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深
浦
正
文
氏
は

『
業
の
問
題
』
(永
田
文
昌
堂
)
の
中
で
部
落
差

別
と

業
の
問
題
を
論
究
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
氏
は
、
有
為
の
現
象
世

界
は
相
対
差
別
の
境
界
で
あ
り
、
現
象
世
界
に
お
い
て
差
別
を
な
く
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
解
放

・
未
解
放
と
い
う

差
別
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
仏
教
で
は
先
天
的
な
貴
賤
・

尊
卑
の
差
別
を
認
め
な
い
か
ら
。

こ
こ
に
お
い
て

「
認
め
ら
れ
な
い
」

と
し
て
は
い
る
が

「
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ど
う
か
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
氏
が

「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
と
き

「
是

認
で
き
な

い
」
と
い
う
意
味
と
と
も
に

「実
在
の
否
認
」
と
い
う
意
味

も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

し
か
し
同
和
対
策
審
議
会
の
答
申
に
お

い
て
も

「
部
落
差
別
は
単
な
る
観
念
の
亡
霊
で
は
な
く
現
実
の
社
会
に

実
在
す
る
」
こ
と
の
認
識
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
部
落
差
別
は

客
観
的

・
具
体
的
に
現
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
実
在
そ
の
も
の
を
観

念
的
に
否
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
解
放

へ
の
展
望
は
生
ま
れ
な
い
し
、

む
し
ろ
そ
れ
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
深
浦
氏
は
、
有
為
の
現

象
世
界
に
お
い
て
は
後
天
的
な
差
別

(人
間
の
努
力
・
行
為
に
基
く
)
は

な
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り

「
君
主

は
人
民
よ
り
尊
敬

さ

れ
、
社
長
は
社
員
よ
り
も
優
遇
を
受
け
、
校
長
は
教
員
よ
り
も
要
位
に

あ
る
の
は
、
ま
さ
に
当
然
の
次
第
で
、
そ
う
し
た
優
劣

・
上
下
の
差
別

は
、
ど
う
し
て
も
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
。
深
浦
氏
は
職

務
上
の
地
位
に
基
く
権
限
の
異
な
り
を
い
お
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
人
格

・
人
権
に
お
け
る
差
別
が
混
入
さ
れ
て
い

る
。
確
か
に
現
実
の
職
階
制
な
ど
の
中
に
は
人
格

・
人
権
に
お
け
る
差

別
が
混
入
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
そ
れ
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
君
主
と
人
民
の
差
別
は
後
天
的
な
も
の
で
は
な
い
し

(職
務
上
の

地
位
も
現
実
に
は
必
ず
し
も
後
天
的
な
努
力
だ
け
に
依
ら
な
い
が
)
、ま

た
地
位
の
上
の
も
の
は
下
の
も
の
よ
り
人
格
的
に
優
れ
て
お
り
尊
敬
さ

れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
は
明
ら
か
に
差
別
的
な
見

方
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
人
の
地
位
の
上
下
に
お
い
て
尊
敬
さ
れ
尊
重

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
地
位
の
上
の
人
も
下
の
人
も
等
し
く
人
間
と
し
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て
の
尊
厳
を
持
ち
、
尊
敬
さ
れ
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
上
田
義
文
氏
は

『
仏
教
に
お
け
る
業
の
思
想
』
(あ
そ
か
書
林
)

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
差
別
扱
ひ
を
う
け
る
よ
う
な
境

遇
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
宿
業
な
の
で
は
な
く
、
他
人
を
差
別
扱
ひ
し
た

り
蔑
視
し
た
り
す
る
よ
う
な
心
を
起
し
た
り
、
さ
う
い
う
行
ひ
を
し
た

り
す
る
こ
と
が
宿
業
の
催
し
な
の
で
あ
る
。
」
「
こ
の
よ
う
な
差
別
感
を

な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
何
と
悲
し
い
現
実
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
人
間
の
、
否
こ
の
私
と
い
う
も

の
の
醜
い

し
か
も
強
情
な
度
し
難
い
姿
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
私
の
宿

業
の
姿
と
し
か
思
は
れ
な
い
」
と
。

こ
こ
に
お
い
て
上
田
氏
は
、
村
越

未
男
氏

(『差
別
の
論
理
と
解
放
の
思
想
』)
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、

宿
業
に
よ

つ
て
支
配
さ
れ
た
人
間
は
差
別
感
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
し
、
結
果
的
に
は
差
別
感
に
安
住
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
上
田
氏
は
自
己
に
お
け
る
差
別
感
を
な
く
し
え
な
い
と
い
う
徹
底

し
た
自
覚

(有
為
相
対
差
別
の
境
界
の
自
覚
?
)
の
中
に
逆
に
差
別
感

の
克

服
を
見
い
出
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
村
越
氏
の

批
判
は
必
ず
し
も
正
当
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
た
だ
上
田
氏
も
差
別
の

問
題
を
差
別
感
の
問
題
と
し
て
し
か
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

所
に
限
界

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
界
を
上
田
氏
は
宗
教
の

限
界
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
問
題
は
社
会
問
題

(経

済
.
政
治
の
問
題
)
で
あ
つ
て
宗
教
問
題
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う

だ
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
は
万
能
で
は
な
い
し
、
宗
教
を
万
能
視
す
る
こ
と

ば
危
険
で
あ
る
。
社
会
問
題
を
宗
教
問
題
に
解
消
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
し
宗
教
が
社
会
問
題
に
対
し
て
か
か
わ
る
こ
と
を
避
け
る
の
も
正

し
く
な
い
。
宗
教
が
具
体
的
な
人
間
の
生
活
と
切
り
離
さ
れ
た
所
に
は

あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
の
生
活
上
の
問
題
は
宗
教
に
と
つ
て
決

し
て
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。

上
田
氏
は
差
別
問
題
を
共
業
に
お
い
て
と
ら
え
る
。
そ
の
と
ら
え
方

か
ら
は
教
え
ら
れ
る
所
が
多
か
つ
た
が
、
し
か
し
上
田
氏
は
共
業
を
な

お
も
抽
象
的
に
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。
「差
別
問
題
に
つ
い
て
考
え

る
と
、
特
定
の
部
落
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
そ
の
人
た
ち
の
前
世
の
業
の

果

で
あ
る
と
非
部
落
人
が
言
ふ
な
ら
ば
、
彼
は
共
業
に
つ
い
て
全
く
無

知

で
あ
る
。
差
別
問
題
は
単
に
被
差
別
者
だ
け

の
問
題
で
は
な
く
て
、

被
差
別
者
と
差
別
者
と
の
間
に
成
立
す
る
問
題

で
あ
る
こ
と
は
常
識
的

に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
し
て
こ
の
差
別
す
る
と
い
う
風
習
が
歴
史
的

社
会
的
産
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
共
業

で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま

で
も
な
い
。
」
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
差
別
を
歴
史
的
社
会

的
産

物
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
歴

史
的
社
会
的
産
物
と

し
て
究
明
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
歴
史
的
社
会
的
産
物
と
し
て
他
者
の

研
究
成
果
か
ら
学
ん
で
ゆ
こ
う
と
も
さ
れ
な
い
。
歴
史
的
社
会
的
産
物

の
中
味
を
単
に

"
風
習
"
と
し
、
差
別
の
構
造

の
歴
史
的
社
会
的
解
明

は
放
棄
さ
れ
る
。
そ
こ
で
差
別
の
問
題
は
国
民

の
差
別
感
の
問
題
と
さ

れ
、
独
占
資
本
、
国
家
権
力
な
ど
の
問
題
が
見
失
な
わ
れ
る
。
同
対
審

の
答
申
に
お
い
て
も

「部
落
差
別
の
解
消
は
、

偏
見
を
も
た
ら
す
因
襲
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や
伝
統
を
観
念
的
に
と
り
あ
げ
た
だ
け
で
は
解
決

で
き
な
い
。
そ
れ
を

存
続
さ
せ
る
も
の
は
、
社
会
体
制
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
た

ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。
差
別
意
識
は
単
な
る
妄
想
と
い
つ
た

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
人
間
の
社
会
的
生
活
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き

た
意
識

で
あ
り
、
社
会
的
生
活
の
中
に
差
別
意
識
を
形
成
し
て
ゆ
く
構

造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
の
構
造
を
克
服
し
な

い
か
ぎ
り
、
差
別
意
識
は
常
に
再
生
産
さ
れ
る
。
差
別
意
識
の
克
服
は

単
に
個

々
人
の
心
構
え
の
問
題
だ
け
で
は
解
決
し
え
な
い
。
部
落
解
放

運
動
の
中

で
の
差
別
の
糾
弾
も
、
差
別
者
個
人
の
差
別
意
識
の
糾
弾
で

あ
る
よ
り
も
、

そ
の
差
別
意
識
を
問
題
に
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
差

別
意
識
を
生
み
出
す
構
造
、
差
別
の
実
態

(劣
悪
な
生
括
環
境
な
ど
)
を

問
題
に
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
、

深
浦
氏
と
上
田
氏
の
理
論
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
仏
教
思

想
か
ら
部
落
問
題
を
考
え
る
と
き
、
最
も
重
要
な
問
題
は
、
有
為
相
対

差
別
の
境
界
に
お
い
て
部
落
差
別
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
問
題

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仏
教
が
相
対
差
別
の
境
界
と
い
う
と
き
、
そ
れ

は
現
実
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
の
根
深
さ
と
深
刻
さ
を
最
も

強
く
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
の
根
深
さ
、
深
刻
さ
の
自
覚
が
そ
の
克
服
の
不
可
能
性
と
し

て
受
け
と
め
ら
れ
る
と
き
、
挫
折
と
あ
き
ら
め
が
は
じ
ま
る
。
差
別
の

根
深
さ
深
刻
さ
の
自
覚
が
単
に
抽
象
的
観
念
的
な

レ
ベ
ル
で
し
か
な
さ

れ
な
い
と
き
、
そ
の
克
服
の
展
望
は
見
い
出
し
え
な
い
。

確
か
に
有
為

の
現
象
世
界
に
お
い
て
は
差
別

一
般
の
克
服
は
あ
り
え

な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
差
別
は
常
に
具
体
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
差
別

一
般
な

ど
は
あ
り
え
な
い
。

そ
し
て
具
体
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
は
人
間
が
歴
史
的
社
会
的
に
造
り

出
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
人
間
の
努
力
に
よ
つ
て
克
服

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
を
ふ
り
返
れ
ば
そ
こ
に
い
く
つ
か

の
差
別
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
い
く

つ
か
の
差
別
を
克
服
し
て
き
た
こ
と

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
現
代
社
会
に
も
い
く
つ
か
の
差
別
が

現
存
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
差
別

一
般
は
過
去
も
現
在
も
変
わ
ら
ず
に

存
在
す
る
と
も
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
つ
て
、

人
類
が
そ
の
歴
史

の
中
で
多
く
の
悪
差
別
を
克
服
し
て
き
た
努
力
は
無

意
味
で
あ

つ
た
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
現
代
社
会
に
お
け
る
差
別
克
服
の

努
力
は
無
意
味
だ
ろ
う
か
。
現
代
社
会
に
お
け
る
差
別
の
克
服
は
別
の

新
し
い
差
別
を

つ
く
り
出
す
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
や
は
り
現
代
社

会
に
お
け
る
差
別
が
不
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
差
別

の
克
服
に
立
ち
向
か
う
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
偉
大
さ
や
尊
厳
性
は
、
決

し
て
差
別
の
全
然
な
い
世
界
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
向
か
つ
て
限
り
な
く
努
力
し
て
ゆ
く
中

に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
人
間

の
努
力
や
情
熱
は
、
そ
れ
が
実
現

さ
れ
た
と
き
に
報
わ

れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
努
力
自
体
に
お
い
て
、
情
熱
自
体
に
お
い
て

充
足
し
、
報
わ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
人
間
の
行
為

(業
)
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段

で
は
あ
り
え
な
い
。
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