も
の
と
し
て
否
定
的
に
評
価
す
る
歴
史
像
を
脱
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
部
落
解
放
の
流
れ
を
部
落
改
善
運
動
↓
米
騒
動

↓
水
平
社
↓
戦
後
の
解
放
運
動
と
い
う
単
線
型
で
理
解
す
る
の
で

は
な
く
、
複
線
型
に
、
す
な
わ
ち
水
平
運
動
も
他
の
取
り
組
み
も

そ
れ
ぞ
れ
に
積
極
的
な
意
味
の
あ
る
運
動
だ
っ
た
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

大
阪
の
部
落
史
も
基
本
的
に
そ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
従
来
で
あ
れ
ば
部
落
史
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か

っ
た
森
秀
次
や
中
野
三
憲
（
二
九
〇
頁
）、
沼
田
嘉
一
郎
（
三
一
一

頁
）
と
い
っ
た
人
び
と
に
も
注
目
し
、
大
阪
府
公
道
会
と
い
う
融

和
団
体
の
活
動
に
も
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
と
っ
て
内
容
を
紹
介
し
て

い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、大
阪
府
水
平
社
の
創
立
か
ら
各
地
域
へ
の
拡
大（
三

二
七
頁
〜
）、
婦
人
水
平
社
や
女
性
た
ち
の
活
動
（
三
三
一
頁
）、

皮
革
を
中
心
と
し
た
労
働
者
や
在
阪
朝
鮮
人
と
の
連
帯
（
三
三
八

頁
）
な
ど
に
も
テ
ー
マ
は
及
ぶ
。

　

そ
し
て
一
九
三
七
年
以
降
、
日
本
が
中
国
と
の
全
面
戦
争
へ
突

入
し
た
後
、
水
平
運
動
や
融
和
運
動
が
い
か
に
方
針
を
転
換
し
て

い
っ
た
の
か
（
三
七
二
頁
〜
）、
そ
し
て
戦
争
に
勝
ち
抜
く
た
め

の
総
力
戦
体
制
が
強
調
さ
れ
る
な
か
で
い
か
に
敗
戦
を
迎
え
た
か

（
三
八
三
頁
〜
）、
ぜ
ひ
読
み
取
っ
て
ほ
し
い）

4
（

。

現　

代

　

現
代
（
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
七
四
年
ま
で
）
の
執
筆
は
渡
辺
が

担
当
し
た
が
、
な
に
よ
り
も
力
不
足
で
十
分
な
記
述
が
で
き
ず
、

本
来
で
あ
れ
ば
言
及
し
て
そ
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
多
く
の
テ
ー

マ
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
は
お
詫
び
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
現
代
を
執
筆
す
る
際
に
課
題
と
し
た
こ

と
、
念
頭
に
置
い
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。

　

一
つ
は
、
戦
前
と
戦
後
の
部
落
の
歴
史
を
、
一
九
四
五
年
八
月

で
分
断
し
て
そ
の
前
後
で
ま
っ
た
く
違
う
社
会
が
始
ま
っ
た
と
考

え
な
い
。
歴
史
は
基
本
的
に
続
い
て
い
る
、
こ
と
で
あ
る
。
中
世

か
ら
近
世
へ
、
あ
る
い
は
近
世
か
ら
近
代
へ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
歴
史
は
い
つ
で
も
前
の
時
代
の
社
会
の
あ
り
様
を
引
き
ず
り

踏
ま
え
な
が
ら
新
し
い
社
会
が
始
ま
っ
て
い
く
。
た
し
か
に
、
敗

戦
は
大
き
な
出
来
事
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と

は
日
本
に
住
む
人
び
と
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
意

義
は
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
そ
の
次
の

日
、
次
の
年
か
ら
人
び
と
の
意
識
や
被
差
別
部
落
の
様
子
、
社
会

の
あ
り
様
が
一
変
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
部
落
解
放
運
動
や
行
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政
・
教
育
の
あ
り
様
も
戦
前
か
ら
の
連
続
面
を
引
き
ず
っ
て
い
た

し
（
三
三
一
頁
）、
戦
後
に
起
き
た
変
化
の
な
か
に
は
、
す
で
に

前
の
時
代
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
例

え
ば
、
部
落
問
題
の
解
決
を
国
民
全
体
の
課
題
と
初
め
て
提
起
し

た
の
は
、
実
は
戦
時
下
だ
っ
た
（
三
八
七
頁
）。

　

次
に
、
で
は
戦
後
は
一
貫
し
て
戦
前
と
同
じ
状
況
が
続
い
た
の

か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
部
落
の
実
態
に
し
て
も
人
び
と

の
意
識
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
解
放
運
動
の
あ
り
様
に
し
て
も
、

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
後
半
か
ら

始
ま
る
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。「
高
度
経
済
成
長
は
、
生
活
の
ス
タ
イ
ル
ま
で
も
変
え

て
い
く
。
そ
れ
ま
で
の
長
屋
は
文
化
住
宅
あ
る
い
は
団
地
へ
と
変

わ
り
、
服
装
は
和
服
か
ら
洋
服
へ
、
食
事
は
米
か
ら
パ
ン
へ
、
魚

か
ら
肉
へ
、
そ
し
て
七
輪
（
か
ん
て
き
）
は
ガ
ス
コ
ン
ロ
へ
と
変

わ
る
。﹁
隣
は
、
何
を
す
る
人
ぞ
﹂
と
い
う
人
と
人
の
間
の
結
び

つ
き
は
弱
く
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
部
落
を
も
巻
込

む
。（
中
略
）
伝
統
的
な
人
間
関
係
や
生
活
・
文
化
が
弱
ま
っ
て

い
っ
た
の
は
、
部
落
解
放
運
動
や
同
和
事
業
の
結
果
だ
け
で
は
な

か
っ
た
し
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
の
共
同
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を

基
礎
と
し
た
運
動
と
は
違
う
、
経
済
的
な
利
害
を
重
視
し
た
新
し

い
解
放
運
動
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
」（
四
一

六
頁
）。

　

も
う
一
つ
は
、
部
落
の
実
態
と
い
う
場
合
、
経
済
的
に
貧
困
か

ど
う
か
、
不
就
学
や
不
衛
生
な
実
態
が
多
い
か
少
な
い
か
と
い
う

問
題
も
大
事
で
あ
る
。
同
時
に
、
部
落
の
中
の
共
同
体
の
強
さ
、

例
え
ば
お
寺
を
中
心
と
し
た
人
び
と
の
結
び
つ
き
、
町
会
や
婦
人

会
・
青
年
団
の
結
合
、
と
い
っ
た
視
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
う
し
た
現
実
が
人
び
と
の
意
識
を
規
定
し
、
そ
の
う
え

に
差
別
撤
廃
の
努
力
や
取
り
組
み
が
あ
る
（
三
九
五
頁
）。
だ
か

ら
現
実
の
部
落
の
実
態
も
、
差
別
を
な
く
す
取
り
組
み
も
ま
た
多

様
な
の
で
あ
る
。戦
前
の
水
平
運
動
・
融
和
運
動
の
評
価
と
同
様
、

こ
れ
は
よ
い
・
あ
れ
は
ダ
メ
と
、
単
線
型
の
「
勧
善
懲
悪
」
で
評

価
す
る
こ
と
は
禁
欲
す
べ
き
な
の
だ
。

　

な
お
多
様
な
部
落
の
実
態
の
一
つ
と
し
て
、
近
代
編
・
現
代
編

で
は
部
落
に
住
む
在
日
朝
鮮
人
を
視
野
に
入
れ
た
こ
と
も
付
記
し

て
お
く
。

　

最
後
に
、
も
と
よ
り
部
落
差
別
は
被
差
別
部
落
が
存
在
す
る
か

ら
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
部
落
の
実
態
が
劣
悪
だ
か
ら
続
い

て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
差
別
は
部
落
と
部

落
を
取
り
巻
く
社
会
と
の
関
係
の
な
か
で
生
じ
る
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
部
落
差
別
を
な
く
す
こ
と
は
何
よ
り
も
部
落
を
取
り
巻

く
社
会
の
責
任
で
あ
る
。
本
書
も
被
差
別
部
落
の
こ
と
だ
け
を
叙

述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
部
落
を
取
り
巻
く
社
会
の
あ
り
様

を
描
い
て
い
る
。と
す
れ
ば
、そ
れ
は
部
落
と
部
落
外
を
問
わ
ず
、
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多
く
の
人
び
と
の
努
力
の
歴
史
で
も
あ
り）

5
（

、
す
べ
て
の
人
に
本
書

を
手
に
し
て
ほ
し
い
所
以
で
も
あ
る
。
特
に
現
代
編
で
は
、
部
落

解
放
運
動
だ
け
で
な
く
、
行
政
や
教
育
、
歴
史
研
究
や
映
画
・
小

説
・
マ
ス
コ
ミ
な
ど
、
差
別
を
な
く
す
広
い
取
り
組
み
と
、
そ
れ

が
日
本
全
体
を
差
別
の
な
い
社
会
に
し
て
い
く
た
め
に
果
た
し
た

大
き
な
役
割
に
つ
い
て
も
意
識
し
て
取
り
上
げ
た
。

お
わ
り
に

│
今
後
の
課
題

　

以
上
、
限
ら
れ
た
時
間
と
紙
幅
の
な
か
で
『
大
阪
の
部
落
史
』

第
十
巻
（
本
文
編
）
を
紹
介
し
た
。
本
文
編
は
、
こ
れ
ま
で
に
紹

介
し
た
方
の
ほ
か
に
森
明
彦
さ
ん
（
古
代
）、
吉
田
徳
夫
さ
ん
（
中

世
）、
臼
井
寿
光
さ
ん
（
近
世
）、
吉
村
智
博
さ
ん
（
近
代
）
に
も

執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

第
十
巻
（
本
文
編
）
は
、
四
五
〇
頁
を
超
え
る
大
著
と
な
っ
た
。

全
頁
を
読
み
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
は
思
う
が
、
難
し
い
か
も

し
れ
な
い
。
本
書
の
末
尾
に
は
詳
細
な
索
引
を
付
し
た
の
で
、
関

心
の
あ
る
テ
ー
マ
か
ら
読
み
始
め
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
。
ま
た

本
文
中
に
は
、
典
拠
と
し
た
史
料
の
出
典
を
明
示
し
た
の
で
、
そ

こ
か
ら
本
書
の
史
料
編
第
一
巻
〜
第
九
巻
を
開
い
て
い
た
だ
き
た

い
と
も
思
う
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、『
部
落
解
放
』
六
一
三
号
（
二
〇
〇
九
年
五
月
）

と
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
』
二
五
六
号
（
同
年
七
月
）
が
『
大
阪

の
部
落
史
』
全
一
〇
巻
に
つ
い
て
特
集
を
組
ん
で
下
さ
っ
た
。
さ

ら
に
『
大
阪
の
部
落
史
通
信
』
四
四
号
（
同
年
三
月
）
で
も
、
第

十
巻
（
本
文
編
）
の
紹
介
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
を
参
考

に
、
さ
ら
に
深
く
大
阪
の
部
落
史
へ
わ
け
入
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

注（
１
）丸
山
真
史
・
別
所
秀
高
・
松
井
章
「
動
物
考
古
学
と
差
別
問
題
」

『
部
落
史
研
究
か
ら
の
発
信
』
第
一
巻
〈
前
近
代
編
〉、
解
放
出
版

社
、
二
〇
〇
九
年

（
２
）崎
谷
裕
樹
「
編
纂
事
業
に
携
わ
っ
て
」『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
』

二
五
六
号
、
二
〇
〇
九
年
七
月

（
３
）こ
の
件
に
つ
い
て
の
史
料
と
分
析
は
、
本
書
第
九
巻
（
史
料
編　

補
遺
）
の
「
解
説
」
に
詳
し
い
。

（
４
）朝
治
武『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
全
国
水
平
社
』解
放
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年

（
５
）大
阪
人
権
博
物
館
編
『
部
落
問
題
に
向
き
あ
っ
た
１
０
０
人
』
二

〇
〇
五
年


