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京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
は
、
前
身
の
京
都
部
落
史
研
究
所
が
部
落
史
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
図
書
・
資
料
を
生

か
し
な
が
ら
、
部
落
問
題
・
部
落
史
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
を
主
な
業
務
と
す
る
セ
ン
タ
ー
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
発
足
し

ま
し
た
。

　

部
落
史
連
続
講
座
は
、
一
九
九
五
年
に
完
結
し
た
『
京
都
の
部
落
史
』（
全
十
巻
、
京
都
部
落
史
研
究
所
刊
）
の
成
果
を
広
く

生
か
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
講
演
録
は
、「
地
元
で
学
ぶ
地
元
の
歴
史
」
と
題
し
、
中
京
い
き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
二
〇
一
二

年
度
部
落
史
出
張
講
座
と
、京
都
府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
部
落
史
連
続
講
座
の
講
演
記
録
を
も
と
に
各
講
師
に

加
筆
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
講
演
の
行
わ
れ
た
月
日
と
テ
ー
マ
は
次
の
と
お
り
で
す
。
尚
、所
属
は
講
演
当
時
の
も

の
で
す
。
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私
が
四
〇
歳
代
の
時
に
四
年
間
、
西
京
高
校
の
定
時
制
に
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
あ
た
り
を
走
り
回
っ
て
、五
階
建
て
の

ビ
ル
を
走
っ
て
昇
っ
た
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
は
、
そ
も
そ
も
北
小
路
村
と
は
ど
の
よ
う
な
成
り
立
ち
の
村

な
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
「
は
じ
め
に
」
に
入
り
ま
す
。

　

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
御
役
目
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
被
差
別
の

地
域
の
人
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
役
目
で
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
す

が
、
幕
府
が
重
要
視
し
て
い
る
役
目
は
刑
吏
役
で
す
。
そ
の
刑
吏
役

を
中
心
に
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
京
都
で
は
刑
吏
役
の
方
々

が
活
躍
す
る
の
は
刑
場
で
す
。
む
ご
い
、
そ
し
て
役
目
を
果
た
す
人

も
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
も
ち
な
が
ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
目
で

す
。そ
の
場
所
は
、粟
田
口
と
西
土
手
の
二
箇
所
が
京
都
の
主
な
刑
場

で
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
で
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
違
っ
て
い
ま

す
。
平
安
京
が
成
立
し
た
と
き
、
右
獄
、
左
獄
と
い
う
ふ
う
に
刑
場

を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
右
獄
に
近
い
と
こ
ろ
が
西
土
手
で
す
。
そ
し

て
な
ぜ
土
手
と
い
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
後
に
な
る
の
で
す
が
、

豊
臣
秀
吉
が
日
本
で
初
め
て
都
市
を
ぐ
る
り
と
取
り
巻
く
城
壁
を
つ

く
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
お
土
居
と
い
い
ま
す
。
そ
の
お
土
居
の
西
側

の
ほ
う
と
い
う
こ
と
で
西
土
手
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
粟
田
口
と
い

う
の
は
、
蹴
上
の
ほ
う
で
す
。
こ
れ
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
京
都
の
三

条
大
橋
に
た
ど
り
つ
く
手
前
の
蹴
上
の
あ
た
り
、
浄
水
場
の
山
の
中

に
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
に
粟
田
口
の
刑
場
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
が
多
く
使
わ
れ
る
の
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
西
土
手
は
平
安
時
代
の
右
獄
に
あ
た
り
、
こ
れ

は
現
在
ま
っ
た
く
影
も
形
も
あ
り
ま
せ
ん
。
円
町
を
中
心
と
し
た
あ

た
り
で
す
。
京
都
の
治
安
を
保
つ
た
め
に
、
政
治
を
す
る
側
と
し
て

は
政
治
的
に
非
常
に
重
要
な
仕
事
を
す
る
所
、
治
安
対
策
に
重
要
な

所
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
お
い
て
一
番
過
酷
な
仕
事
を
し
て
い

た
の
が
江
戸
時
代
の
同
和
地
域
の
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
「
一
、
北
小
路
村
の
濫ら

ん
し
ょ
う觴」
に
は
い
り
ま
す
。

　

こ
の
北
小
路
村
は
、
江
戸
時
代
に
は
西
京
村
の
中
の
小
さ
な
地
域

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
北
小
路
村
そ
の
も
の
の
歴
史
を
み

て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
北
小
路
村
が
西
京
に
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
史
料
は

史
料
①
「
西
京
村
御
蔵
入
地
に
北
小
路
村
が
成
立
す
る
。」
で
す
。

こ
こ
で
は
、
寛
文
一
〇
年
の
こ
と
を
、
も
っ
と
後
の
時
代
に
書
い
て

い
ま
す
。
地
図
を
見
ま
す
と
、
西
本
願
寺
の
一
番
南
の
通
り
、
興
正
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北小路村の物語

寺
と
の
境
の
通
り
が
北
小
路
通
で
す
。
そ
こ
に
は
綺
麗
な
日ひ
ぐ
ら
し
の
も
ん

暮
門
と

い
う
立
派
な
門
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
通
り
は
、
堀
川
を
渡
り
東
へ
向

か
っ
て
い
く
と
東
本
願
寺
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
こ
こ
で
北
小
路
通
と

い
う
名
前
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
通
り
の
名
は
下し

も
じ
ゅ
ず
や

数
珠
屋
町ま
ち

通
と
い

う
名
前
に
か
わ
り
ま
す
。そ
し
て
鴨
川
の
方
へ
進
み
ま
す
と
、現
在
、

渉し
ょ
う
せ
い
え
ん

成
園
、
枳き
こ
く殻
邸て
い

と
呼
ば
れ
る
東
本
願
寺
の
お
屋
敷
の
あ
る
と
こ
ろ

に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
こ
こ
が
北
小
路
村
の
元
祖
で
す
。
史
料
①
に

よ
り
ま
す
と
、
昔
、
北
小
路
村
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
西
本
願
寺
の
境

内
だ
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
召
し
上
げ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
西

本
願
寺
と
い
う
の
は
豊
臣
秀
吉
が
建
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
徳
川
家

康
が
、
本
願
寺
内
で
兄
弟
喧
嘩
を
さ
せ
る
た
め
に
（
？
）
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
に
東
本
願
寺
を
建
て
ま
し
た
。
現
在
の
枳
殻
邸
の
場

所
は
当
時
、
枳
殻
の
馬
場
と
呼
ば
れ
て
、
北
小
路
と
い
う
通
り
名
で

は
な
く
て
地
名
が
つ
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
に
東
本
願
寺
が
屋

敷
を
建
て
よ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
枳
殻
の
馬
場
の
北
小
路
に

は
昔
か
ら
皮
細
工
を
営
む
野
小
屋
が
あ
り
、「
か
わ
た
」
と
い
う
仕
事

を
し
て
い
る
人
々
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

に
枳
殻
邸
が
完
成
し
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
び
と
は
追
い
出
さ
れ

て
「
河
原
町
松
原
上
ル
」
に
移
さ
れ
ま
す
。
史
料
に
は
「
休
分
源
右

衛
門
」
の
請
合
地
に
移
さ
れ
る
と
あ
り
ま
す
。
私
が
思
う
に
は
、
こ

れ
は
「
休き

ゅ
う
ぶ
ん分」
で
は
な
く
て
、
源
右
衛
門
は
幕
府
に
従
っ
て
刑
吏
の

仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
の
人
に
「
給き

ゅ
う
ぶ
ん分」
と
し
て
屋
敷
地
を
与
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
「
河
原
町
松
原
上
ル
」
の

土
地
に
北
小
路
で
皮
細
工
を
し
て
い
た
人
た
ち
が
宿
替
え
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。
そ
こ
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
う
と
、
後
に
は
六
条

村
、
も
っ
と
後
に
は
七
条
村
、
崇
仁
に
あ
た
る
地
域
の
人
た
ち
が
初

め
に
住
ま
わ
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
源
右
衛
門
が
支
配
し

て
い
る
土
地
に
、
後
の
六
条
村
の
人
た
ち
や
北
小
路
か
ら
移
さ
れ
て

来
た
人
た
ち
が
ま
ざ
り
あ
っ
て
す
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
し
か
し
源
右
衛
門
が
、
住
む
人
が
大
勢
に
な
っ
て
や
や
こ
し

く
な
っ
た
の
で
北
小
路
か
ら
来
た
人
は
移
る
よ
う
に
願
い
、
寛
文
一

〇
年
（
一
六
七
〇
）
に
、
北
小
路
か
ら
や
っ
て
来
た
人
た
ち
を
西
土

手
の
近
く
に
移
住
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
地
は
西

京
村
の
御
蔵
入
地
の
中
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
京

村
の
な
か
に
幕
府
が
直
接
年
貢
を
取
り
立
て
る
、
幕
府
の
土
地
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
北
小
路
の
人
た
ち
が
小
屋
掛
け

を
し
て
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
寛
文
一
〇
年
で
す
。

江
戸
時
代
初
期
で
す
。
そ
の
と
き
、
源
右
衛
門
さ
ん
、
気
の
い
い
人

だ
っ
た
の
か
、
引
越
し
代
金
一
貫
二
〇
〇
目
を
渡
し
た
り
し
て
い
ま

す
。
こ
の
北
小
路
の
人
た
ち
が
住
ん
だ
と
こ
ろ
は
、
一
〇
八
五
坪
で
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し
た
。
移
り
住
ん
で
い
っ
た
こ
と
は
こ
れ
で
わ
か
る
の
で
す
が
、
次

に
、
西
京
村
の
御
蔵
入
の
土
地
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
所
有
し
、

ど
ん
な
役
を
も
っ
て
い
た
土
地
な
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
「
二
、
御
役や

く

田で
ん
ち地
に
つ
い
て
」
に
は
い
り
ま
す
。
北

小
路
村
の
人
た
ち
が
移
転
さ
せ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
御
役
目
を
も
っ

て
、幕
府
か
ら
こ
う
い
う
役
に
つ
い
て
く
れ
、と
い
う
御
役
目
を
も
っ

て
移
転
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
刑
吏
役
で
す
。
西
京
村
の
御

蔵
入
地
の
な
か
に
、
刑
吏
役
を
務
め
る
人
た
ち
の
た
め
に
与
え
る
そ

う
い
う
土
地
が
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
お
土
居
の
外
側
に
刑
場
を
つ

く
っ
て
犯
罪
者
の
取
締
り
を
し
よ
う
と
い
う
江
戸
時
代
が
始
ま
っ
た

頃
か
ら
の
幕
府
の
政
治
的
意
図
の
も
と
で
、
北
小
路
村
の
人
々
は
移

動
さ
せ
ら
れ
、
西
土
手
は
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
地
域
は
平

安
時
代
か
ら
右
獄
、
西
の
獄
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
有
名
な
話
で

は
、
安あ

べ
の倍
貞さ
だ
と
う任
が
奥
州
で
敗
北
し
、
首
を
京
都
ま
で
運
ん
で
獄
に
さ

ら
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
所
が
右
獄
で
す
。
北
野

中
学
の
あ
た
り
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
円
町
の
あ
た
り
、
特
に

紙
屋
川
や
川
沿
い
の
あ
た
り
は
刑
場
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
円
町

の
あ
た
り
で
電
車
を
通
す
た
め
に
発
掘
を
し
た
ら
た
く
さ
ん
の
人
骨

が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
円
町
か
ら
ず
っ
と
南
、
現
在
の
西

京
高
校
、
島
津
の
あ
た
り
は
お
墓
の
多
い
と
こ
ろ
で
西
の
葬
場
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
秀
吉
が
こ
の
あ
た
り
に
ず
っ
と
お
土

居
を
作
り
、
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
お
土
居
よ
り
西
側
、
西
京
高

校
を
中
心
に
し
た
あ
た
り
一
体
を
西
土
手
の
刑
場
と
し
て
整
備
を
し

た
よ
う
で
す
。
刑
吏
役
の
役
目
を
果
す
た
め
に
北
小
路
村
の
人
た
ち

は
移
転
を
し
て
き
た
の
で
す
。

　

で
は
、
北
小
路
村
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
誰
が
支
配
し
て
い
た
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、こ
の
地
域
は
御
役
田
地
で
す
。御
役
田
地
と
は
、

幕
府
が
自
分
た
ち
の
命
令
で
仕
事
を
す
る
人
た
ち
に
与
え
る
土
地
、

刑
吏
役
の
人
た
ち
に
与
え
る
土
地
で
す
。
こ
の
土
地
を
支
配
し
て
い

た
の
は
、江
戸
の
ご
く
初
期
に
は
、千
本
の
野
口
前
甚
右
衛
門
の
支
配

下
に
い
た
六
兵
衛
と
、
京
中
で
ど
う
い
う
仕
事
を
し
て
い
た
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
孫
右
衛
門
と
い
う
二
人
が
こ
の
御
役
田
地
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、孫
右
衛
門
が
こ
の
土
地
を
譲
り
た
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
史
料
②
を
み
て
く
だ
さ
い
。「
二
条
城
掃
除
役

と
断
罪
役
が
付
随
す
る
御
役
田
地
が
譲
渡
さ
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

書
か
れ
た
の
は
天
和
元
年
、
一
六
八
一
年
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
孫

右
衛
門
が
役
を
つ
と
め
に
く
く
な
っ
た
の
で
、
中
京
―
と
い
っ
て
も

中
京
区
で
は
な
く
て
、
町
の
真
ん
中
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
て
く
だ

さ
い
―
の
髪か

み
ゆ
い結
の
人
で
毘
沙
門
町
に
住
ん
で
い
る
九
郎
右
衛
門
に
譲
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り
ま
し
た
と
い
う
書
類
で
す
。
こ
の
九
郎
右
衛
門
は
髪
結
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
も
下
が
っ
て
い
き
ま
す
と
、
町
内
に
治
安
維

持
の
た
め
に
必
ず
木
戸
を
こ
し
ら
え
て
、
時
間
を
決
め
て
開
閉
し
て

い
ま
し
た
。
安
全
対
策
で
す
。
そ
う
い
う
仕
事
を
町
用
人
が
や
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
は
二
階
に
住
ん
で
い
て
、
下
が
髪
結
さ
ん

と
い
う
の
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
な
ぜ
髪
結
な
の
か
と
い
う
と
、
江

戸
時
代
に
入
る
と
皆
が
丁ち

ょ
ん
ま
げ髷を
結
い
月さ
か
や
き代
を
そ
る
よ
う
に
な
り
、
髪

結
床
は
と
て
も
流
行
り
ま
す
。
町
の
人
が
た
く
さ
ん
や
っ
て
き
て
男

性
の
井
戸
端
会
議
の
場
所
で
し
た
。
情
報
が
交
換
で
き
る
と
こ
ろ
、

誰
か
怪
し
い
も
の
を
探
す
と
き
に
髪
結
に
き
け
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う

な
と
こ
ろ
で
し
た
。
幕
府
側
か
ら
み
る
と
、
治
安
維
持
の
た
め
に
有

効
な
働
き
を
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
そ
こ
に
い
て
髪
結
も
す
る
し
、

木
戸
の
開
け
閉
め
も
す
る
し
、
町
の
用
事
も
し
て
く
れ
る
町
の
用
人

は
便
利
な
人
で
し
た
。
人
が
集
ま
っ
て
情
報
が
集
ま
る
と
い
う
と
こ

ろ
で
し
た
。
九
郎
右
衛
門
は
多
分
、
町
用
人
の
中
で
も
実
力
の
あ
る

人
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
刑
吏
役
に
関
わ
る
土
地
を
譲
り
受
け
る
、
そ

う
い
う
立
場
の
人
で
し
た
。
北
小
路
村
に
住
ん
で
い
る
人
の
地
主
は

千
本
の
六
兵
衛
と
髪
結
の
九
郎
右
衛
門
と
な
り
ま
す
。
そ
う
こ
う
し

て
い
る
う
ち
に
六
条
村
が
力
を
つ
け
て
き
ま
す
。
六
条
村
、
天
部
村

は
古
く
か
ら
幕
府
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
、
役
目
と
し
て
刑
吏
役
を

ず
っ
と
続
け
て
き
て
い
る
村
で
す
の
で
発
言
力
が
強
く
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
色
々
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
九

郎
右
衛
門
が
御
役
田
地
か
ら
手
を
引
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
史
料
の
④
、
⑤
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
④
で
は
、

北
小
路
村
に
住
ん
で
実
際
に
仕
事
を
す
る
人
た
ち
の
名
前
が
で
て
い

ま
す
。
③
に
も
名
前
が
で
て
き
ま
す
。
新
し
く
孫
右
衛
門
か
ら
九
郎

右
衛
門
に
う
つ
っ
た
と
き
に
、
九
郎
右
衛
門
に
、
実
際
に
働
く
者
は

こ
う
い
う
約
束
を
し
ま
す
と
い
う
こ
と
を
差
し
出
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
で
す
。
そ
し
て
翌
年
に
な
る
と
、
実

際
に
働
く
人
た
ち
が
千
本
の
六
兵
衛
、
そ
し
て
徳
左
衛
門
に
、
こ
う

い
う
こ
と
を
守
り
ま
す
と
差
し
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
徳
左
衛
門
は

六
条
村
の
年
寄
の
息
子
で
す
。
嘉
兵
衛
と
い
う
年
寄
の
息
子
で
す
。

役
目
の
な
か
で
六
条
村
が
力
を
も
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ

れ
で
わ
か
ま
す
。
次
に
⑤
の
史
料
「
北
小
路
村
で
年
寄
役
の
引
継
ぎ

に
つ
き
出
入
り
、
六
条
村
が
仲
介
に
入
る
。」
で
す
。
北
小
路
村
で

は
、
九
郎
右
衛
門
が
力
を
落
と
し
て
六
条
村
が
力
を
も
ち
だ
し
た
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
六
条
村
と
い
っ
て
も
年
寄
が
何
人

も
い
ま
す
。
特
に
北
と
南
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
関
係

か
ら
、
徳
左
衛
門
と
九
郎
右
衛
門
の
間
の
力
関
係
で
、
お
そ
ら
く
こ

こ
の
土
地
を
め
ぐ
っ
て
や
り
と
り
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
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れ
に
つ
い
て
六
条
村
の
年
寄
が
仲
裁
に
入
っ
て
手
を
う
た
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
な
お
、
こ
の
『
諸し

ょ
し
き
と
め
ち
ょ
う

式
留
帳
』
で
は
、「
礼
状
の
事
」

と
あ
り
ま
す
が
こ
れ
は
間
違
い
で
、
引
継
ぎ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
九
郎
右
衛
門
が
力
を
落
し
て
い
く
の
で
す
が
、
年
号
を
見
る

と
元
禄
で
す
。
こ
の
頃
か
ら
六
条
村
が
七
条
の
ほ
う
へ
移
転
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
く
時
代
で
す
。
こ
の
元
禄
か
ら
時
代
が
下
が
っ
た
頃

に
、
蓮
台
野
村
の
甚
右
衛
門
が
亡
く
な
り
ま
す
。
す
る
と
六
兵
衛
も

力
を
落
と
し
ま
す
。
こ
う
い
う
中
で
北
小
路
村
の
地
主
は
六
条
村
の

年
寄
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
北
小
路
村
は
こ
れ
以
降
、

六
条
村
の
枝
村
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
西
京
村
の
枝
村

と
い
い
ま
し
た
が
、
普
通
の
行
政
か
ら
い
う
と
、
西
京
村
の
一
地
域

で
す
が
、
御
役
目
関
係
か
ら
い
う
と
六
条
村
の
配
下
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
や
や
こ
し
い
の
で
す
が
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
「
三
、六
条
村
の
枝
村
の
北
小
路
村
」
に
入
り
ま
す
。

元
禄
の
終
わ
り
頃
か
ら
正
徳
の
頃
に
か
け
て
、
幕
府
の
も
と
で
身
分

制
が
確
立
し
て
い
き
ま
す
。
六
条
村
の
枝
村
と
な
っ
た
北
小
路
村
は

ど
れ
く
ら
い
の
規
模
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
史
料
の
⑥

⑦
⑧
⑨
を
み
て
く
だ
さ
い
。
⑥
「
六
条
・
蓮
台
野
・
北
小
路
村
の
各

年
寄
が
支
配
す
る
軒
数
が
書
上
げ
ら
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

六
条
村
が
蓮
台
野
と
北
小
路
は
自
分
の
と
こ
ろ
の
枝
村
だ
と
い
う
こ

と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
す
。
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
で
す
。
こ

こ
に
北
小
路
村
に
つ
い
て
、「
家
持
十
五
軒
、
借
や
五
軒
、
合
廿
軒
、

北
小
路
村
年
寄
與
次
兵
衛
下
」
と
あ
り
ま
す
。
小
さ
な
村
だ
っ
た
と

い
え
ま
す
。
さ
ら
に
北
小
路
村
の
人
た
ち
が
何
人
く
ら
い
御
役
目
に

出
て
い
た
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
⑦
の
史
料
で
す
。
御
役
目
に
で
て
い

く
五
か
村
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
番
最
後
が
北
小
路
村
で

す
。
年
寄
が
い
て
、
そ
の
も
と
で
働
く
手
下
が
一
六
人
と
い
う
こ
と

で
す
。
六
条
村
は
年
寄
が
三
人
い
て
、
手
下
が
六
〇
人
で
す
。
西
土

手
は
幕
府
に
と
っ
て
と
て
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
掃
除
を
し
た
り

手
入
れ
を
し
た
り
修
繕
し
た
り
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
な
い
と
い

け
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
工
事
、
修
繕
・
普
請
は
役
人
村
と
い
わ
れ

る
五
か
村
、
天
部
、
六
条
、
川
崎
、
蓮
台
野
、
北
小
路
が
全
て
費
用

を
持
ち
、
人
手
を
出
し
て
給
料
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
土
手
の
整
備

を
す
る
と
い
う
御
役
目
に
つ
い
て
い
ま
す
。
⑧
の
「
役
人
村
五
カ
村

が
西
土
手
刑
場
の
普
請
を
行
な
う
。」
と
い
う
享
保
の
史
料
で
は
、

ど
こ
の
村
が
修
繕
に
何
人
の
人
足
を
出
し
た
か
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
は
北
小
路
は
な
ぜ
か
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
蓮
台
野
は

あ
る
の
で
す
が
。
や
は
り
、
枝
村
と
い
う
の
は
同
じ
役
人
村
と
呼
ば

れ
て
い
て
も
、
六
条
村
の
手
下
の
よ
う
に
つ
か
わ
れ
て
い
た
の
で
は
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な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
北
小
路
村
も
蓮
台
野
村
も
そ
う
い

う
こ
と
に
黙
っ
て
お
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
史
料
の
⑨
を
み
て
く
だ

さ
い
。「
蓮
台
野
・
北
小
路
村
、
夫
代
銀
の
割
増
し
を
六
条
村
に
要

求
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
同
じ
役
人
村
で
も
本
村
の
下
、
枝
村
と
い

わ
れ
た
二
か
村
が
、
平
等
に
し
て
く
れ
と
い
う
要
求
を
出
す
よ
う
に

な
り
ま
す
。
享
保
の
改
革
の
頃
で
す
。
こ
の
改
革
は
、
幕
府
が
こ
れ

ま
で
の
や
り
方
で
は
幕
府
政
治
が
う
ま
く
い
か
な
い
、
改
革
を
し
な

い
と
い
け
な
い
と
い
い
だ
し
た
始
ま
り
で
す
。
そ
の
一
つ
に
、
身
分

を
引
き
締
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
始
め
ま
す
。
そ
の
次
の
寛

政
の
改
革
、
幕
末
の
天
保
の
改
革
、
そ
の
三
つ
の
改
革
を
経
て
、
最

後
の
天
保
の
改
革
の
と
き
に
非
常
に
身
分
差
別
を
強
め
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
の
始
ま
り
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
蓮
台

野
村
と
北
小
路
村
は
我
々
も
収
入
を
同
じ
様
に
し
て
く
れ
と
い
っ
て

い
ま
す
。
な
か
な
か
、
す
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
滋
賀

県
や
あ
ち
こ
ち
の
地
域
の
人
々
が
牢
屋
敷
外
番
役
を
す
る
か
わ
り
に

お
金
を
出
し
、
そ
れ
を
み
な
天
部
村
や
六
条
村
が
も
ら
っ
て
い
る
。

我
々
に
も
そ
れ
を
ま
わ
し
て
ほ
し
い
と
、
享
保
一
八
年
に
蓮
台
野
村

と
北
小
路
村
が
東
役
所
に
願
い
出
ま
し
た
。
天
部
村
の
人
に
仲
裁
に

は
い
っ
て
も
ら
っ
た
の
に
、
六
条
村
は
何
も
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
結

局
は
蓮
台
野
村
や
北
小
路
村
の
平
等
に
し
て
く
れ
と
い
う
要
求
は
こ

の
時
点
で
は
通
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
幕
府
全
体
と
し
て
は
史

料
⑩
の
寛
政
の
頃
に
な
る
と
身
分
差
別
が
強
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
史
料
⑩
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
断
罪
役
を
務
め
る

時
や
、
年
頭
、
八は

っ
さ
く朔
に
年
寄
た
ち
が
役
所
に
で
か
け
る
時
は
帯
刀
し

て
い
ま
し
た
が
、
役
人
と
紛
ら
わ
し
く
な
る
の
で
刀
は
一
本
だ
け
に

し
ろ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
刀
を
つ
け

て
役
目
に
つ
い
て
き
た
と
い
っ
て
も
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た

と
い
う
史
料
で
す
。
江
戸
時
代
も
半
ば
を
過
ぎ
て
く
る
と
御
役
目
の

関
係
で
も
差
別
が
強
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
状
態
で
し
た
。

　
「
四
、
村
の
生
活
」

　

で
は
、
北
小
路
村
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
生
活
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
と
い
う
と
、
あ
ま
り
史
料
が
な
い
の
で
わ
か
な
い
の
で
す
が
、

『
京
都
の
部
落
史
』
に
載
っ
て
い
る
史
料
で
は
、
⑪
「
北
小
路
村
教

宣
寺
に
阿
弥
陀
如
来
の
絵
像
が
下
付
さ
れ
る
。」
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
教
宣
寺
の
文
書
で
す
。
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
は
北
小
路

村
の
中
に
惣
道
場
が
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
方ほ

う
べ
ん
ほ
う

便
法
身し
ん

尊そ
ん
ぎ
ょ
う
形
、
こ
れ
は

絵
で
描
い
た
仏
さ
ん
の
姿
な
の
で
す
が
、
仏
の
教
え
を
教
え
る
た
め

に
、
姿
を
み
て
拝
む
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
の
絵
像
が
本
願
寺
か
ら

教
宣
寺
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
木
の
仏
像
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が
惣
道
場
教
宣
寺
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
あ
り
ま
す
。
信
仰
の
対

象
と
し
て
仏
様
を
拝
み
、
仏
様
の
も
と
で
村
の
人
々
が
一
所
懸
命
に

生
活
を
す
る
、
そ
う
い
う
信
仰
と
い
う
の
は
こ
の
時
代
で
は
人
々
の

生
活
の
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
あ
た
り
前
の
村
の
生
活
の

あ
り
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
常
の
生
活
で
も
、
ど
こ
の

村
と
も
同
じ
様
な
事
が
あ
り
ま
す
。
史
料
⑫
「
北
小
路
村
に
出
入
り

の
商
人
、
質
入
れ
の
仲
介
を
す
る
。」
で
す
。
村
の
人
た
ち
が
質
入

を
し
た
と
き
の
騒
動
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
質
入
す
る
と
い

う
こ
と
は
ど
こ
で
も
や
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
鎖
国
を
し
て

い
た
の
で
、
何
か
に
つ
け
て
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
経
済

で
も
金
融
で
も
日
本
な
り
の
発
展
の
仕
方
を
し
て
い
ま
す
。
北
小
路

村
で
も
、
大
将
軍
村
か
ら
来
て
い
る
木
屋
平
兵
衛
さ
ん
を
間
に
入
れ

て
、
北
野
西
小
路
の
鍵
屋
さ
ん
に
質
物
を
置
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
村
の
中
だ
け
で
な
く
て
大
将
軍
や
北
野
な
ど
と
の
経
済
的

な
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
年
号
は
享
保
一

四
年
、
江
戸
時
代
の
中
期
で
す
。
質
物
に
つ
い
て
取
調
べ
が
お
こ
な

わ
れ
た
の
で
す
が
、
北
小
路
村
の
年
寄
は
紛
ら
わ
し
い
質
物
は
あ
り

ま
せ
ん
、
身
元
の
ハ
ッ
キ
リ
し
た
も
の
を
質
に
い
れ
て
い
る
だ
け
で

す
と
い
っ
て
い
る
口
上
書
で
す
。
お
そ
ら
く
役
目
以
外
の
日
常
生
活

で
は
、
あ
た
り
前
の
普
通
の
生
活
で
、
近
隣
の
人
た
ち
と
野
菜
の
売

り
買
い
な
ど
の
つ
き
あ
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
「
お
わ
り
に
」
に
入
り
ま
す
。
後
々
の
史
料
に
な
り

ま
す
が
、
こ
の
村
の
仕
事
に
つ
い
て
か
か
れ
て
い
ま
す
。
明
治
一
九

年
の
調
べ
で
す
。
靴
、
雪
踏
、
下
駄
の
表
を
編
む
仕
事
に
つ
い
て
い

ま
し
た
。
少
し
生
活
程
度
の
低
い
人
た
ち
は
、
雪
駄
や
下
駄
直
し
の

仕
事
を
し
、
藁
で
物
を
つ
く
る
と
こ
ろ
に
雇
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
も
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
つ
い
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
北
小
路
村
の
普
通
の
生
活
だ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
村
の
人
た
ち
が
特
に
経
済
的
に
苦
労
を
す
る
と
い
う
の

は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。



11

北小路村の物語
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北小路村の物語
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北小路村の物語
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壬
生
地
区
に
お
け
る
「
同
和
問
題
」
の

　
形
成
過
程
と
同
和
対
策
事
業
の
特
徴

　
― 

北
小
路
の
一
世
紀
（
一
〇
〇
年
）
を
考
え
る 

―

山
本　

崇
記
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現
在
い
ろ
ん
な
機
関
で
研
究
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、普

段
は
京
都
駅
の
近
く
の
崇
仁
地
区
と
東
九
条
地
域
で
活
動
し
て
い
ま

す
。こ
こ
は
隣
保
館
か
ら
中
京
い
き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
と
い
う

名
前
に
昨
年
四
月
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
在
日
の
方
が
多
く
住

ん
で
お
ら
れ
る
東
九
条
地
域
で
も
隣
保
事
業
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、同
じ
よ
う
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
ま

ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
、
住
民
運
動
の
中
か
ら
多
文
化
共
生
の
事
業

を
し
て
い
こ
う
と
、先
ほ
ど
司
会
か
ら
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
「
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
サ
ロ
ン
通
信
」を
作
る
取
組
み
を
昨
年
度
か
ら
し
て
い
ま
す
。

　

今
日
の
報
告
は
、
京
都
市
の
隣
保
事
業
の
廃
止
と
い
う
こ
と
が
ど

う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
評
価
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

地
区
の
事
業
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
現
代
的
な
議
論
を

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。ま
ず
、同
和
行
政
と
い
う
の
は
、

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
と
い
わ
れ
る
特
別
対
策
に
収
斂
す
る
も

の
、
そ
れ
だ
け
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
戦
前
か
ら
同
和

対
策
事
業
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
り
融
和
事
業
と
い
う
言
葉
で
あ
っ

た
り
、
い
ろ
ん
な
事
業
が
こ
の
北
小
路
を
含
め
て
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
広
い
意
味
で
の
同
和
対
策
事
業
が
近
代
に
な
っ
て
ス
タ
ー
ト
し

て
い
っ
た
背
景
、
あ
る
い
は
そ
の
変
遷
を
遡
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。特
別
措
置
法
が
一
九
六
九
年
に
制
定
さ
れ
ま
す
が
、そ
れ

ま
で
に
こ
の
北
小
路
で
同
和
行
政
が
ど
の
よ
う
に
展
開
が
な
さ
れ
て

き
た
の
か
を
ま
ず
知
る
こ
と
が
、
そ
の
評
価
の
際
に
必
要
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

タ
イ
ト
ル
の
副
題
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
明
治
か
ら
特
措
法
ま
で

約
一
〇
〇
年
あ
り
ま
す
。
一
八
六
八
年
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
で

す
。北
小
路
の
一
世
紀
を
考
え
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。私
の

問
題
意
識
か
ら
話
を
始
め
ま
す
。
近
世
の
御
役
目
を
担
う
村
が
五
つ

あ
り
ま
し
て
、
天
部
村
、
六
条
村
、
川
崎
村
、
蓮
台
野
村
と
共
に
こ

の
北
小
路
村
も
由
緒
あ
る
村
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、

近
代
史
の
研
究
の
な
か
で
は
、
そ
の
成
果
が
少
な
い
と
い
う
印
象
が

あ
り
ま
す
。
歴
史
が
あ
る
わ
り
に
は
研
究
が
余
り
な
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
が
意
外
で
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
廃
止
さ

れ
て
中
京
い
き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、

こ
こ
は
部
落
解
放
団
体
が
指
定
管
理
者
に
な
っ
て
い
る
セ
ン
タ
ー
と

し
て
も
あ
る
わ
け
で
、
特
徴
の
あ
る
地
域
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

私
が
こ
の
西
三
条
に
関
わ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
部
落
解
放

同
盟
の
西
三
条
支
部
で
活
動
さ
れ
て
き
た
山
本
栄
子
さ
ん
と
い
う
方

の
聞
き
取
り
作
業
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
本
に
ま
と
め
る
作
業
を
二

年
前
く
ら
い
か
ら
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の
壬
生
地
区
を
広
く
と

ら
え
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
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壬生地区における「同和問題」の形成過程と同和対策事業の特徴

　

先
行
研
究
と
し
て
は
、教
宣
寺
に
大
量
の
文
書
が
あ
り
ま
し
て
、そ

の
複
写
版
が
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。
そ

の
資
料
を
つ
か
っ
た
北
小
路
村
の
形
成
が
、『
京
都
の
部
落
史
２ 

近

現
代
編
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
は
あ
ま
り
展
開
が

あ
り
ま
せ
ん
。
米
騒
動
で
も
非
常
に
大
き
な
騒
動
が
こ
の
地
域
で
起

こ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
紹
介
は
さ
れ
て
い
ま
す
が
あ
ま
り
つ
っ
こ

ん
だ
研
究
が
な
く
、
ま
た
、
島
津
製
作
所
と
か
阪
急
西
院
駅
沿
線
の

工
事
に
関
連
し
て
等
、
こ
の
地
域
の
開
発
と
壬
生
地
域
と
の
関
係
も

あ
ま
り
つ
っ
こ
ん
だ
研
究
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
押
さ

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
前
近
代
だ
け
で
な
く
、
明
治

以
降
、
こ
の
地
域
は
八
大
不
良
住
宅
地
区
と
い
わ
れ
た
東
三
条
、
養

正
、
楽
只
、
崇
仁
、
錦
林
、
竹
田
、
深
草
と
並
ぶ
対
象
地
域
で
す
。

い
ろ
ん
な
事
業
が
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
し
、
取
組
み
が
な
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
壬
生
地
域
に
お
け
る
同
和
問
題
の
形
成
過
程
や
同

和
対
策
事
業
の
特
徴
を
と
ら
え
る
よ
う
な
研
究
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ

と
し
て
貢
献
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
２
に
入
り
ま
す
。
写
真
を
み
な
が
ら
お
話
し
し
ま

す
。
地
図
１
は
明
治
の
頃
の
北
小
路
、
新
建
町
の
地
図
で
す
。
京
都

府
立
総
合
資
料
館
の
所
蔵
で
す
。
年
代
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
西
ノ
京
を
メ
イ
ン
と
し
た
地
図
で
す
。
壬
生
地
区

は
、
下
合
町
と
か
中
合
町
と
か
南
原
町
と
い
っ
た
い
ろ
ん
な
町
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

も
と
も
と
は
北
小
路
村
だ
け
で
し
た
。
そ
こ
に
新
し
く
建
て
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
新
建
町
が
で
き
ま
す
。
こ
の
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
の

あ
る
場
所
で
す
。
北
小
路
と
新
建
の
間
の
通
り
が
か
つ
て
の
メ
イ
ン

の
通
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
教
宣
寺
の
住
職
の
山
本
和
了
さ
ん
に

お
聞
き
す
る
と
、
こ
こ
の
土
手
で
遊
ん
で
い
た
と
か
土
手
の
上
に
新

建
が
あ
っ
て
住
居
が
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
て
、
明
治
の
頃
は
新
建

の
前
の
通
り
が
大
き
い
通
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。同
じ
村
で
す
が
、お

土
居
の
内
に
北
小
路
が
出
来
て
い
て
、
外
に
新
建
が
で
き
た
と
い
う

特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
。
地
図
２
は
大
正
一
四
年
の
地
図
で
す
。
北

小
路
と
新
建
が
あ
り
ま
す
。
嵐
電
が
走
っ
て
い
ま
す
が
市
電
は
ま
だ

走
っ
て
い
ま
せ
ん
。
西
大
路
通
り
が
見
え
ま
せ
ん
。
畑
が
広
が
っ
て

い
る
風
景
で
す
。
島
津
製
作
所
は
こ
ち
ら
に
移
っ
て
き
て
い
ま
す
。

生
活
の
中
で
一
番
よ
く
使
う
大
き
な
通
り
は
先
ほ
ど
の
北
小
路
と
新

建
の
間
の
通
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
続
い
て
昭
和
四
年
の
地
図
で

す
。
建
物
が
増
え
て
き
て
西
大
路
通
り
が
出
来
て
い
ま
す
。
市
電
が

通
っ
て
、
こ
ち
ら
が
幹
線
道
路
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
ち
の
風

景
が
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
一
一
年
の
地
図
４
で
は
、
新
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建
の
と
こ
ろ
に
建
物
が
増
え
て
い
ま
す
。
市
の
建
物
で
す
。
こ
れ
は

隣
保
館
や
浴
場
で
す
。
北
小
路
の
中
で
も
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
次

は
、
西
三
条
に
託
児
所
が
で
き
た
時
の
京
都
府
社
会
課
の
設
計
図
で

す
。
大
正
一
二
年
に
最
初
に
託
児
所
が
で
き
、
次
に
家
事
見
習
い
所

が
で
き
ま
す
。
室
戸
台
風
で
被
害
を
受
け
て
再
建
さ
れ
る
と
き
に
隣

保
館
と
し
て
統
一
し
て
運
営
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
頌
徳
浴
場
と

あ
り
ま
す
。
頌
徳
会
と
い
う
青
年
会
が
一
九
二
一
年（
大
正
一
〇
）、

米
騒
動
の
あ
と
に
結
成
さ
れ
て
、
公
設
の
浴
場
な
の
で
す
が
、
頌
徳

会
が
運
営
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
で
き
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
も
ど
り
ま
す
。
２
頁
で
す
。
明
治
以
降
、
北
小
路
は

朱
雀
野
村
と
い
う
村
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
市
町
村
制
が
施
行
さ

れ
、
朱
雀
野
村
は
壬
生
と
西
京
と
聚
楽
廻
と
北
小
路
と
い
う
四
つ
の

小
字
か
ら
な
る
村
で
し
た
。
京
都
市
に
編
入
さ
れ
る
の
は
も
う
少
し

あ
と
な
の
で
、こ
こ
で
は
京
都
府
葛
野
郡
で
し
た
。朱
雀
野
村
の
な
か

に
北
小
路
と
い
う
小
さ
な
村
が
あ
っ
た
と
い
う
時
代
で
す
。
明
治
一

〇
年
代
に
次
の
よ
う
な
新
聞
記
事
が
あ
り
ま
す
。「
入
札
人
の
心
得
」

と
し
て
「
葛
野
郡
西
京
小
泉
伊
兵
衛
長
靴
請
負
人
は
同
村
坂
本
與
三

松
両
方
の
請
負
職
工
」
と
記
事
に
あ
り
ま
す
。
明
治
一
〇
年
代
に
靴

の
請
負
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
記
事
に
出
て

く
る
坂
本
さ
ん
と
い
う
の
は
、
教
宣
寺
の
檀
家
総
代
で
す
。
地
元
の

資
産
家
と
い
う
こ
と
で
す
。「
出
願
の
協
議
」
と
い
う
記
事
で
は
「
新

平
民
と
称
し
普
通
平
民
と
区
別
を
立
つ
る
も
の
あ
る
は
如
何
に
も
我

ら
を
軽
蔑
す
る
こ
と
な
れ
ば
必
ら
ず
此
習
慣
を
洗
流
し
て
以
来
新
平

民
な
ど
と
呼
称
す
る
も
の
な
き
よ
う
取
締
ら
れ
ん
こ
と
を
其
筋
へ
出

願
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
。
明
治
四
年
に
新
政
府
は
太
政
官
布
告
を
だ

し
て
「
穢
多
非
人
」
と
い
う
賤
称
語
や
身
分
制
度
を
な
く
そ
う
と
す

る
の
で
す
が
、「
新
平
民
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
差
別
化
を
は
か
る

と
い
う
こ
と
が
続
い
て
い
く
様
子
が
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）

の
こ
の
記
事
で
わ
か
り
ま
す
。
新
た
な
形
で
差
別
が
残
っ
て
い
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
記
事
で
す
。
そ
の
次
の
記
事
は
「
製
化
場
」
と
あ
り

ま
す
が
、
西
京
に
共
同
屠
牛
場
が
あ
っ
て
、
食
肉
に
使
え
な
い
部
分

を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
製
品
を
作
っ
て
い
く
化
製
場
が
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
地
域
の
中
で
、
ど
の
く
ら
い
屠
殺
が
さ
れ
て
い
た
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
次
の
記
事
は
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
の
記

事
で
、経
済
状
況
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
洛
西
葛
野
郡
朱
雀

野
村
字
北
小
路
は
新
平
民
部
落
に
し
て
随
分
貧
民
の
多
き
所
な
る
が

目
下
虎
列
拉
病
蔓
延
の
折
柄
有
志
者
中
該
部
落
を
危
険
に
思
ふ
も
の

多
く
（
中
略
）
該
部
落
に
出
張
し
て
説
諭
を
加
え
た
（
中
略
）
村
長

以
下
役
場
員
一
同
が
同
部
落
の
某
寺
院
に
出
張
し
」
と
あ
り
ま
す
。

教
宣
寺
に
朱
雀
野
村
の
村
長
が
来
て
衛
生
意
識
を
訴
え
る
よ
う
な
取
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組
み
を
一
八
九
〇
年
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ

ら
に
経
済
状
況
を
み
る
と
、
そ
の
三
年
後
の
『
町
村
会
決
議
書
』
に

税
金
の
納
め
具
合
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
殊
に
北
小
路
部

落
の
如
き
は
み
な
不
納
」
と
い
う
よ
う
に
厳
し
い
状
況
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
明
治
二
七
年
に
村
長
が
郡
に
出
し
た
書
類
か
ら
わ
か
り
ま

す
。
次
の「
新
平
民
部
落
の
天
然
痘
」と
い
う
記
事
で
は「
葛
野
郡
朱

雀
野
村
西
京
字
北
小
路
の
新
平
民
部
落
は
去
る
十
五
日
以
来
昨
日
ま

で
に
七
人
の
天
然
痘
患
者
を
生
じ
た
る
に
何
分
新
平
民
の
事
と
て
隔

離
法
予
防
法
の
方
法
も
十
分
に
行
わ
れ
ず
他
に
伝
染
の
勢
な
る
を
以

て
府
庁
に
於
て
も
大
に
注
意
し
即
日
属
官
を
派
出
し
」
と
書
か
れ
て

い
る
く
ら
い
天
然
痘
が
は
や
っ
た
時
期
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
の
明
治
二
八
年
の
『
村
会
綴
』
で
は
税
金
の
未
納
者
が
非
常
に
多

く
、
四
つ
の
村
の
う
ち
、
北
小
路
が
全
体
の
五
五
％
を
占
め
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
経
済
的
に
厳
し
い
状
況
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
４
頁
に
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
「
一
層
不
納
員
を
増
し
徴
収

上
大
い
に
困
難
を
来
し
た
り
其
原
因
は
漸
次
戸
数
の
増
加
に
伴
い
細

民
の
移
住
せ
し
に
依
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
市
内
の
貧
し
い
人
た
ち

が
朱
雀
野
村
に
も
新
た
に
入
っ
て
き
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

新
聞
記
事
で
も
「
京
都
府
葛
野
郡
東
塩
小
路
村
、
八
条
村
、
西
九
条

村
、
朱
雀
村
、
中
堂
寺
村
等
は
孰
れ
も
市
街
接
近
地
な
る
が
近
来
市

内
に
て
は
借
家
の
公
費
負
担
重
く
な
り
し
を
以
て
以
上
諸
村
の
借
家

に
移
住
す
る
も
の
多
く
為
め
に
細
民
増
加
し
随
っ
て
公
費
徴
収
上
の

困
難
を
来
せ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
当
時
の
人
口
と
戸
数
を
４
頁
に
あ

げ
て
い
ま
す
。
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
に
は
一
〇
五
戸
、
四
八

三
人
が
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
に
は
一
四
二
戸
、
七
八
二
人
と

増
え
て
い
ま
す
。
尚
、
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
）
に
は
、
朱
雀
野

村
一
四
二
七
戸
、
五
八
三
〇
人
の
う
ち
一
〇
％
が
北
小
路
の
住
民
で

占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
九
〇
〇
年
代
に
入
り
い
ろ
い
ろ
な
取
組
み

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
の
は
、
夜
学
が
開
始
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。
一
九
〇
八
年
に
、
教
宣
寺
の
副
住
職
の
廣
岡
聚
さ
ん
を

教
師
に
し
て
夜
学
を
始
め
て
い
ま
す
。
発
起
人
は
、
新
聞
記
事
で
は

小
西
勘
次
郎
と
あ
り
ま
す
が
こ
れ
は
「
勘
三
郎
」
の
間
違
い
だ
と
思

い
ま
す
。
檀
家
総
代
で
町
の
有
力
者
の
一
人
で
し
た
。
ま
た
面
白
い

の
は
、
村
営
の
お
風
呂
屋
さ
ん
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
主

体
的
な
取
り
組
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
一
九

一
七
年
（
大
正
六
）
に
は
青
年
会
が
で
き
て
い
ま
す
。
青
年
会
長
が

上
村
三
之
助
さ
ん
と
小
西
寛
三
さ
ん
で
す
。

　

大
正
六
年
の
『
決
議
書
綴
』
と
い
う
書
類
に
よ
り
ま
す
と
、
家
屋

税
の
滞
納
者
一
四
件
の
う
ち
一
二
件
が
北
小
路
村
住
民
で
占
め
ら
れ

て
い
て
全
体
の
額
の
四
割
弱
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
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ほ
ど
五
五
％
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
二
〇
年
た
っ
て
も
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
状
況
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
正
七
年
に
い
よ
い
よ
朱
雀
野
村
は
京
都
市
に
編
入
さ
れ
、
そ
の

年
に
米
騒
動
が
起
こ
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
５
頁
の
「
米
騒
動
か
ら
水

平
社
結
成
に
至
る
ま
で
」
に
入
り
ま
す
。

　

大
正
六
年
の
村
会
会
議
録
に
よ
り
ま
す
と
、「
阪
本
與
四
郎
」
さ
ん

と
い
う
村
会
議
員
が
お
ら
れ
て
、
こ
の
方
は
北
小
路
の
方
で
、
京
都

市
に
編
入
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
公
平
に
税
金
を
賦
課
し
て
ほ
し
い
と

い
う
こ
と
を
議
会
の
な
か
で
発
言
し
て
い
ま
す
。
朱
雀
野
村
に
村
議

会
が
あ
っ
て
村
の
運
営
を
し
て
い
く
の
で
す
が
、
北
小
路
の
方
が
村

会
議
員
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
で
す
。

　

ロ
シ
ア
革
命
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、「
細
民
地
区
」、「
貧
民
地

区
」
と
い
わ
れ
た
地
域
を
中
心
に
米
の
値
段
が
高
く
な
り
ま
す
。
軍

隊
に
米
を
供
出
し
て
い
く
こ
と
を
理
由
に
米
の
値
段
を
吊
り
上
げ
る

と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
米
騒
動
が
一
九
一
八
年
八
月
に
起
こ
り

ま
す
。
そ
の
経
過
を
５
頁
か
ら
６
頁
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
西
三
条

の
米
騒
動
は
激
し
か
っ
た
よ
う
で
、
軍
隊
が
出
動
し
ま
す
。
三
一
人

の
方
が
捕
ま
っ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
か
な
り
の
数
で

す
。
市
内
で
二
番
目
の
数
で
す
。
新
聞
記
事
の
タ
イ
ト
ル
を
み
る
だ

け
で
も
状
況
や
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
主
に
夜
学
に
集
っ
て
、
米
屋

に
押
し
入
っ
て
い
ま
す
。
千
本
倉
庫
が
千
本
三
条
に
あ
っ
て
、
そ
れ

を
管
理
し
て
い
た
千
本
組
、「
堅
気
や
く
ざ
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、

仲
仕
の
親
分
が
い
て
そ
こ
の
子
分
と
激
し
い
衝
突
を
し
て
い
ま
す
。

警
察
も
や
く
ざ
を
鎮
圧
の
た
め
に
利
用
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
５
頁
に
「
千
本
倉
庫
を
襲
撃
―
仲
仕
応
戦
せ
し
も
逃
走

す
」「
戦
場
の
如
き
大
乱
闘
―
西
陣
署
部
内
暴
状
最
も
甚
し
」
と
い
う

新
聞
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
く
ら
い
激
し
い
闘
争
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
６
頁
に
は
、「
西
三
条
の
民
衆
は
今
回
の
騒
擾
事
件
に

軽
挙
妄
動
せ
し
を
悔
ぬ
同
地
方
の
有
力
者
は
堀
川
署
に
出
頭
し
再
び

斯
く
の
如
き
不
穏
の
挙
動
に
出
で
ざ
る
様
取
締
る
べ
き
旨
申
出
で
た

り
」
と
反
省
し
て
い
る
と
の
記
事
が
で
て
い
ま
す
。
ま
た
、
署
長
が

教
宣
寺
に
行
っ
て
、
講
演
し
て
諭
す
と
い
う
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
、「
西
陣
極
貧
者
調
査
―
飢
餓
に
泣
く
千
五
百
名
の
貧

民
」
と
い
う
記
事
に
「
三
条
北
小
路
町
、
千
本
頭
野
口
町
は
昨
今
の

米
高
に
そ
の
生
活
状
態
惨
憺
た
る
も
の
あ
り
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、

米
騒
動
が
起
こ
る
だ
け
の
背
景
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
多
く
の
逮
捕
者
が
で
て
い
て
三
一
名
の
公
判
の
記
事
も
あ
り
ま

す
。
戦
前
の
被
差
別
部
落
に
お
け
る
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
た
事
件
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
さ
き
ほ
ど
西
三
条

は
小
さ
な
部
落
で
研
究
が
少
な
い
と
い
い
ま
し
た
が
、
非
常
に
大
き
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な
事
件
を
起
こ
し
て
京
都
市
、
国
に
危
機
感
を
与
え
た
地
域
だ
っ
た

と
い
え
ま
す
。コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
夜
学
場
や
教
宣
寺
を
経
由
し

て
い
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
で
す
。
そ
の
後
、危
機
感
を
も
っ
て

京
都
市
や
府
が
社
会
事
業
を
始
め
て
い
き
ま
す
。
６
頁
の
最
後
に
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
米
騒
動
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、コ
レ
ラ
の
患
者
が
発

生
す
る
と
い
っ
た
記
事
が
で
た
り
し
て
い
ま
す
。
自
主
的
な
動
き
と

し
て
は
、地
元
の
青
年
団
の
発
会
式
の
記
事
が
一
九
二
一
年
（
大
正
一

〇
）
五
月
に
で
て
い
ま
す
。「
西
三
条
に
於
て
は
従
前
頌
徳
青
年
団
の

組
織
さ
れ
居
た
る
も
先
年
勃
発
し
た
る
米
騒
動
の
為
に
解
散
し
そ
の

ま
ま
今
日
に
及
び
た
る
が
同
方
面
の
有
志
者
は
之
を
遺
憾
と
し
種
々

奔
走
す
る
所
あ
り
市
の
五
島
社
会
課
長
、
巌
西
連
合
青
年
団
理
事
、

府
社
会
課
公
同
主
事
、
松
山
西
陣
警
察
署
長
等
も
又
之
に
協
力
し
西

三
条
青
年
団
を
組
織
し
七
日
午
前
九
時
よ
り
之
が
発
会
式
を
挙
行
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
米
騒
動
か
ら
四
年
後
に
水
平
社
が
で
き
ま
す
。

北
小
路
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
役
員
が
二
名
、
同
人
が

三
〇
名
で
結
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
米
騒
動
で
懲
役
を
く
ら
っ
た
伊
藤

捨
吉
さ
ん
と
梅
村
幸
三
郎
と
い
う
人
が
い
る
の
で
す
が
、
一
文
字
違

い
で
伊
藤
「
末
」
吉
、
梅
村
「
富
」
三
郎
と
い
う
人
が
役
員
に
い
ま

す
。
も
し
か
し
た
ら
、
米
騒
動
で
逮
捕
さ
れ
た
人
が
水
平
社
の
役
員

に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
確
証
が
あ
り
ま
せ
ん
が
。

た
だ
、
小
西
寛
三
さ
ん
は
米
騒
動
で
も
罰
金
に
処
せ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
後
に
で
き
た
青
年
団
の
副
会
長
に
な
っ
て
い
て
、
浴
場
を

設
置
し
た
と
き
に
は
尽
力
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
記
事
に
で
て
き
て

い
ま
す
。
頌
徳
の
浴
場
が
で
き
た
の
が
一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
）

二
月
一
日
で
す
。
そ
の
一
ヶ
月
後
の
三
月
一
日
に
西
三
条
の
水
平
社

が
出
来
て
い
ま
す
。
水
平
社
の
演
説
会
が
教
宣
寺
で
行
な
わ
れ
て
い

て
、
一
方
で
青
年
団
の
拠
点
も
こ
の
浴
場
と
教
宣
寺
で
す
。
そ
の
辺

の
関
係
は
詳
し
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
水
平
社
の
活
動
は

め
だ
た
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。『
水
平
運
動
史
の
研
究
』
に
「
東

七
条
の
大
部
落
を
始
め
、
出
雲
、
北
小
路
の
各
部
落
は
今
尚
反
水
平

社
態
度
を
変
せ
ず
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
正
し

い
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
水
平
社
が
少
な
か
ら
ず
の
組
織
率
を
も
っ

て
北
小
路
に
存
在
し
た
の
は
確
か
で
す
が
、
ど
こ
ま
で
活
動
が
続
い

た
か
は
、
田
中
や
崇
仁
に
比
べ
る
と
資
料
が
少
な
く
て
ま
だ
追
究
で

き
て
い
ま
せ
ん
。
一
九
二
三
年
か
ら
二
五
年
く
ら
い
ま
で
の
活
動
状

況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
資
料
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
は
見
え
な

く
な
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
教
宣
寺
の
住
職
に
よ
る
と
、
さ

い
び
青
年
団
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
一

九
三
〇
年
代
に
運
動
会
を
し
た
り
し
て
い
た
と
い
っ
て
お
ら
れ
た
の

で
、
そ
れ
が
頌
徳
会
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
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せ
ん
が
、
水
平
社
の
記
憶
よ
り
青
年
団
の
記
憶
の
ほ
う
が
昭
和
初
期

に
は
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
察
し
ま
し
た
。

　

京
都
市
が
米
騒
動
後
に
危
機
感
を
も
っ
て
社
会
事
業
を
展
開
し
て

い
き
ま
す
。
社
会
課
と
い
う
部
署
を
新
た
に
つ
く
っ
て
、
戦
後
の
民

生
局
の
前
身
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
事
業
を
展
開
し
ま
す
。
７
頁
以

降
に
記
述
し
て
い
ま
す
。
西
三
条
で
の
社
会
事
業
は
託
児
所
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。大
正
一
二
年
で
す
。浴
場
は
大
正
一
二
年
二
月

一
日
に
出
来
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
託
児
所
と
家
事
見
習
い
所
が
で
き

て
、
事
業
概
要
に
は
各
年
度
の
実
績
が
載
っ
て
い
ま
す
。
隣
保
館
に

な
っ
た
の
は
い
つ
か
と
い
い
ま
す
と
、『
京
都
市
社
会
事
業
要
覧
』
昭

和
一
一
年
版
に
よ
り
ま
す
と
、「
本
市
の
経
営
す
る
隣
保
館
は
東
七
条

及
び
改
進
の
二
館
な
り
し
も
昭
和
一
一
年
度
よ
り
従
来
隣
保
館
と
し

て
の
機
能
を
果
せ
し
託
児
所
及
家
事
見
習
所
を
統
一
し
隣
保
館
と
し

て
経
営
す
る
に
至
れ
り
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
託
児
所
、浴
場
、家

事
見
習
所
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
い
き
、
そ
れ
が
隣
保
館
と
い
う

形
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
昭
和
一
一
年
で
す
。
こ
の
要
覧
に
は
隣

保
館
で
な
さ
れ
て
い
た
事
業
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
修
養
自

治
施
設
事
業
、
教
育
的
施
設
事
業
、
経
済
的
施
設
事
業
、
保
健
衛
生

並
児
童
保
護
施
設
事
業
、
相
談
施
設
事
業
、
慰
安
娯
楽
施
設
事
業
、

調
査
研
究
、
会
館
施
設
で
す
。
こ
れ
を
み
て
思
っ
た
の
は
、
地
域
の

自
治
や
町
内
会
活
動
を
も
り
あ
げ
て
い
く
、
支
援
し
て
い
く
、
修
養

自
治
施
設
と
し
て
自
治
を
支
援
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
現
在
、
相
談
事
業
が
少
な
く
な
っ
た
か
ら
隣
保
事

業
を
廃
止
す
る
、
同
和
行
政
を
廃
止
し
て
い
く
、
コ
ミ
セ
ン
を
廃
止

し
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
あ
る
の
で
す
が
、
隣
保
館
に
備
わ
っ
て
い

た
機
能
の
中
に
は
住
民
の
主
体
性
、
自
治
を
ど
の
よ
う
に
修
養
し
て

い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

点
が
ど
こ
ま
で
で
き
た
の
か
と
い
う
総
括
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
間
の
同
和
行
政
改
革
の
中
で
大

き
い
違
和
感
を
も
っ
た
点
で
し
た
。
調
査
、
研
究
と
い
う
こ
と
も
書

か
れ
て
い
て
、
実
態
調
査
や
団
体
の
動
向
や
、
新
し
い
取
り
組
み
を

す
る
う
え
で
の
い
ろ
ん
な
知
恵
や
方
法
に
隣
保
館
が
取
り
組
ん
で
い

く
可
能
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
単
に
サ
ー
ク
ル
活
動
、

文
化
教
養
活
動
の
た
め
の
貸
館
で
は
な
く
て
、
社
会
事
業
を
す
る
団

体
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
隣
保
館
活
動
の
初
期
か
ら
存
在
し

た
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
さ
か
の

ぼ
っ
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
検
証
さ
れ
ず
に
改
革

と
い
う
名
の
下
に
隣
保
館
や
コ
ミ
セ
ン
が
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
当
初
か
ら
事
業
範
囲
の
拡
が
り
を
持
っ
て

お
り
、単
に
相
談
活
動
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、い
わ
ゆ
る
セ
ツ
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ル
メ
ン
ト
な
ど
セ
ン
タ
ー
と
し
て
展
開
す
る
と
い
う
可
能
性
を
持
っ

て
い
た
の
が
隣
保
館
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

風
害
記
念
の
隣
保
館
と
し
て
醍
醐
、
向
島
、
横
大
路
、
吉
祥
院
、
上

鳥
羽
、
右
京
（
梅
津
）
と
、
い
わ
ゆ
る
不
良
住
宅
地
区
以
外
に
も
公

設
隣
保
館
が
設
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
で
す
。
今

回
は
あ
ま
り
詳
し
く
は
触
れ
ま
せ
ん
が
、
壬
生
は
在
日
朝
鮮
人
が
多

か
っ
た
地
域
な
の
で
す
が
、
昭
和
一
〇
年
に
は
東
亜
博
愛
会
と
い
う

朝
鮮
人
保
護
の
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
一
六
年
版
の
『
京
都
市
社
会
部
関
係
事
業
要
覧
』
に
、
高
度

国
防
国
家
の
形
成
、
皇
国
日
本
の
真
の
姿
を
顕
現
す
る
た
め
に
同
和

問
題
の
解
決
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
「
同
和
」
と
い

う
表
現
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
文
章
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
融
和
事
業
・
社
会
事
業
か
ら
、
よ
り
部
落
問

題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
同
和
問
題
、
同
和
事
業
と
表
現
を
変

え
、
戦
時
体
制
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
の
一
つ
の
根
拠
に
さ
れ
て
い

き
ま
し
た
。
米
騒
動
か
ら
社
会
事
業
を
展
開
し
、
戦
時
体
制
の
な
か

で
同
和
事
業
、
同
和
問
題
と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
く
流
れ
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
戦
後
、「
解
放
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
、
解
放
セ
ン
タ
ー
や
解
放
教
育
と
使
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
社
会
事
業
が
戦
時
体
制
の
中
で
「
同
和
」
と
表
現
さ
れ

て
き
た
の
は
京
都
市
の
社
会
事
業
も
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
さ
ら

に
事
業
を
展
開
し
部
落
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
そ
の
言
葉
が
選
ば

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
皮
肉
な
部
分
で
も
あ
り
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
隣
保
館　

本
市
の
隣
保
館
は
そ
の
こ

と
ご
と
く
が
、
同
和
事
業
関
係
地
区
に
在
る
関
係
上
、
単
な
る
社
会

事
業
の
一
つ
と
し
て
の
隣
保
事
業
で
は
な
く
」
と
、「
融
和
」
事
業
か

ら
「
同
和
」
事
業
へ
至
る
戦
時
体
制
強
化
の
過
程
で
、
単
な
る
「
隣

保
」
事
業
で
も
な
い
と
い
う
差
異
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

に
同
和
事
業
と
い
う
位
置
付
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
今
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
点
だ
と
思
い
ま
す
。
事
業
と
し
て
は
い

ろ
い
ろ
展
開
し
て
い
た
隣
保
事
業
で
し
た
が
、
そ
れ
が
同
和
地
区
に

収
斂
し
て
い
く
、
ま
た
同
和
事
業
と
し
て
な
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
に
対

し
て
ど
う
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
教
宣
寺
の
住
職
の

山
本
和
了
さ
ん
の
お
父
さ
ん
の
山
本
時
治
郎
さ
ん
と
い
う
方
が
、
市

会
議
員
を
大
正
一
四
年
か
ら
昭
和
四
年
に
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い

発
言
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
13
頁
で
す
。
四
つ
の
発
言
を

あ
げ
て
い
ま
す
。「
細
民
地
区
」に
お
け
る
社
会
事
業
の
あ
り
方
に
つ

い
て
の
発
言
で
は
、「
此
市
の
社
会
的
事
業
と
申
し
ま
す
が
、
或
る
一

定
の
区
域
に
限
定
さ
れ
て
、
そ
れ
が
一
般
市
民
と
は
懸
離
れ
た
感
が
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あ
る
と
云
ふ
い
う
こ
と
は
殊
に
遺
憾
に
存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
…

東
七
条
、
東
三
条
、
西
三
条
、
楽
只
、
田
中
、
鹿
ヶ
谷
に
限
ら
れ
て

居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
等
の
土
地
に
於
け
る
市
の
施
設
事
業

は
孰
れ
も
救
貧
的
で
あ
り
ま
す
…
…
斯
う
し
た
地
区
に
限
ら
ず
七
十

萬
市
民
が
享
楽
し
得
ら
れ
る
施
設
は
一
つ
も
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
一
方
で
「
区
画
整
理
に
伴
ひ
ま
し
て
細
民
地
区
に
於
け
る

住
宅
問
題
程
深
刻
な
問
題
は
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
西
三
条

に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
い
て
、「
西
三
条
の
あ
の
一
画
に
就
き
ま
し

て
も
、
実
際
生
活
上
の
問
題
に
付
き
ま
し
て
も
、
住
宅
の
問
題
に
付

き
ま
し
て
も
行
詰
っ
て
居
る
…
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
」
と
い
う
発
言

も
昭
和
三
年
に
し
て
い
ま
す
。
一
貫
し
て
社
会
政
策
・
社
会
事
業
の

重
要
性
、
必
要
性
を
強
く
主
張
し
た
議
員
で
、
地
元
の
西
三
条
も
含

め
て
地
区
の
問
題
に
も
触
れ
て
い
ま
す
が
、
市
全
般
の
視
点
か
ら
の

発
言
と
い
う
性
格
が
強
い
で
す
。
社
会
課
長
・
部
長
を
つ
と
め
た
漆

葉
見
龍
さ
ん
と
の
交
流
が
窺
が
わ
れ
る
議
会
活
動
で
し
た
。
こ
う
い

う
議
員
が
西
三
条
に
い
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
す
。

（
地
図
５
・
６
、
写
真
１
・
２
の
説
明
は
略
し
ま
す
―
編
集
部
）

　

レ
ジ
ュ
メ
の
15
頁
に
入
り
ま
す
。
戦
前
・
戦
後
の
つ
な
が
り
と
い

う
こ
と
も
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
で
す
が
、
大
き
な
話
に
な
り
ま
す
の

で
今
日
は
省
き
ま
す
。
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
）
に
実
態
調
査
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
16
頁
の
『
㊙
同
和
問
題
資
料
京
都
市
同
和
地
区

生
活
実
態
調
査
統
計
数
表
―
楽
只
・
養
正
・
三
条
・
錦
林
・
壬
生
・

崇
仁
・
竹
田
深
草
地
区
』
で
す
。
壬
生
地
区
は
、
世
帯
が
二
二
四
、

人
口
が
一
一
〇
八
人
、
そ
の
内
朝
鮮
人
が
二
六
二
人
で
す
。
戦
前
で

は
朝
鮮
人
の
世
帯
は
世
帯
数
の
四
九
％
ま
で
達
し
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
時
期
で
も
か
な
り
多
い
で
す
。
こ
の
地
域
は
外
か
ら
入
っ
て
く

る
人
は
少
な
い
で
す
。
本
籍
地
を
こ
の
地
域
に
持
っ
て
い
る
人
が
多

い
で
す
。
崇
仁
や
竹
田
深
草
と
比
べ
る
と
バ
ラ
ッ
ク
の
数
が
少
な
く

て
、
不
良
度
が
他
地
区
に
比
べ
て
低
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

　
（
写
真
３
か
ら
９
の
説
明
は
略
し
ま
す
―
編
集
部
）

　

改
良
住
宅
が
建
て
ら
れ
る
の
が
一
九
六
七
年
・
六
九
年
・
七
〇
年

で
す
。
写
真
10
の
上
の
方
の
写
真
は
昭
和
四
九
年
の
西
大
路
三
条
の

様
子
で
す
。
靴
屋
さ
ん
や
映
画
館
が
見
え
ま
す
。
下
の
写
真
は
平
成

一
一
年
の
西
大
路
三
条
で
市
営
住
宅
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
き

く
ま
ち
の
風
景
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

明
治
か
ら
一
〇
〇
年
、
北
小
路
の
風
景
の
移
り
変
わ
り
や
事
業
の

展
開
の
移
り
変
わ
り
、
そ
こ
で
活
躍
し
た
青
年
や
議
員
や
運
動
団
体

を
大
ま
か
で
す
が
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
同
和
対
策
事
業

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
壬
生
地
区
を
通
し
て
、
考
え
て
頂
く
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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2012 年度部落史講座（主要資料）  
2012 年 6 月 29 日 

中京いきいき市民活動センター 

1 
 

 
山本 崇記1 

1．問題意識から――なぜ壬生地区を取り上げるのか 

【背景】 

a）近世五大部落の一つである北小路村――天部村、六条村、川崎村、蓮台野村――という歴

史の長い地域であるものの、近現代史の研究成果が少ないという意外さ。 
b）近代になると市内最大の朝鮮人集住地域が形成され、戦後は、飛び地に公営住宅が建て

られるなど、「属地属人」に規定されない「当たり前」の拡がりを持ってきた地域でもある。 
c）最近で言えば、コミュニティセンター条例の廃止→中京いきいき市民活動センターへの

転用（千本、吉祥院などを除いて部落解放団体単独の選定）。 
→コミセン廃止時の資料収集は出来ず（2011 年 3 月）。 
d）壬生識字学級の取り組みとある女性のライフヒストリーをまとめる作業（2010～） 
→部落解放運動、行政（教育委員会）などの協力を得ながら進行中。 
 
【先行研究】 

a）近代に入り（特に 1920 年代以降）、八大不良住宅地区（東三条、養正、崇仁、楽只、壬

生、錦林、竹田、深草）であるものの、その歴史が十分に明らかにされていない。『京都の

部落史 2 近現代』（京都部落史研究所、1991 年）では、他の地区と並んで記載されている

ものの、特記されている分量は少ない。特に、「教宣寺文書」とされた資料や聞き取りを活

用し、山本尚友氏によって取り組まれている程度。 
b）「西三条の米騒動」の際に中流層

・ ・ ・

が担い手となった一方で、頌徳青年団から頌徳会の結

成（1921 年）に至り、西三条水平社（1923 年）の結成直後、水国闘争の余波を受け、両者

が対立していくことが指摘されている（『壬生地区の歴史――地域別研修会資料』、年代不

明）。同資料には、島津の三条工場の工事に際して壬生地区の労働者が働いていると指摘さ

れている。 
c）『京都の部落史 1 前近代』（京都部落史研究所、1995 年）では、「東六条御境内エタ屋敷」

（枳殻邸南側下数珠屋町通辺りか？）→「休（給）分源右衛門請合地」（河原町松原上ル）

→「三条通西土手（お土居ぎわ）」（1670 年）に移転と記されている。1085 坪、西土手刑場

の造成のためと推測されている（同 215 頁）。『史料京都の歴史 9 中京区』（平凡社、1985
年）でも「諸式留帳」を参考に北小路村の移転について記載されている（同 455 頁）。 
d）先行研究が少ないのは、歴史は長いが、小規模部落であり、部落解放運動の歴史も浅い

ためか……。ただ、改良事業関係で言えば、西三条は戦前・戦後と地方改善事業や不良住

宅地区改良事業の対象となっている。 
                                                  
1日本学術振興会特別研究員（京都大学）、世界人権問題研究センター嘱託研究員、立命館大学大

学院非常勤講師など。専門は社会学（社会運動・社会問題研究）。 

壬生地区における「同和問題」の形成過程と同和対策事業の特徴 

――北小路の 1 世紀（100 年）を考える―― 
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‣入札人の心得 過般京都府警察本部より署内巡査へ下渡
さげわた

すべき短靴千餘足長靴千余足を成規の通を入

札にて買上ることとせしが右靴請負人は葛野郡西京小泉伊兵衛長靴請負人は同村坂本與三松両方の請

負職工は大阪府西成郡堂西町（舊渡邊村）濱本柳吉なるが何れも製品粗悪にて見本と差違いたるの為め

入札規則に依り現品を却下し身本金を没収せられたりといふ。（『京都滋賀新報』1884 年 7 月 11 日） 

‣出願の協議 京都府下各村の新平民一千餘名が共議し我ら社会□きよ平民籍に編入舊平民否普通平民

と同等同様にして一歩も譲る所なきに世間往々我々社会を目して新平民と称し普通平民と区別を立つる

ものあるは如何にも我らを軽蔑することなれば必らず此習慣を洗流して以来新平民などと称呼するもの

なきよう取締られんことを其筋へ出願せんとて目下相談中なる由実に尤も千万（『自由新聞』1884 年 3
月 30 日） 

‣貧民部落の衛生幻燈会 洛西葛野郡朱雀野村字北小路は新平民
マ

部落
マ

にして随分貧民の多き所なるが目

下虎列拉
こ れ ら

病蔓延の折柄有志者中該部落を危険に思ふもの多く同村長以下役場員も屢々
しばしば

該部落に出張し

て説諭を加えたれども村民等は馬耳東風と聞き流し毫も清潔法を行ふの場合に至らざりき然るに昨廿

六日村長以下役場員一同が同部落の某寺院に出張し幻燈を以て虎列拉病に係る精細なる説明を與へし

かば聴衆四百餘名も大に感動を起し昨日より各戸とも清潔法を行ひ且つ各自申合せて飲食物に注意す

ることとなりたるよし（『日出新聞』1890 年 8 月 28 日） 

‣製化場 京都府下葛野郡西京村なる共同屠牛場内にては今度牛皮及臓腑化製場を設立したりといふ。

（『日出新聞』1887 年 7 月 16 日） 

→壬生地区における「同和問題」の形成過程と同和対策事業の特徴を捉え、市同和行政の

在り様を考える契機としたい。2 

‣問題意識の整理 

① 「エタ」村五ヵ村の一つであり、八大不良住宅地区の一つであるが、研究が僅少。 

② 朝鮮人が市内最大であり、現在でもまた、外国籍住民が多いがその理由は定かでない。3 

③ 解放運動の形成とその推移の原因や背景が明確でない。 

→明治から昭和（戦後初期）までを通観し、戦後同和行政を検証する契機としたい。 
 

2．北小路村（町）／西三条／壬生地区の姿 

2.1 『朱雀野村引継文書』（1889 年［明治 22］年～1918 年［大正 7］）から見る 

（市制町村制施行以前）4 

 

（市制町村制施行以後） 

◎『町村会決議書』（明治 26 年度）［1893］ 

一 村税徴収景況 

                                                  
2 これまで、京都市の同和行政ついて論じたものとして山本（2010a、2010b、2012）など。 
3 朱四校区内にある上大竹町は、町内人口に占める外国籍住民は 25％。市内 5000 町以上あるな

かで、外国籍住民の居住率が 15 番目に高い割合となっている（2010 年度国勢調査調）。 
4 以下の記事に登場する、「坂本與三松」とは、教宣寺の檀家総代である。また、西京村の共同

屠牛場とは、1887 年に下合田に落成した「養源館」と思われる。 
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‣新平民部落の天然痘 京都近在葛野郡朱雀野村西京字北小路の新平民部落は去る十五日以来昨日まで

に七人の天然痘患者を生じたるに何分新平民の事とて隔離法予防法の方法も十分に行われず他に伝染

の勢なるを以て府庁に於ても大に注意し即日属官を派出し予防方法を村役場員等に示したり仝部落は

総戸数120戸もあり他に伝染するの恐れあれば之を防ぐ為め同部落の小学生徒には登校を差止め三十年

以下の人民には臨時種痘を行ひたり漸く一時に多くの患者を生ぜし原因は柳原荘の新平部落の仝患者

より伝染し追々と伝染するも隠蔽したるより多数の患者を一時に発せしものなるべしと万一此上にて

も尚伝染の勢強さ時は仝部落に対しては遂行遮断を為すに至るべし尤も左る処分をなすときは仝部落

人民の如き労働に従事し居るものは忽ち差支へるを以て相当の手当を給せられるべしと云ふ（『日出新

聞』1893 年 3 月 2 日） 

「村税徴収は前年と同じく不納人多く殊に北小路部落の如きはみな不納と云うも不可なる

のを然るに再三催促するも十分の一位納税するのみにして到底徴収の見込不相立其他部落

の如きも貧困者多く為めに徴収の目途不相立を以て其處理方本会議に提出するに至れり」 
一 衛生に係る件 
「昨年二月より天然痘稍挭□□の□□あり初発より四月八日迄本村字西ノ京小字北小路部

落に於て患者に拾七人を出せり該部落の如きは人家周密不潔の場所に多く之により予防法

施行十分ならさるのみならず隔離法相立たすよって避病室相設け□□□予防率勢所開設充

分予防法厳重に執行セル依て病勢相衰え四月八日に至り病勢消息に趣けり 
明治二七年二月 

提出 村長 村田武長5」  

 

◎『村会綴』（明治 28 年度）［1895］ 

・明治 27 年（1894）度下半期村税未納者張 
戸数割 「北小路戸数割当」43,000 厘 計 78,100 厘 
→他の未納者が個人名であるのにもかかわらず、村単位（「北小路」）での割当名の記載で

あり、朱雀野村の未納者のうち 55％が北小路村となっている。 

 
◎『村会決議議事録』（明治 29 年度）［1896］ 

明治 30 年（1897）度上半季分地方税戸数割賦課額総表 
 一等 二等 三等 四等 一戸平均課額総計 
一戸課額 9275 750 500 250 426 
西京 2 32 16 67 117 
壬生 2 33 25 70 130 
聚楽廻 0 3 28 17 48 
北小路 0 0 20 20 40 
戸数合計 4 68 89 174 335 
賦課額合計 3,710 51,000 44,500 43,500 142,710 

 
◎『村会議事録決議録綴』（明治 22 年度）［1889］ 

                                                  
5 村田武長とは、壬生狂言の指導者でもある人物。 
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‣特殊
マ

部落
マ

の夜学開始 上長者町署所轄内なる北小路町は戸数 140 餘戸、人口 620 餘名あるが従来同署

に於ては屢同町内の重なるものを召喚し矯風に関する件に就き注意する處あり且受持巡査をして毎日

戸口調査を為さしめ土着以外のものにして一定の職なきものは仮借なく放逐したるより目下に至り改

善の実も挙がりつつありて今回同町の小西勘次（三）郎氏発起となり教専
ママ

寺副住職廣岡聚を教師に嘱託

し町費の補助を受ず夜学を開始せんと奔走中なりしが愈来月 1 日頃より開始の筈なりと（『朝日新聞』

1908 年 8 月 6 日） 

‣北小路部落の病気調査 上長者町署にでは一昨日吉村衛生主任の監督の下に朱雀野村北小路部落 132
戸に対し病気調査をなせし結果幸いに異常なかりしも何分貧民部落の事とて一朝病毒の侵犯する際は

取締に困難を来すの恐れあるより同部長は同所にて一場の衛生的訓示をなしたる由（『日出新聞』1908
年 8 月 23 日） 

‣村営湯屋の争い 葛野郡朱雀野村字西の京谷口新次郎外 26名は同村村営湯屋引渡しの訴訟事件につき

て同村寺島美代松、小西勘三郎、橋下小四郎、字壬生の田中伊太郎の四名を相手取り以前村民 100 餘名

の連署出訴したるを同一の訴へを 17 日更に京都地方裁判所へ起せり（『朝日新聞』1912 年 12 月 18 日）

‣青年会長等の功績 葛野郡朱雀野村字西の京小字北小路の青年会長上村三之助（31 年）同副会長小西

寛三（26 年）の両名は従来青年会幹部として公益事業に熱心し殊に公衆衛生に就ては殆んど私事打捨て

東奔西走斯界に功績を著はし来たりしが中にも去る 11 日同村若林みゑの私生児玉枝（6 年）が病状甚だ

疑わしき風聞あるより両人実地を視察し其症状の容易ならぬと認むるや直に附近巡査駐在所に申告し

たれば鎌田検疫医出張検診せしに右は全く痘瘡患者と診断し殊に消毒を行ふに際し吏員に援助したる

等殊勝の至りなりとて府当局に於ては目下表彰の詮議中なりと（『朝日新聞』1917 年 5 月 23 日） 

‣村会決議の苦情 京都府葛野郡東鹽小路村。八条村。西九条村。朱雀村。中堂寺村等は孰れも市街接

近地なるが近来市内にては借家の公費負担重くなりしを以て以上諸村の借家に移住するもの多く為め

に細民増加し随って公費徴収上の困難を来せしにより……（『日出新聞』1888 年 8 月 28 日） 

・明治 36 年（1903）自 1 月至 12 月 朱雀野村事務報告 一 役場事務件数 
――（出来事）2 月 18 日大藪製材所火災 
――（税）「村税徴収は前年より一層不納員を増し徴収上大いに困難を来したり其原因は漸

次戸数の増加に伴い細民の移住せしに依る然れ共追々督促せして以て年度内には豫滞納処

分を経る見込みなるも……」 

 
‣人口／戸数【明治後期から大正中期に至る姿】 

・1886 年（明治 19） 105 戸／483 人 
・1902 年（明治 35） 120 戸／600 人（［京都貧民窟］2113 戸／14000 人、4％） 
・1908 年（明治 41） 140 戸／620 人（［1906 年］朱雀野村 1427 戸／5830 人、10％） 
・1924 年（大正 13） 142 戸／782 人 
・「村民巡査を乱打す」――賭博狩り、村民 62 名捕縛し、賭博犯・官吏抵抗罪の嫌疑者と

して 10 名を取り調べ。（『大阪朝日』1906 年 5 月 9 日） 

 
◎『決議書綴』（大正 6年度）［1917］ 
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・大正 5 年（1916）度村税滞納仕訳書 
理髪人として朝鮮人の名も見える。また、北小路村からは税目として商業税を払う者、車

税を払う者などが見える。一方、家屋税付加税に関しては、14 件のうち 12 件もの滞納者が

北小路村住民で占められ、全体の額の 4割弱となっている（20 年前と変わらず厳しい）。「中

川」「筒井」「山田」などの名が見える。 
→大正 7年に京都市に編入され、その年に米騒動が起こる。 

 
2.2 地図から見る――明治から昭和にかけて 

（参考資料）【地図①～⑤】【写真①～②】 
・幹線道路――御土居（大原街道／西土居通）から西大路通へ 
・社会事業施設の位置――北小路／新建町ではなく、下合町に建設されている。徐々に村の

拡大に入るのか。 
→市設の場所は、「京都市設社会事業施設所在略図」【地図⑥】参照。拡がりが分かる。 

 
2.3 米騒動から水平社結成に至るまで 

◎『村会会議録』（大正 6年）［1917］ 

・「阪本與四郎」という人物（村会議員）について 

大正 6 年 10 月 17 日「八番阪本（與四郎）本村も下半期家屋税一括であるから私部落は

心棒しますが将来市に編入さるる上は公平に賦課せらるる様市に希望」しているのに対し

て、議長（竹澤清三郎）は「其取計いをいたします」と答えている。 
一方で、「二番福島（幸次郎）北小路をして市に編入の後は特別の取計いをなし呉たるる

様願い置きしが右は其運びに成し下されしや」「議長竹澤 夜学校補助費の件は希望致し置

きしも家屋税に付ては及さず」と答えていることが注目される。 
 

◎米騒動（1918 年 8 月～12 月） 

・1918 年 8 月 11 日「千本倉庫を襲撃――仲仕応戦せしも逃走す」（『大阪朝日』1918 年 8

月 12 日） 

「西三條の窮民約三十名は手に手に棍棒を携へ十時三條千本南なる千本組倉庫事務所を襲

撃し表戸を破壊せしに同倉庫を警戒し居りし荒寅組仲仕之に応戦し頗る危険の形勢なりし

が仲仕連が遂に逃走したる所へ警官隊到着し民衆は一度退却したるも再来の虞あり」 
・1918 年 8 月 11 日「戦場の如き大乱闘――西陣署部内暴状最も甚し」（『大阪毎日』1918

年 8 月 12 日） 

「千本三條に集まりたる細民は十一時前後既に約二千名の大集団となり其内に棍棒其他手

に手に得物を携へたる数十名の一隊は先頭に立て進み来れるが警官は荒寅の乾兒六十名の

協力を請ひて之を食止めたるが此一隊は御前通を測候所北方に出で更に北野の方面に向か

へり」 
・1918 年 8 月 12 日「軍隊と警官が西三条を包囲――兇器押収民衆逮捕さる」（『大阪朝日』

1918 年 8 月 12 日夕刊） 

「午前五時徒歩騎兵四十名乗馬騎兵三十名及び憲兵は右の報に接し直に来援し又堀川西陣

西署警官約百名は自動車にて四条大宮派出所に勢揃ひの上午前六時を期し右犯人を逮捕す
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る事となり一斉に西三條を包囲し……」 
・1918 年 8 月 13 日「西三条静穏」（『朝日新聞』1918 年 8 月 14 日） 

「西三條の民衆は今回の騒擾事件に軽挙妄動せしを悔ぬ同地方の有力者は堀川署に出頭し

再び斯くの如き不穏の挙動に出でざる様取締るべき旨申出でたり」 
・1918 年 8 月 14 日「聖旨の伝達講演――島村署長と細民」（『朝日新聞』1918 年 8 月 16 日） 

「島村西陣署長は 14 日午後 8 時西三條宣教寺
マ マ

に附近の住民男女二百餘人を召集し御内帑下

賜につき一場の講演を試みたるが聴衆は何れも聖上陛下の大御心に感泣したり」 
・1918 年 8 月 19 日「西陣極貧者調査――飢餓に泣く千五百名の貧民」（『朝日新聞』1918

年 8 月 21 日） 

「西陣署にては畠内刑部補主任となり 19 日部内に於ける極貧者の調査をなしたるが、北野

附近の柏清盛町、三條北小路町、千本頭野口町は昨今の米高にその生活状態惨澹たるもの

ありし……是等貧民に対し直に施米券の下付方を其筋に申請したり」 
・1918 年 11 月 30 日「西三条予審決定三十一名」（『朝日新聞』1918 年 12 月 1 日） 

「去る八月十一日の夜柳原町の米一揆に呼応したる京都市内各方面の騒擾事件の中西三條

は最も兇暴を逞しくし……」 
・1919 年 1 月 15 日「獰猛を極めし西三条の騒擾――三十一名の公判」（『朝日新聞』1919

年 1 月 16 日） 

「訊問は先ず昨年八月十一日の夜暴徒が夜学場に集まりたる上西の京米商佐藤泰三郎方を

襲撃せるに始まりそれより同町京都取引所の倉廩を経て千本倉庫に殺到したるも荒寅配下

の仲仕に撃退され次で逆襲を試むべく竹槍、仕込杖、鳶口、棍棒等の獲物を携へ教宣寺に

屯せること、続いて四條大宮下る米商山崎篤次郎方に押しかけたるが……」 

 

◎市・府の動き 

・1918 年 12 月 京都市勧業課救済係設置（嘱託銅直勇）――「貧民窟」実態調査 
→職業紹介所、簡易食堂、児童委託所の設置を検討（3 月） 

・1920 年 6 月 京都府社会課、公同委員制度から方面委員制度設立へ 
・1920 年 7 月 京都府共済会設立→米騒動時の臨時救済団資金の余剰金を基金にする。 
・1921 年 9 月 元下京区第三方面学区細民現状把握――北小路の改善急務を説く。 
 

◎地元の動き 
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・1920 年 7 月 29 日「西三条の保菌者――二名発見さる」（『日出新聞』1920 年 7 月 30 日） 
→コレラ病に罹るもの二名発生。 
・1921 年 5 月 7 日「西三条青年団――七日発会式挙行」（『日出新聞』1921 年 5 月 3 日） 
「京都市西三條に於ては従前頌徳青年団6の組織され居たるも先年勃発したる米騒動の為に

解散しそのまま今日に及びたるが同方面の有志者は之を遺憾とし種々奔走する所あり市の

五島社会課長、巌西連合青年団理事、府社会課公同主事、松山西陣警察署長等も又之に協

力し西愈三條青年団
マ マ

を組織し七日午前九時より之が発会式を挙行するの運びとなり而して

青年団は西三條部落の十五歳以上三十五歳以下の男子全部を団員として加入せしめる筈な

りと云ふが府市協力して右青年団の発達に助力すると同時に青年団を中心として部落改善

に努力する計画なりと」 
・「北小路水平社」の存在とは？ 
――役員：伊藤末吉（伊藤捨吉？／懲役 6 年）、梅村富三郎（梅村幸三郎？／懲役 6 か月・

執行猶予 2年）、同人約 30名（全体 142戸／782人、3.8％）→東七条より組織率が高い（1.9％） 
（「京都府下水平社一覧表（大正 13 年 6 月末現在）」『部落問題・水平運動資料集成第二巻』） 
――青年会副会長として表彰されている「小西寛三」は罰金 30 円に処せられている。 
――「東七条の大部落を始め、出雲、北小路の各部落は今尚反水平社態度を変せず」（「水

平社運動の反響」『水平運動史の研究』） 
 

2.4 社会事業の概要（主に「米騒動」以降） 

‣1920 年（大正 9）7 月社会課新設――公設市場、住宅、託児所などの増設を各地で図る。 
「本市に於ける社会事業がその近代的なる姿に於て開花発展するに至ったのは他の五大都

市に於けると同様に大正 7 年の「米騒動」の次期以後に属する。米騒動の時期とは云ふ迄

もなく世界大戦の終末に近き時期である。世界大戦は我国経済に画期的発展を齎す所があ

ったが同時にそれは著しく我国社会の階級分化を促進した。恰も偶々
た ま た ま

奔騰せる米価は庶民

生活を窮乏に陥れ、遂に暴動となって爆発し、全国を席捲するに至ったのである。未曾有

うの好況に酔っていた朝野はこの一陣の旋風に震撼し盡され慌しくその対策を急いだ。」

（『京都市社会事業要覧』1939 年、p.1） 
◎京都市社会課『京都市社会事業概要』（大正 10 年 1 月）［1921］」 

「託児所 一、設立の理由 京都市は三条大橋東三町目長光町、教業町、巽町（通称天部）

若松町、若竹町（通称寺裏）を中心として東部は鹿ケ谷、南部は東九条、西部は西三条及

び北部は野口、鞍馬口、田中の八ヶ所の細民密集地を以て圍繞せられて居る」（p.53） 
→1919 年（東）三条、1920 年養正・崇仁に託児所を設立。同和行政の「起源」とされる。 
◎京都市社会課『京都市社会事業概要』（大正 12 年 4 月）［1923］ 

「託児所 二、沿革 京都市は三条大橋東三丁目長光町、教業町、巽町、若松町、若竹町を

中心として東部は鹿ケ谷、南部は柳原、西部は西三条、一貫町、北部は野口、田中等細民

密集地を以て囲繞」 
→大正 12 年度は、錦林（鹿ケ谷方面）、壬生（西三条方面）に託児所を新設予定。目下工

事中とされている。【西三条託児所設計図】 

                                                  
6 朱雀野村青年団支部として頌徳青年団の談委員数は大正 7 年時点で 60 名と報告されている。 
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◎京都市社会課『京都市社会事業概要』（大正 14 年 4 月）［1925］ 

「2 児童保護 a 託児所 本市は他の大都市と異なり、三条大橋東三町目長光町付近を中心と

し、東部は鹿ケ谷、南部は東七条、西部は西三条、一貫町、北部は鷹野、鞍馬口、田中等

細民密集地区を以て囲繞」 
→「壬生託児所」は、大正 13 年 5 月 17 日、下京区三条千本西入下合町、197・67 坪、29,070
円にて建設。定員 70、保姆長 1、保姆 1、嘱託医 1、相談役 0。 
→託児者の職業、託児所条例・規則、民間社会事業施設（大正 12 年 2 月府共済会西三条浴

場、日赤朱雀小内「壬生救護所」）など。 
◎『貧困者に関する調査（調査報告第 5号）』（昭和 2年）［1927］ 

「在来一般に細民密集地区と称せられている東七條、大佛瓦町、東九條岩ヶ下、四ツ塚、

狐塚、一貫町、東三條、鹿ケ谷高岸町、田中、出雲路、鷹野、十二坊、西三條は依然多き

を示している。」（pp.5-6） 
朱雀：第一種 13、第二種 19、合計 32（3.62％）→市内 6 番目の高さ7。 
◎京都市社会課『京都市社会事業要覧』（昭和 7年版）［1932］ 

・壬生託児所――定員 80 名、保姆長 1 名、保姆 2 名。 
・労働婦女教育事業――託児所所在地小学校卒業年齢以上の婦女に、主として昼間労働に従

事する者を教育、地方強化改善に資するため。 
・壬生家事見習所（壬生託児所内）昭和 2 年 5 月、嘱託講師 1、在籍者数 18（昭和 6 年 12
月現在）。 
・社会課管轄外社会事業施設――第五トラホーム治療所（中京区西ノ京下合町） 
◎京都市社会課『京都市社会事業要覧』（昭和 9年版）［1934］ 

・壬生託児所――定員 85 名。 
‣各種事業別開始年月（表）p.71                 

 ◎京都市社会課『京都市社会事業要覧』（昭和 11 年版）［1936］ 

・風害による復興改築のため、「本市の経営する隣保館は東七条及び改進の二館なりしも昭

和 11 年度より従来隣保館としての機能を果せし託児所及家事見習所を統一し隣保館として

                                                  
7 原則として生活費一人当たり月支出額 11.80 円、小人 5.90 円を標準とし、該金額以上の収入

あるものを第二種とし、それ以下のものを第一種としている。 
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経営するに至れり」。1940 年（昭和 15）発行の『京都市電話番号簿』によると、「壬生隣保

館」は「下合町 11」となっている。新建町になるのは住宅地区改良事業以降か？（→S13
年版との齟齬） 
・壬生隣保館：託児 105、家事見習 20 
a 修養自治施設事業、b 教育的施設事業、経済的施設事業、d 保健衛生並児童保護施設事業、e

相談施設事業、f慰安娯楽施設事業、g調査研究、h会館施設 

→当初から事業範囲の拡がりを持っており、単に相談活動だけではなかったはずだが、民

間セツルメント（キリスト者など）の展開した事業には及ばなかったのかどうか。 
→風害記念隣保館として、醍醐、向島、横大路、吉祥院、上鳥羽、右京（梅津）と不良住

宅地区以外にも公設隣保館が設立されていることは注目される。 
＊市設以外社会事業施設：1935 年（昭和 10）8 月、西大路三条に東亜博愛会（朝鮮人保護・

内鮮融和）が設立されている。 
◎京都市総務局法制課『京都市昭和 11 年事務報告書』［1936］ 

・教育部学務課：学齢児童就学奨励（昭和 10 年度）――就学奨励を要する児童数 422（朱

雀） 
→竹田 617、西院 369 に次ぐ多さ。続いて、崇仁 280、錦林 277、養正 227、楽只 209、待

鳳 201 と続く。→就学免除及び猶予を実施。 
◎京都市総務局法制課『京都市昭和 12 年事務報告書』［1937］ 

・教育部学務課：学齢児童就学奨励（昭和 11 年度）――就学奨励を要する児童数 154（朱雀） 
→崇仁 263、錦林 246、楽只 242、養正 227、待鳳 215、西院 198 に次ぐ多さ。 
◎京都市社会課『京都市社会事業要覧』（昭和 13 年版）［1938］ 

・社会課職員総数 310、壬生隣保館―書記 1、保姆長、保姆副長 1、保姆 2、嘱託 1、使丁
し て い

1 
・第 5トラホーム治療所（昭和 5年 5月、新建町） 

◎京都市社会課『京都市社会事業要覧』（昭和 14 年版）［1939］ 

（特記事項なし） 

◎京都市社会部『京都市社会部関係事業要覧』（昭和 16 年版）［1941］※社会部長漆葉見龍 

「社会事業といへば今尚「慈善」行為として意識せられる向がある。然し今の社会事業は

決して「慈善」なる観念に基くものではない／即「慈善」を止揚し一定の事業としての社

会事業がもたれねばならぬ所以である。社会事業に関する定義は学者に依って種々異る様

である。社会連帯思想から国民厚生概念に迄十指に盡
つ く

せぬ程／ただここに銘記すべきは要

保護性が再生産機構と密接なる関連を持つ限り、これとの直接的なつながりをもつものと

して社会政策が先行的に施行されねばならぬことである。社会事業は国民厚生の方策とし

て極めて重要なる役割をもつとはいへそれは決して社会政策の代替物たり得ない」（p.5） 

「〔五〕国民同和 同和問題の解決は皇国日本の真姿を顕現し、高度国防国家の根底を培う

礎地となるものである。本市はこの問題の関係地区を多数持ち、しかもその地区は歴史性

に基づくあらゆる悪条件を負わされている関係上、特にこの問題を重要視しているのであ

る。即ち永年にわたる苦難の歴史に依て齎らされた地区の現状は経済力の弱いこと、文化

程度の低いこと、環境の不良なること等高度国防国家の構成を阻害する要素となっている

のであって、この要素たる反社会性を除去することが、現下のこの問題の據点にならなけ

ればならないのである。かかる見地よりして、国民全体が総反省の下にこの反社会性を除
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去すべくに努めなければならないのであるが、特にこの反社会性は地区を中心として存在

するが故に、これを運動として取上げるには地区の自主的運動を中核とするを最も効果的

とするのである。本市ではこの地区自体の自主的厚生運動を厚生報国運動と称し、これを

本市に於ける同和事業運営の基本的中核的指導理念としているのである。而してこの理念

により、隣保館を施設経営すると共に、他面厚生報国運動の実践機関として地区の協同体

たる厚生報国会を指導しているのである。」（p.36） 

「一 隣保館 本市の隣保館はそのことごとくが、同和事業関係地区に在る関係上、単なる

社会事業の一つとしての隣保事業ではなく、前述の如く同和事業運営の一環として存在し

ていることがその特異性である。」（p.37） 

→「融和」事業から「同和」事業へ至る戦時体制強化の過程で、単なる「隣保」事業でも

ないという差異化が図られている。この点は、戦後にも何かしらの影響を与えているので

はないか。 

◎京都市総務局法制課『京都市昭和 16 年事務報告書』［1941］ 

（厚生局） 

・壬生隣保館――託児 101、家事見習 21 

◎京都市総務局法制課『京都市昭和 17 年事務報告書』［1942］ 

（厚生局） 

・壬生隣保館――託児 79、家事見習 21 

・協和事業 

「京都市内に在住する朝鮮出身者数は昭和 17 年 3 月現在約 5万 5千人を算し、之が保護教

化に努め、生活の安定向上を図り、同胞協和の実を挙ぐべく本市に於ても京都府協和会と

協力し左記事業を実施顕著なる実績を挙げつつあり」 

◎京都市『京都市昭和 18 年事務報告書』［1943］ 

（厚生局） 

「三 隣保館に関する事項 Ⅰ 本市隣保館は全て同和事業関係地域に在る関係上之が運営

に当り同和事業と一体的なる施策をなしたり」（p.99）→隣保事業が同和事業に収斂される。 

・壬生隣保館――託児 76、家事見習 17 

・不良住宅地区改良事業は、資材難のため、壬生では進んでいない。協和事業では、京都

府協和会に、3000 円の補助金交付（～S20 まで続く）。 

◎京都市『京都市昭和 19 年事務報告書』［1944］ 

（厚生局） 

「厚生課 一同和事業に関する事項 戦時下益々国民同和の緊要性に鑑み隣保館を中心とし

て全市民の協力を結集し諸種の事業遂行を図ると共に地区民の自力厚生の為厚生報国会を

指導助成し又同和奉公会京都市会と緊密なる連繋の下に問題解決に努めたり」（p.74） 

・壬生隣保館――託児 76、家事見習 17 

◎京都市『京都市昭和 20 年事務報告書』（昭和 21 年 2月提出）［1945］ 

（厚生局） 

・壬生隣保館――託児 68、家事見習 17 

「九 不良住宅地区の改善整理事業に関する事項 昭和 16 年度より 5 ヶ年継続事業として

施行中の地方改善地区整理事業は情勢の推移に依り当初の計画を以て遂行し得ざる事情に
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至りたるを以て過般計画の一部変更に依り実測可能なる範囲に於て効率的に事業完成に努

力し本期間養正、錦林、三条の三地区に於ける予定路線上の地上物件は大半撤去せり」

（p.62）→戦中期にも続く改善事業。 

 

2.5 『京都市に於ける不良住宅地区に関する調査（調査報告第 47 号）』（1940 年） 

・調査実施期間：1937 年 5 月・10 月に於いて楽只、養正、錦林、三条、壬生、1938 年 5 月・

10 月に於いて崇仁、竹田、深草の調査を行った力の入った内容。 

‣壬生地区の性格 

・西ノ京北小路町、西ノ京新建町、同南原町、中合町、下合町の各一部から構成される。 

・人口 1406 人（男 712 人、694 人）、世帯総数 317。内、朝鮮人は 632（男 342、女 290 人）、

総世帯の 49％に及び、八地区中、最も多い。 

・本籍地が地元出身者は 123 世帯 39％。 

・住宅の構造は木造 200 戸（84％）、バラック建 37 戸（16％）である。後者には朝鮮人が

多く住み、不良住宅は 99％を占め、八地区の中で最も不良度が高い。住宅の室数は一人当

0.40 室、畳数は 1.51 畳を平均とし、八地区中最も下位に属する。 

・「地区の資力は極めて薄弱ではあるが、半島人
マ マ

世帯は内地人に比し、その最低生活に堪え

得る事大なるものある為、半島人に於けるカード階級登録者は極めて少なく、僅かに 3 世

帯、18 人を存するのみであって、半島人総世帯数の 2％に過ぎないが、内地人のみに就て

は 50 世帯、266 人を算し、内地人世帯の 31％、人員に於て 34％の多数に昇っている」（p.309） 

・16 歳以上の者の教育程度は 759 人中 400 人近くが無教育であり、義務教育を完了してい

ない者は 528 人（70％）に及び、尋常小学校卒業程度以上の者は 3割。特に朝鮮人が多い。 

・主な職業は靴履物職 110 人（21％）、鹿の子絞り 26 人（5％、女性のみ）、土工 30 人（5％）、

公吏は 3 人（0.59％）。一方、その他の有業者（登録労働者 36 人、手伝人夫 15、屑買 12、

屑拾 12）は 95 人と 18.48％と高い割合を占めている。 

 

（＊朝鮮人について） 

‣京都市社会課『市内在住朝鮮出身者に関する調査（調査報告第 41 号）』（1937 年） 

中京区においては、西ノ京南原町（336 人、56.7％）、壬生神明町（184 人、62.2％、朱雀

中東隣）、朱雀賀陽御所町（86、4.2％、洛友中西隣）、壬生下溝町（190 人、4.1％、市立病

院北東）、及び、西院花田町（286 人、21.5％）と分布していることがわかる。 

「三、中京区西ノ京南原町 市電西大路三條東約一丁に存在する。一戸建 16 戸、2 戸建 8

棟 16 戸、4 戸建 3 棟 12 戸、5 戸建 1 棟 5 戸、計 49 戸である然し住家としての形態の整ひ

たるは数戸に過ぎず他は古き納屋、馬小屋、倉庫等を改修し或は建具を以て囲ひして住居

している。屋根はトタン葺で天井低く建具の完備せるものは少い。上下水の設備なく不潔

甚しく降雨の際は雨水氾濫する。」（p.55） 

 

2.6 学校・学区関係（学校関係資料） 

◎朱雀第 4小学校『沿革誌』〔1/2 分冊〕〔2/2 分冊〕 
・1950 年代後半には同和教育研究指定校となって

いる。ただ、『教壇あかしや総動員号』（1940 年）、
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‣維持講の悶着 府下愛宕郡野口村今井俊一、山田勘三郎、菱田幸三郎の 3 名は本年 5 月 17 日より葛野

郡西院
マ マ

村西の京北小路（特殊
マ

部落
マ

）真宗教宣寺住職廣岡顕了と協議し同寺頽廃に付之が修繕及び維持講

を組織したるが一方信徒は専断の處為なりとし 19 日午後 7 時頃信徒一同同寺に押し寄せ居るを二條巡

査派出所詰巡査の認むる處となり現所に出張し多数参集するは不穏当に就き委員を選ぶべく説諭し引

取らしめたるが所轄上長者町署に於ては尚其の成行き等取調中なり（『朝日新聞』1909 年 8 月 19 日）

『あかしや教育』（1950 年）には融和教育・同和教育の実践の痕跡は見られない。『創立 50
周年記念誌』（1979 年）では、重点目標になっていることがわかる（p.19）。西院校では、

1970 年になって同和専任が置かれているものの、それまでに目だった取り組みはない。し

かし、1990 年代以降の識字学級では、西院校教員の識字学級への関わりは盛んであったよ

うである。もとは、1873 年（明治 6）、春日神社にて設立された葛野郡西院村の小学校に通

っていたと思われるが（葛野郡西院尋常高等小学校 1922―『学校沿革』）、1904 年に朱雀野

小学校が設立され、分かれる（？）。ところが、上花田（右京区）に公営住宅ができること

で、「再び」西院校は同和関係校となったと言える。 
・上花田の壬生市営住宅には、識字学級に参加していた在日コリアンの方も居住しており、

京都市の「属地属人方式」（1965 年から運用）は、貫徹されていなかったのではないかと推

測される。ただ、公営住宅には国籍条項があったはず。京都市の政策的「寛容」か（山本 2010a）。 
・民族学級開設に伴っての朝鮮人課外講師が1954年から1967年にかけて任用されている。

基本的に非常勤であり、2 人体制であることが以下の表からもわかる（京都市朱雀第四小学校

『あかしや教育』）。 

 
 

2.7 教宣寺（本願寺派） 

・創立享保 19 甲寅年 8 月 17 日（1734 年）か（『葛野郡寺院明細帳』）※「下京区」より移転 

・教宣寺文書（1981 年 7 月調査）631 点（京都部落問題研究資料センター所蔵複写版） 
→『騒擾』大正七年（京都地方裁判所）米騒動時の記録：五か所での損壊行為。教宣寺は

集合場所。千本三條での衝突。 
◎山本和了住職（第 9代）聞き取り（2011/11/08） 

・1927 年生れ。朱四校第 8 期卒業生→京都二中（鳥羽高）→平安中編入→太秦小学校代用

朝鮮人教師 職名 着任年月日 前任校 転退職年月日 転任退職の事由
1 A 朝鮮課外講師 1954.6.28 七条朝鮮人学校 1958.3.31 退職
2 B 朝鮮課外講師 1954.6.28 新採用 1954.9.30 待鳳校
3 C 朝鮮課外講師 1954.10.1 新採用 1955.5.31 退職
4 D 朝鮮課外講師 1955.6.1 新採用 1956.6.16 嵯峨野校
5 E 朝鮮課外講師 1956.6.16 新採用 1956.9.15 退職
6 F 朝鮮課外講師 1957.5.1 新任 1958.3.31 退職
7 A 朝鮮課外講師 1958.4.1 待鳳校 1959.3.31 退職
8 G 朝鮮課外講師 1959.4.21 愛知県 1960.2.29 退職
9 H 非常勤講師 1960.3.1 新採用 1961.6.30 退職
10 I 非常勤講師 1961.7.1 （記載なし） 1963.3.31 解職
11 J 非常勤講師 1963.4.1 （記載なし） 1966.4.1 養正校
12 K 非常勤講師 1964.4.1 （記載なし） 1964.6.15 解職
13 L 非常勤講師 1965.4.1 山王校 1966.12.31 解嘱
14 J 非常勤講師 1967.4.1 養正校 1969.5.31 解職
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教員（1943～45 年）。父親は京都日日新聞記者から下京区市会議員となる山本時治郎。漆

葉見龍との親交もあった。祖父は和歌山（汐見町・善行寺檀家）から京都に来ている。寛

了（8 代目）。7 代目は廣岡顕了か。長女（母）と父（東三条出身）が結婚。父・時治郎は、

現住職が中学校 1 年（13 歳）の時に亡くなる。そのため、平安中に編入し、9 代目を継ぐ。

地元の役員も務めた阪本家（檀家総代）は、平安校に運動靴を卸す御用達でもあった。 
◎京都部落史研究所による聞き取り記録（1981/07/09） 

‣「中川」村といわれるほど、明治 4 年以降に屋号を持ち始めたのは中川家が最初という。

庄屋で土地持ちだった小西家（檀家総代）が、多くの土地を持っていたという。「新建」は、

土手の上にできた村。土手は、子どもたちの遊び場となり、「在所」から「まち」に行く際、

買い物に出かける際、学校に行く際などに横断する。 
・『葛野郡寺院明細帳』によれば、法類総代に明照寺（錦林）住職、組寺総代に長円寺（笹

屋町、北側に「元北小路町」あり）。 
 
2.8 地域役職者（議員）――山本時治郎と水上七雄 

‣山本時治郎（??～1940） 
・市会議員 1 期（大正 14 年 5 月 21 日～昭和 4 年 5 月 20 日） 得票 509 得票率 2.8％ 
→下京二級（普選以前）有権者 27,204、投票者 17,894、投票率 65.8％、14/15（定員）。上

京 2 級 13 人、1 級 14 人、下京 2 級 15 人、1 級 14 人 合計 56 人 有権者 65,205、投票

者 47,322、投票率 72.6％の選挙であった。 
 
*発言①養正の市設浴場修繕について（1924） 

「番外（営繕課長井尻良雄君）田中の養正浴場が出来ます時に八百人が先づ這入れるもの

として設計しかけたのでありますが、設計の方ではもう少しゆとりを取りまして千人と致

しました、所が最近に於きまして千八百人或は二千人近く毎日入浴者があると云うので、

此冬は入浴者も餘計になりますので、尚其上湯釜の破損して居りますので、此冬はとても

持越せないと云う状態であります、それで此経費の増加は湯釜の建設、煙突それから在来

ありまする湯釜の修繕斯う云ふものが含まれて居るのであります」 
「十二番（山本時治郎君）一寸課長さんに聞きたい、此問題は今日や昨日に始まったので

ない、既に約一年前から斯うした非難がある、それを今日迄抛って置いて、今更らしく言

はれるのは市の理事者の誠意を疑はざるを得ない、今後は斯う云ふことは速にやって欲し

いと思ひます」（「大正 14 年京都市会会議録第 19 号」大正 14 年 11 月 21 日、pp.451） 
 

*発言②「細民地区」における社会事業のあり方ついて（1927） 

「京都市昭和初期に於ける普通、事業両予算の総ては社会的政策ならざるものはないので

ありますけれども……社会課が設けられまして久しうはなりますが、嘗て社会課に社会課

長らしい人を求めたことがないのであります、然るに先年現課長を求めまして……本市の

社会的事業は他の六大都市に比して遥に見劣りがする……どの事業を見ましても独創的の

ものは何も無いのであります、絶無であります……此市の社会的事業と申しますが、或る

一定の区域に限定されて、それが一般市民とは懸離れた感があると云ふことは殊に遺憾に

存ずる次第であります……東七條、東三條、西三條、楽只、田中、鹿ケ谷に限られて居る
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のでありまして、それ等の土地に於ける市の施設事業は孰れも救貧的であります……何時

迄も救貧事業では向上しない……斯うした地区に限らず七十萬市民が享楽し得られる施設

は一つもないと私は思ふのでります……特に此区画整理に伴ひまして細民地区に於ける住

宅問題程深刻な問題はないと思ふのであります、方今の社会問題として極めて緊切なるも

のは実に是が解決であります」 
「成程本年度の予算に際してまして授産場も、隣保館も託児所も予算に上程されて居りま

すが、私の申しましたのはそうぢゃない、是は結構でありますが、他都市の模倣的であっ

て、ちっとも独創的の新味がないと云ふことを申しましたのであります、今後やって戴け

るものは多少矢張独創的の京都市特有のものを施設をして貰ひたいと云ふ希望を申したの

であります」（「昭和 2 年京都市会会議録第 5 号」昭和 2 年 2 月 16 日、pp.219-221） 
 

*発言③御大典に際しての区画整理――西三条について（1928） 

「市の首脳部の方では一号線に依って区画整理はするけれども、反対の所だけは後廻しに

して、やれる所だけやると云ふことを言明されて居る、以ての外である、それは西三条の

あの一劃に就きましても、実際生活上の問題に付きましても、住宅の問題に付きましても

行詰って居る、現在の区画整理法を其儘適用するならば、彼處
あ そ こ

らに住む人は直ちに明日か

らの生活に脅かされる」（「昭和 3 年京都市会会議録第 3 号」昭和 3 年 2 月 23 日、pp.925） 
 

*発言④都市社会政策の強調（1929） 

「都市社会政策の点に付て少しく意見を述べたい」「此不景気の今日に處するには社会的施

策を特に多くする、之が自治体の根本義でなくてはならぬと思うのであります」（「昭和 4
年京都市会会議録第 6 号」昭和 4 年 2 月 20 日、p.984） 
→一貫して社会政策・社会事業の重要性・必要性を強調。西三条（地元）を含めて地区の

問題にも触れているが、市全般の視点からの発言という性格が強いように思われる。漆葉

との交流があったことが窺われる議会活動でもある。 

 
 ‣水上七雄（1915～??） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・西三条の雇用問題に尽力した人物。長く社会党京都府連で活動し、社民党京都府連では

立候補回数 選挙年 当落 経歴 
第 1 回 1951 落選（10 位）  
第 2 回 1955 当選（7 位）  
第 3 回 1959 当選（2 位） 育友会会長 1960’ 
第 4 回 1963 当選（1 位）  
第 5 回 1967 当選（6 位） 市会副議長 68’ 
第 6 回 1971 当選（5 位） 自治連合会会長 73’ 
第 7 回 1975 落選 （社会党分裂／公明党台頭） 

 1983  府日中友好協会理事長 

 1989  市選管委員長 

 1996  府社民党顧問 
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顧問を務める。 
・自伝『二十世紀日本の断章――大正・昭和・平成私記』（1996 年） 
・第 14 代育友会長（1960 年）／自治連合会長（1973 年）・同顧問（1978 年）を歴任（京

都市立朱雀第四小学校『創立 50 周年記念誌あかしや』1979 年）。 
・社会党左派の市議会議員（1946 年 3 月入党）。 
・左京区から西ノ京に引越し・結婚（1947 年）。 
・第 48 代市会副議長も務める（1968 年 7 月～1969 年 7 月）。 
・共産党の影響力までは検証できず。 
・各種団体の動向とのつながりを知る必要がある。 
――朱雀第四市政協力委員協議会／朱雀第四遺族会／朱雀第四共同募金会／朱雀第四献血互助会

／朱雀第四交通安全対策協議会／朱雀第四傷痍軍人会／堀川少年補導委員会朱雀第四支部／朱

雀第四消防分団／朱雀第四青少年対策協議会／朱雀第四体育振興会／中京区日赤奉仕団朱雀第

四分団／西ノ京児童公園愛護会・西ノ京ちびっこプール管理運営委員会／朱雀第四婦人会／朱雀

第四保健協議会／朱雀第四保護司会／朱雀第四母子福祉会／朱雀第四民生児童委員会／朱雀第

四老人クラブ連合会（同上『創立 50 周年記念誌あかしや』） 
 

３．戦後の同和対策事業――主に「オール・ロマンス」事件／闘争に至るまで（1945～1952） 

◎『京都市昭和 22 年事務報告書』（1946 年 11 月～1947 年 10 月） 

・『昭和 20 年事務報告書』では、隣保館での家事見習講習開所日数は計 2288 日であったが、

『昭和 22 年事務報告書』では、計 1955 日まで減り、在籍人員は 153 人から 129 人まで減

っている。ただ、大幅な減少には至っていない。 
・地方改善地区整理事業についても、継続事業として市内八地区の不良住宅地区を対象と

してきたが、昭和 21年度をもって資材難資金難のため打ち切りされることになったものの、

養正、三条、錦林においては工事施行中であったため、123 万円が計上され、地上物件の撤

去・移転を完了するまでに至っている点が注目される。 
・昭和 22 年 3 月をもって、政令により町内会（部落会）廃止。 
◎『京都市昭和 23 年事務報告書』（1947 年 11 月～1948 年 10 月） 

・同和問題解決のため、終戦後の新情勢に対応するため「全市民的なる立場に立脚した京

都市同和問題協議会」を設置したことが注目される8。 
・隣保館は、「町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限

に関する政令」（昭和 22 年政令第 15 号）が発せられていたものの、地区自治会結成の斡旋

指導を行い（かつての「修養自治」の機能か）、錦林、養正、壬生、竹田、深草、辰巳にお

いて結成されていることが報告されており、注目される。 
・家事講習は、開所延日数は 1541 日と減る傾向にあるが、在籍人員は 138 人と持ち直して

いる。 
◎『昭和 24 年京都市事務報告書』（1948 年 11 月～1949 年 10 月） 

・地方改善地区整理として、三条地区に対して軍政部の指示により地区整理及び改良事業

                                                  
8 同協議会の答申は石田良三郎（京都市社会課職員）が執筆したとされ、木村京太郎（後に三木

一平）や熊野憲成（崇仁自治連合会会長）なども参画し、福利課係員の鈴木棋も高い評価を与え

ている（山本 2006）。 
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を実施している。一地区の道路工事、公衆便所工事、隣保館修築工事、水道栓敷設工事、

下水道工事に 140 万円弱の費用を使っている。 
◎『昭和 25 年京都市事務報告書』（1949 年 11 月～1950 年 10 月） 

（記載なし）→1950 年 2 月、高山義三が京都市長となる。 
◎『昭和 26 年京都市事務報告書』（1950 年 11 月～1951 年 10 月） 

・「戦後における地区の正確なる実態を把握するため、生活、住宅、衛生経済等各面にわた

る調査を市内 3,469 戸 4,559 世帯 17,678 人を対象に実施し、これが集計中である」（p.47）。 
・建設省の委託を受け、不良住宅実態調査を実施。並行して改良住宅建設促進並びに助成

のため政府へ要請陳情を実施。 
→1951 年 10 月、『オールロマンス』誌に市職員が「特殊部落」を投稿。事件・闘争へ。 

・昭和 27 年 1 月 30 日の機構改正で、管財局住宅課の一部（住宅対策）が民生局福利課に

吸収されていることが注目される。 
◎『昭和 27 年京都市事務報告書』（1951 年 11 月～1952 年 10 月） 

・隣保館での事業実績は掲載されているが壬生での実績が記載されておらず。 
・青年会の結成9。壬生は昭和 26 年度。 
・地元生活改善運動に積極的に協力。 
・昭和 27 年度にモデルケースとして錦林地区を対象に、改良住宅 24 戸建設着手。 
・特別環境改善事業の参画と具体的運営に関して、対地元関係等接捗に関して協力を実施。 
 

‣1951 年調査実景（柳原銀行記念資料館所蔵写真から） 

・写真（別紙参照）→1951 年～52 年調査時と思われる。これらの調査を踏まえて、以下の

報告書が作成されたと思われる。【写真③～⑨】【地図⑦】 
 
‣『㊙同和問題資料京都市同和地区生活実態調査統計数表――楽只・養正・三条・錦林・壬

生・崇仁・竹田深草地区』（京都市民生局福利課 1951 年調） 

（→『同和地区生活実態調査報告』1953 年 3 月に所収） 

‣壬生地区の性格 

・世帯：224 
・人口：1,108 人（内朝鮮人 262 人） 
→明治 40 年 671 人、昭和 10 年 771 人、昭和 15 年 1,406 人までに増加している。 
→朝鮮人の世帯数とその比率ともに市内最大。戦前は 49％に達していた。 
・本籍地：同一 628、他地区 109、京都府下・関西圏 77、他地方 32 
・人口密度：330 人／ha 
・住宅構造：バッラク 1／普通木造 223 
→崇仁 76、竹田深草 33 と比べるとバラックの数は少ない。不良度は他地区に比べ低いのか。 
・職業：工業労務者 139 人（そのうち皮革製品 49、木竹草蔓製品 4）、日雇その他 137。 
                                                  
9 山本和了氏の証言によれば、1930 年代に運動や体操などの催しを開催していた「さいび団」

という青年（団）が活動していたようである。『あかしや教育』（1950）の校外生活指導者支部

担当一覧表によれば、新建町、北小路町、中合町南部に入った補導教師たちに、協力委員として

関わったのは「さいび会」であった（p.93）。 
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――住宅地区改良法（1960）：規準 

・1団地の面積が0.15ヘクタール以上であること。 

・1団地内の不良住宅の戸数が50戸以上であること。 

・1団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上であること。 

・1団地（公共施設の用に供している部分を除く）の面積に対する1団地内の住宅の戸数の割合が１

ヘクタール当たり80戸以上であること。 

――公営住宅法（1951）：第二条第 4 項「第二種公営住宅 第一種公営住宅の家賃を支払うことがで

きない程度の低額所得者又は災害に因り住宅を失つた低額所得者に対して賃貸する、政令で定める

規格の公営住宅をいう。」 
第七条「国は、事業主体が公営住宅建設三箇年計画に基いて公営住宅の建設をする場合においては、

予算の範囲内において、当該事業主体に対して、第一種公営住宅の建設についてはその費用の二分

の一、第二種公営住宅の建設についてはその費用の三分の二を補助しなければならない。」 

→崇仁 186、養正 64 に比べると 6 人と公務自由業（官公吏雇傭員 4 人）が少ない。 
・生活保護：29 人／11.4％（総人口 100 に対する比） 
→錦林 24.0％、深草 23.2％に比べても少ない。 
・不就学率：小学校 2.7％ 中学校 33.8％。 
→他地区に比べると低くないが、全市的には低い。 
 
‣「壬生地区現況図」（1957 年（昭和 32）6 月調査） 

・（別紙参照）【地図⑧】 
 
‣各公的施設の建設 

（中京区壬生）  
・隣保館本館 1924 年（大正 13）→1970 年に改築／屋内体育施設 1987 年／福祉センター 
1978 年／学習施設 1978 年 
（右京区上花田） 
・隣保館本館 1975 年／学習施設 1975 年 
 
‣改良住宅 155 戸 
・改良住宅（壬生東［北小路］3 棟 1967・1969・1970 年／壬生［上花田］1～4 棟 1963
年～1965 年建設：第 2 種公営住宅）【写真⑩】 

‣職業 

・1962 年発行の『京都市電話番号簿』に掲載されている「下駄・履物」の職業別欄に北小

路町の店は 1 軒である。それに比して、東七条（崇仁）では、10 軒以上存在する。従来の

履物業から工業労働や自由労働者へと一層変化しているように思われる。 
 
■同和対策事業特別措置法（1969～2002）の時代へ 

（『京都市における同和行政の概要』1970） 
・壬生隣保館 1970 年改築（新建町） 
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→構成する町名は、北小路、新建、上大竹町の一部、上花田町（市営住宅）となる。 
・人口 1,106 人、290 世帯。生活保護率は 13.1％。浴場設置は 1961 年 4 月。 
 
■主要参考文献（文中で不記載／略記したもの） 

沖中忠順・福田静二 2000『京都市電が走った街今昔――古都の路面電車定点対比』JTB パブリッシング 
株式会社島津製作所 1937『改組二十年記念帖』 
――――1957『島津製作所改組 40 年記念誌』 
――――1985『島津製作所百十年史』 
京都市教育委員会 1974『識字学級の文集』 
――――1990『「国際識字年」記念壬生識字学級の文集（昭和 47 年度―平成 2 年度）』 
京都市民生局福利課 1970『京都市における同和行政の概要（昭和 45 年）』 
『みぶほいくしょ 46 年度』 
京都市壬生児童館 2008『創立 20 周年記念写真集』 
京都府 1992『字が書けたらなあ読めたらなあ』 
阪急電鉄株式会社 1982『75 年のあゆみ＜記述編＞』 
阪急電鉄株式会社総務部広報課 1981『阪急電車駅めぐり京都線の巻――空から見た街と駅』 
部落問題研究所編 1981『水平運動史の研究――第 2 巻資料篇上』 
森清次 1988a「この人に聞く 56――昔はひどいもんやった」『解放新聞京都市版』145 
――――1988b「この人に聞く 57――米騒動のころ」『解放新聞京都市版』146 
――――1988c「この人に聞く 58――厳しい戦争体験」『解放新聞京都市版』147 
――――1988d「この人に聞く 59――地獄の苦しみあじわう」『解放新聞京都市版』148 
――――1988e「この人に聞く 60――年寄りを大事に」『解放新聞京都市版』149 
島津製作所労働組合 1957『島津労働組合十年のあゆみ』 
朱雀第四小学校 1929―『沿革誌』 
山本崇記 2006「「オール・ロマンス」糾弾闘争の政治学――戦後部落解放運動史再考にむけて」『コア・エ

シックス』2：181-194 
――――2010a「同和行政における執行規準の画一化と逸脱の条件――京都市における属地属人方式の検討

を通して」『ソシオロジ』54（3）：105-120 
――――2010b「同和行政が提起する差別是正の政策的条件――差別と貧困を射程にした社会政策に関する予

備的考察」『生存学』2：96-109 
――――2011「地域社会と融和運動における「崇仁教育」の位置――中嶋源三郎の足跡から考える」『Notre 

Critique』4：96-112 
――――2012a「「ポスト」同和行政の展開とその課題――住宅地区改良事業と隣保事業という「呪縛」」『解

放社会学研究』25：113-132 
――――2012b「同和行政・隣保事業再考の必要性」『GLOBE』69：12-13 
渡部徹・秋定嘉和編 1974『部落問題・水平運動資料集成第二巻』三一書房 
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‣年表 

年代 近代以降西三条周辺の出来事 朱四校生徒数（朱雀野校）

1863（文久 3） 大堰川（渡月橋上流～千本三条）から西高瀬川開通

1871（明治 4） 太政官布告第 488 号「穢多非人等ノ称被廃候」

1873（明治 6） 西院、山ノ内、西ノ京、壬生、三条台郡の各村組合を組織し西院小学校を設立

1890（明治 23） 京都市制施行／壬生・西京・聚楽廻が葛野郡朱雀野村に

1897（明治 30） 二条駅開業（京都鉄道）

1904（明治 37） 朱雀野小学校（朱雀第一）設立

1910（明治 43） 韓国併合／嵐山電気軌道三条口駅開業

1912（大正 1） 朱雀野第二尋常小学校設立／市電二条駅前停留所設置 （1336）

1917（大正 6） 株式会社島津製作所設立（朱雀野村字桑原に敷地を求め、三条工場建設開始） （2452）

1918（大正 7） 朱雀野村、下京区に編入／米騒動（西三条 31 名が求刑）

1919（大正 8） 大日本国粋会結成

1920（大正 9） 京都市、社会課新設

1921（大正 10） 頌徳会結成（旧頌徳青年団）／松原尋常小学校設立（朱雀第三小学校）

1922（大正 11） 全国水平社結成／日本共産党結成

1923（大正 12） 関東大震災／西三条（北小路）水平社結成／壬生託児所・家事見習所設立

1925（大正 14） 治安維持法／普通選挙法成立

1928（昭和 3） 新京阪鉄道京都西院駅開業／京都市電西大路線開業（円町～四条）

1929（昭和 4） 中京区が上京・下京から分区／朱雀第四小学校設立 328 

1931（昭和 6） 満州事変／全水第 11 回大会「解消意見」出る 934 

1933（昭和 8） 部落委員会活動／高松地裁糾弾闘争 1065 

1934（昭和 9） 室戸台風 1015 

1935（昭和 10） 天神川の開通／融和事業完成 10 ヶ年計画決定 1138 

1936（昭和 11） 壬生「隣保館」としての運営 1087 

1937（昭和 12） 日中戦争 1046 

1939（昭和 14） 盧溝橋事件 1160 

1941（昭和 16） 太平洋戦争開始 1285 

1942（昭和 17） 全水「自然消滅」 1313 

1945（昭和 20） 綾部に小学校児童集団疎開／敗戦 816 

1946（昭和 21） 部落解放全国委員会結成／朱四校、朝鮮連盟主催朝鮮人学校開設 1379 

1951（昭和 26） オール・ロマンス事件／不良住宅地区改良法改正・公営住宅法施行 1534 

1952（昭和 27） サ条約・日米安保発効 1500 

1954（昭和 29） 朱四校、民族学級設置 1588 

1955（昭和 30） 部落解放同盟に改称／朝鮮総連結成 1620 

1957（昭和 32） 朱四校、同和教育研究指定校となる 1734 

1958（昭和 33） 同和教育研究集会開催 1773 



46

2012 年度部落史講座（主要資料）  
2012 年 6 月 29 日 

中京いきいき市民活動センター 

20 
 

 
 

1960（昭和 35） 同和対策審議会設置／住宅地区改良法施行 1421 
1965（昭和 40） 同和対策審議会答申 882 
1968（昭和 42） 朱四校、同和教育研究指定校決定 889 
1969（昭和 44） 同和対策事業特別措置法施行／朱四校、創立 40 周年記念  
1970（昭和 45） 『部落解放第 15 回全国婦人集会・報告書』に西三条支部婦人部による活動報告

「教育の場での部落差別の位置付けを」掲載／部落解放同盟正常化連合会結成 

 

1972（昭和 47） 壬生識字学級設置（隣保館）  
1975（昭和 50） 部落解放同盟西三条支部再建か  
1979（昭和 54） 朱四校、創立 50 周年  
1982（昭和 57） 改良事業完了／地域改善対策特別措置法  
1986（昭和 61） 地域改善対策協議会意見書（「同和問題はこわい問題」）  
1987（昭和 62） 地対財特法成立  
1990（平成 2） 国際識字年  
1996（平成 8） 地域改善対策協議会答申  
2002（平成 14） 同和対策事業特別措置法の終了壬生隣保館廃止／壬生コミュニティセンターへ  
2008（平成 20） 京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会設置／壬生識字学級閉鎖  
2010（平成 22）  298 
2011（平成 23） 壬生コミュニティセンター廃止／中京いきいき市民活動センターへ転用  
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地図・写真から見る空間的変容 
～北小路の変遷～ 

2012年度部落史講座 
中京いきいき市民活動センター 

2012年6月29日 

1 

近現代編 

 参考資料 

明治の頃の北小路／新建町 

2 

地図① 
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大正14年（1925）地図（京都市都市計画基本図） 

3 

地図② 

昭和4年（1929）地図 

4 

地図③ 
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昭和11年（1936）地図 

5 

地図④ 

西三条託児所（大正15年『地方改善』府社会課） 

6 

設計図 
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昭和11年（1936）～火災保険協会（立命館大学歴史地理情報班） 

7 

地図⑤ 

京都市社会事業施設所在略図（昭和9年） 

8 

地図⑥ 
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9 

島津製作所三条工場（大正7年～） 
写真① 

西院駅開業（昭和3年） 

10 

写真② 
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1951年壬生地区実態調査（1） 

11 

写真③ 

1951年壬生地区実態調査（2） 

12 

写真④ 
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1951年壬生地区実態調査（3） 

13 

写真⑤ 

1951年壬生地区実態調査（4） 

14 

写真⑥ 
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1951年壬生地区実態調査（5） 

15 

写真⑦ 

1951年壬生地区実態調査（6） 

16 

写真⑧ 
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1951年壬生地区実態調査（7） 

17 

写真⑨ 

1951年壬生地区実態調査（地図⑦） 

18 
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19 

朱四校区／壬生地区（1957年） 地図⑧ 

西大路三条駅（1974→1999） 

20 

写真⑩ 
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る
歴
史
の
教
育
や
啓
発

の
内
容
は
、
当
時
の
部
落
史
研
究
、
あ
る
い
は
盛
ん
に
な
っ
て
き
た

社
会
史
研
究
の
水
準
と
比
べ
て
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
し
た
。
こ
う

し
た
状
態
で
は
解
決
に
つ
な
が
る
よ
う
な
認
識
は
形
成
で
き
な
い
と

考
え
、
そ
の
是
正
の
た
め
に
、
奈
良
県
内
の
人
権
問
題
や
部
落
問
題

に
関
わ
る
史
料
を
徹
底
的
に
収
集
し
、
史
実
に
も
と
づ
い
て
地
域
の

歴
史
像
を
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
史

料
セ
ン
タ
ー
を
設
け
、
来
年
二
〇
一
三
年
で
二
〇
周
年
を
迎
え
る
の

で
す
が
、
こ
の
間
に
お
よ
そ
一
〇
万
点
に
の
ぼ
る
史
料
を
調
査
・
収

集
し
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
進
め
、
そ
の
成
果

を
発
信
し
て
き
ま
し
た
。
詳
し
い
内
容
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
ら
ん

く
だ
さ
い
。

Ⅰ　

今
、
部
落
問
題
を
め
ぐ
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題

と
は
何
か

　

世
に
歴
史
好
き
と
い
わ
れ
る
方
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
戦
国

時
代
の
武
将
に
や
た
ら
詳
し
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
こ
こ

京
都
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
新
選
組
の
フ
ァ
ン
と
い
っ
た
よ
う
な
人
々

が
全
国
か
ら
訪
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
興
味

や
関
心
は
、
私
の
な
か
に
も
あ
り
ま
す
の
で
、
否
定
す
る
つ
も
り
は

ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
日
、
こ
こ
に
水
平
社
の
歴
史
を
学
ぼ

う
と
し
て
、
お
集
ま
り
の
み
な
さ
ん
は
、
そ
の
よ
う
な
興
味
・
関
心

と
は
少
し
違
う
も
の
を
お
も
ち
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
、

部
落
問
題
の
解
決
に
か
か
わ
っ
て
直
面
し
て
い
る
課
題
は
何
か
、
そ

れ
を
ど
う
解
決
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
そ
の
方
途
を
考
え
る
た

め
に
水
平
社
運
動
の
歴
史
を
改
め
て
学
ん
で
み
よ
う
、
そ
う
し
た
問

題
意
識
を
も
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅰ
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
現
代
の
課
題
は

何
か
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
し
た
。
む
ろ
ん
、
何
を
課
題
と
し
て
と
ら
え
る
か
は
人
に
よ
っ

て
違
う
で
し
ょ
う
が
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
ま
す
。

　

表
１
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
一
〇
年
の
国
勢

調
査
を
比
較
し
た
も
の
で
す
。
国
勢
調
査
は
五
年
に
一
度
行
わ
れ
ま
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す
が
、
西
暦
の
末
尾
が
〇
に
な
る
年
に
精
密
な
大
調
査
を
行
い
、
末

尾
が
五
の
年
に
は
比
較
的
調
査
項
目
の
少
な
い
調
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
今
で
は
、
大
字
ご
と
、
都

市
部
で
し
た
ら
丁
目
ご
と
の
デ
ー
タ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
か
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
利
用
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
一

〇
年
の
年
齢
帯
別
の
人
口
比
較
を
行
っ
て
み
ま
し
た
。
表
中
の
Ａ
～

Ｎ
は
奈
良
県
の
同
和
地
区
で
す
。
こ
の
一
四
地
区
は
、
同
和
地
区
単

独
で
一
つ
の
大
字
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
周
辺
の
集
落
と
あ
わ
せ
て

一
つ
の
大
字
を
形
成
し
て
い
る
場
合
は
同
和
地
区
単
独
の
数
字
を
確

定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
一
四
地
区
の
場
合
は
、

そ
の
大
字
の
数
値
が
そ
の
ま
ま
同
和
地
区
の
数
値
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
地
区
に
住
ん
で
い
る
方
が
す
べ
て
い
わ

ゆ
る
「
部
落
民
」
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
本
日
は
そ
う
し
た
問
題
に
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と

に
し
て
、
と
も
か
く
同
和
地
区
の
エ
リ
ア
の
人
口
変
化
と
い
う
こ
と

で
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
表
１
を
み
ま
す
と
、
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅰ
―
１
―
①
に
記
し
て

お
り
ま
す
よ
う
に
、
Ａ
か
ら
Ｎ
の
一
四
地
区
の
う
ち
一
〇
地
区
で
六

五
歳
以
上
の
人
口
比
率
が
著
し
く
増
加
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
Ａ
、

Ｂ
、
Ｆ
、
Ｍ
は
所
属
す
る
自
治
体
全
体
も
か
な
り
の
増
加
を
し
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
奈

良
市
の
Ａ
と
Ｂ
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
二
〇
一
〇
年
の
六
五
歳
以

上
人
口
比
率
が
そ
れ
ぞ
れ
四
七
・
四
％
、
四
四
・
八
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。
近
年
の
社
会
学
で
は
、
六
五
歳
以
上
人
口
比
率
が
五
〇
％
を

超
え
た
集
落
を
限
界
集
落
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
集
落
と
し
て
の
継
続

が
あ
や
う
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
Ａ
も
Ｂ
も
と
も

に
市
街
地
の
比
較
的
交
通
便
利
な
所
に
あ
り
ま
す
。
け
っ
し
て
山
間

部
の
集
落
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
六
五
歳
以
上

人
口
比
率
が
五
〇
％
に
近
い
数
値
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
化
も
問
題
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
注
意
し
て
お
き
た
い
の

は
、
地
域
の
仕
事
や
文
化
を
受
け
つ
い
で
い
く
次
の
世
代
が
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
Ⅰ
―
１
―
②
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
五
歳
未

満
人
口
比
率
が
著
し
く
減
少
し
て
い
る
地
域
が
一
四
地
区
の
う
ち
七

地
区
あ
り
ま
す
。
Ａ
は
九
・
三
％
か
ら
五
・
二
％
、
Ｂ
は
九
・
四
％

か
ら
二
・
八
％
と
減
少
し
て
い
ま
す
。
菟
田
野
町
（
合
併
に
よ
り
二

〇
〇
八
年
に
宇
陀
市
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
）
の
Ｋ
は
一
四
・
五
％

か
ら
七
・
六
％
へ
と
ほ
ぼ
半
減
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
Ｋ
の
六
五
歳

以
上
人
口
比
率
は
二
八
・
四
％
で
菟
田
野
町
全
体
の
三
一
・
三
％
に

比
べ
る
と
少
な
い
の
で
す
が
、
一
五
歳
未
満
人
口
の
減
少
が
急
激
で
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あ
る
と
い
え
ま
す
。
先
日
、
Ｋ
地
区
の
学
習
会
に
招
か
れ
て
、
こ
の

デ
ー
タ
を
使
っ
て
議
論
を
し
ま
し
た
。
ま
だ
今
の
と
こ
ろ
Ｋ
の
少
子

高
齢
化
は
周
辺
地
区
と
く
ら
べ
て
と
く
に
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
一
五
歳
未
満
人
口
比
率
が
急
激
に
小
さ

く
な
っ
て
い
く
と
、
将
来
、
こ
の
地
域
全
体
の
な
か
で
Ｋ
だ
け
が
大

き
く
人
口
が
減
少
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の

問
題
に
ど
う
対
応
す
る
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
話
を

し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
同
和
地
区
に
お
い
て
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
か
ら
ぬ
地
区
に
お
い
て
高
齢
化
と
少
子
化
を

背
景
と
し
た
急
激
な
人
口
減
が
進
行
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
傾
向

に
あ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
実
際
に
国
勢

調
査
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
検
討
す
る
と
、
周
辺
地
域
と
比
べ
て
も
か

な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
こ
れ
が
解
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
現
代
的
な
課
題
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す

　

課
題
の
二
つ
目
は
、
部
落
差
別
の
意
識
が
必
ず
し
も
解
消
に
向

か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
近
年
、
大
阪
で
も
京
都
で
も
調

査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅰ
―
２
―
①
に
あ
り
ま
す

よ
う
に
、
奈
良
県
で
も
二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
意
識
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。
子
ど
も
の
結
婚
相
手
が
同
和
地
区
出
身
者
で
あ
る
場
合
に

対
す
る
否
定
的
回
答
が
六
割
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
身
は
「
親
と
し
て

反
対
だ
が
、
子
ど
も
の
意
思
が
堅
け
れ
ば
仕
方
な
い
」
が
四
四
・

二
％
、「
考
え
直
す
よ
う
に
言
う
」
が
一
七
・
七
％
で
す
。
あ
わ
せ

て
、六
割
で
す
。
Ｂ
に
参
考
と
し
て
あ
げ
ま
し
た
が
、一
九
八
七
年
九

月
に
奈
良
県
が
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

し
て
、「
同
和
地
区
外
の
人
は
ど
う
い
う
場
合
に
同
和
地
区
の
人
を
気

に
し
た
り
意
識
す
る
と
考
え
る
か
」
と
い
う
質
問
に
「
同
和
地
区
の

人
と
結
婚
す
る
と
き
」
と
い
う
答
え
が
六
五
・
六
％
あ
り
ま
し
た
。

質
問
の
中
身
も
答
え
方
も
違
い
ま
す
の
で
単
純
に
比
較
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
結
婚
に
関
わ
っ
て
否
定
的
な
考
え
を
示
す
人
が
六
割
前
後
い

る
と
い
う
数
字
は
、
一
九
八
七
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
、
お
よ
そ

二
〇
年
た
っ
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

つ
づ
い
て
Ⅰ
―
２
―
②
を
み
て
く
だ
さ
い
。
二
〇
〇
九
年
一
〇
月

に
奈
良
県
の
解
放
同
盟
が
県
内
の
六
地
区
を
選
ん
で
実
態
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
住
民
に
部
落
差
別
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
七

割
く
ら
い
の
人
が
、「
差
別
が
あ
る
」「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
差
別
が

あ
る
」
と
い
う
回
答
を
し
て
い
ま
す
。
奈
良
県
民
の
六
割
が
否
定
的

な
回
答
を
し
、
一
方
で
、
同
和
地
区
住
民
の
七
割
が
差
別
が
あ
る
と

回
答
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、
今
部
落
問
題
を
め
ぐ
っ
て
解
決
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
一
つ
は
高
齢
化
と
少
子
化
を
背
景
と
し
た
人

口
減
少
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
い
く
と
集
落
と
し
て
の

機
能
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
放
置
は
で
き
ま

せ
ん
。
も
う
一
つ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
や
啓
発
に
も
か
か
わ
ら
ず

容
易
に
衰
え
て
い
な
い
差
別
意
識
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
の
二
つ
を

解
決
す
べ
き
課
題
と
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

Ⅱ　

大
正
期
の
部
落
問
題
を
め
ぐ
る
課
題
と
は
何
か

　

そ
の
上
で
、
一
気
に
歴
史
を
九
〇
年
さ
か
の
ぼ
り
ま
し
て
、
大
正

期
の
部
落
問
題
を
め
ぐ
る
課
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
当
時
、
さ
か

ん
に
取
り
組
ま
れ
た
融
和
運
動
や
水
平
社
運
動
は
、
そ
う
し
た
課
題

を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
レ
ジ
ュ
メ

の
Ⅱ
で
考
え
て
い
き
ま
す
。
ち
な
み
に
今
年
は
水
平
社
創
立
九
〇
周

年
に
あ
た
り
ま
す
が
、
奈
良
県
で
は
、
一
九
一
二
年
に
大
和
同
志
会

と
い
う
融
和
団
体
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
創
立
一
〇
〇
周
年
に
な
り

ま
す
。
奈
良
県
で
は
水
平
社
九
〇
周
年
と
大
和
同
志
会
一
〇
〇
年
を

同
時
に
記
念
す
る
年
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅱ
―
１
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
①
～
④
と
⑥
は
、
表

１
で
み
た
一
四
の
地
区
の
う
ち
、
融
和
運
動
や
水
平
社
運
動
が
盛
ん

で
あ
っ
た
地
区
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
地
区
の
大
正
時

代
の
人
口
変
化
を
確
か
め
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
②
橿
原
市
の
Ｆ

は
、
明
治
期
か
ら
マ
ッ
チ
生
産
や
土
木
業
が
盛
ん
で
し
た
。
松
本
長

八
と
い
う
人
が
奈
良
県
水
平
社
の
初
代
委
員
長
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
奈
良
県
水
平
社
は
西
光
万
吉
、
阪
本
清
一
郎
、
駒

井
喜
作
と
い
っ
た
人
び
と
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ
ま
す
が
、
年

が
若
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
全
国
水
平
社
が
で
き
た
あ

と
は
全
国
的
に
活
動
し
ま
す
の
で
、
彼
ら
よ
り
も
少
し
年
上
で
土
木

業
を
営
ん
で
い
た
松
本
長
八
が
初
代
委
員
長
に
な
り
ま
す
。
こ
の
Ｆ

の
人
口
は
大
正
期
を
通
じ
て
一
・
四
倍
に
増
え
ま
す
。

　

③
御
所
市
の
の
Ｇ
は
履
物
生
産
が
盛
ん
で
、
水
平
社
の
時
代
か
ら

戦
後
の
部
落
解
放
運
動
に
い
た
る
ま
で
活
躍
し
た
木
村
京
太
郎
の
出

身
の
部
落
で
す
。
住
井
す
え
『
橋
の
な
い
川
』
の
主
人
公
の
部
落
の

モ
デ
ル
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
も
大
正
初
期
か
ら
中
期
に
か

け
て
人
口
が
増
え
て
い
ま
す
。
④
御
所
市
の
Ｊ
は
、
後
期
の
大
和
同

志
会
を
指
導
し
た
吉
川
吉
治
郎
と
い
う
人
が
出
て
く
る
部
落
で
す
。

こ
こ
も
か
な
り
増
え
て
い
ま
す
。
⑤
は
表
１
に
は
登
場
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
西
光
万
吉
、
阪
本
清
一
郎
、
駒
井
喜
作
を
生
み
出
し
た
部
落

で
す
。
こ
こ
も
一
・
五
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。
⑥
菟
田
野
町

の
Ｋ
、
こ
こ
も
水
平
社
運
動
が
お
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
み
て
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き
た
②
～
⑤
と
比
べ
る
と
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
人
口
が

二
割
近
く
増
え
て
い
ま
す
。

　

①
奈
良
市
の
Ｂ
は
先
ほ
ど
述
べ
た
大
和
同
志
会
を
創
立
し
た
松
井

庄
五
郎
出
身
の
部
落
で
す
。
履
物
生
産
な
ど
が
盛
ん
で
し
た
が
、
こ

こ
は
あ
ま
り
人
口
が
伸
び
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
人
口
が
横
ば

い
と
な
っ
た
地
区
も
あ
り
ま
し
た
が
、
お
お
む
ね
、
こ
の
時
期
の
奈

良
県
の
部
落
で
は
人
口
が
か
な
り
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま

す
。

　

最
近
、
京
都
府
綴
喜
郡
井
手
町
の
部
落
史
に
つ
い
て
調
べ
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
江
戸
時
代
か
ら
履
物
生
産
が
盛
ん
で
、
明

治
時
代
中
期
以
降
は
土
木
業
が
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
水
平
運
動

の
活
動
も
み
ら
れ
ま
す
が
、
あ
ま
り
大
き
く
は
な
ら
ず
、
融
和
運
動

団
体
親
和
会
の
拠
点
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
も
⑦
に
み
る
よ

う
に
人
口
が
大
き
く
伸
び
て
い
ま
す
。

　

以
上
を
総
括
し
ま
す
と
、
融
和
運
動
や
水
平
社
運
動
が
取
り
組
ま

れ
た
部
落
の
多
く
で
は
大
正
前
期
に
急
激
な
人
口
の
増
加
が
生
じ
て

い
た
と
い
え
ま
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
を
背
景
に
し
て
日
本
の
経
済

の
あ
り
よ
う
が
大
き
く
変
化
を
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
変
化
を
背
景

に
し
て
部
落
産
業
も
急
激
に
発
展
し
て
人
口
増
が
生
じ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
に
と
も
な
う
生
活
環
境
の
大
き
な
変
化
や
流
入
者
の

急
増
を
背
景
と
し
た
共
同
体
規
制
の
弛
緩
。
こ
う
し
た
こ
と
が
さ
ま

ざ
ま
な
運
動
が
取
り
組
ま
れ
て
く
る
背
景
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

次
に
Ⅱ
―
２
を
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
一
九
一
五
年
の
『
奈
良

県
風
俗
誌
』
と
い
う
史
料
か
ら
被
差
別
部
落
に
対
す
る
意
識
に
関
す

る
記
述
を
抽
出
し
た
も
の
で
す
。『
奈
良
県
風
俗
誌
』
と
は
、大
正
天

皇
即
位
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
奈
良
県
内
で
風
俗
調
査
を
実

施
し
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
な
か
に
「
細
民
部
落
」
と
い
う
項

目
が
あ
り
、
調
査
地
域
の
部
落
の
現
状
や
、
周
辺
住
民
の
意
識
な
ど

に
つ
い
て
記
述
し
て
い
ま
す
。

　

①
は
宇
陀
郡
曽
爾
村
と
い
う
奈
良
県
東
部
の
山
間
地
域
の
村
の
調

査
か
ら
取
り
出
し
た
も
の
で
す
。こ
の
村
に
あ
る
部
落
の
収
入
は「
一

般
と
異
な
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
経
済
状
態
は
周
辺
地
域
と
あ
ま
り

変
わ
り
が
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
部
落
を
周
辺
の
人
々
が
ど
う

み
て
い
る
か
と
い
う
と
、「
一
般
人
民
は
何
と
な
く
異
な
れ
る
が
如
き

感
を
有
し
」、何
と
な
く
違
っ
て
い
る
と
思
う
よ
う
な
感
覚
を
有
し
て

い
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
の
②
は
北
葛
城
郡
上
牧
村
の
部
落
で
す
が
、
上
牧
村
と
い
う
の

は
奈
良
県
の
西
部
に
あ
り
、
大
阪
へ
の
近
さ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
こ
の
村
の
部
落
で
は
明
治
の
後
半
か
ら
履
物
産
業
が
大
変
活
発
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に
お
こ
り
ま
し
て
、
水
平
社
の
活
動
も
盛
ん
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
こ
の
経
済
状
態
に
つ
い
て
は
、「
職
業
の
主
な
る
も
の
は
農
業
に

し
て
、
其
の
収
入
又
一
般
の
農
家
と
変
り
な
け
れ
と
も
、
部
落
特
有

の
副
産
業
と
し
て
各
戸
に
周
く
行
へ
る
は
麻
裏
用
の
晒
表
を
作
る
こ

と
な
り
。（
中
略
）
其
の
収
入
一
般
と
異
な
ら
す
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
や
は
り
周
辺
地
域
と
大
差
は
な
い
と
い
う
認
識
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
周
辺
の
人
が
、
こ
の
部
落
を
ど
う
み
て
い
る
か
と
い
う
と
、

「
一
般
民
は
今
も
尚
部
落
民
を
嫌
忌
し
、
こ
れ
と
交
る
を
厭
ふ
風
あ

り
、
其
は
単
に
習
慣
上
何
か
な
し
に
嫌
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
厭
ふ
」「
嫌
ふ
」
の
明
確
な
理
由
に
つ
い
て
は
、調
査
し
た
人
に
も

は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
、「
習
慣
上
何
か
な
し
に
」
と
し
か
書
き
よ

う
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
書
い
た
地
元
の
小

学
校
の
校
長
先
生
は
、
部
落
問
題
に
心
を
痛
め
、
そ
の
解
決
の
た
め

に
奔
走
し
て
い
た
人
物
で
す
。
融
和
教
育
と
い
わ
れ
る
も
の
の
先
駆

を
な
す
人
だ
と
評
価
し
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
が
続
い
て

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
彼
等
は
余
り
不
清
潔
な
り
と
い
ふ

と
、
彼
等
は
執
拗
に
し
て
物
事
を
兎
角
大
袈
裟
に
し
、
動
も
す
れ
は

多
勢
を
恃
み
て
脅
迫
が
ま
し
き
挙
動
に
出
つ
る
を
怖
る
と
い
ふ
に
あ

る
も
の
ゝ
如
し
」、
部
落
住
民
は
何
か
あ
る
と
大
勢
で
集
団
に
な
っ

て
や
っ
て
く
る
、
そ
れ
を
周
辺
地
域
の
人
び
と
は
恐
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
す
。
集
団
で
く
る
と
い
う
の
は
、
水
平
社
の
糾
弾
活
動
が
始

ま
っ
て
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
意
識
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
を
み
る
と
水
平
社
が
生
ま
れ
る
七
年
前
に
は
す
で
に

部
落
は
集
団
で
く
る
か
ら
怖
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
単
に
糾
弾
が
問
題
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
根

の
深
い
意
識
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

③
は
生
駒
郡
南
生
駒
村
で
す
。
現
在
生
駒
市
と
い
う
大
阪
の
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
る
地
域
の
一
角
に
あ
り
ま
す
。

「
一
般
愛
児
の
念
深
き
が
故
な
る
か
、
又
は
学
問
の
必
要
を
感
じ
た

る
か
、
家
庭
に
於
け
る
児
童
の
復
習
、
厳
に
行
は
し
む
た
め
に
学
級

の
主
位
を
占
む
る
も
の
少
な
か
ら
ず
。（
中
略
）
就
学
歩
合
佳
良
な

り
、
他
に
劣
ら
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
育
に
熱
心
で
児
童
の

成
績
は
優
秀
、
就
学
率
も
よ
ろ
し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
部
落

を
ど
う
み
て
い
る
か
と
い
う
と
、「
該
部
落
民
は
身
は
穢
れ
居
ら
ざ
る

も
火
の
み
穢
れ
居
れ
り
と
て
、
部
落
内
に
於
て
食
事
を
な
す
を
何
人

と
雖
も
之
れ
を
嫌
ふ
」
と
い
う
の
で
す
。
部
落
の
中
で
食
事
を
す
る

こ
と
を
「
火
の
み
穢
れ
居
れ
り
」
と
し
て
嫌
が
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
す
。

　
『
奈
良
県
風
俗
誌
』
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
差
別
意
識
と

は
、
合
理
的
な
説
明
が
む
つ
か
し
い
賤
視
と
か
忌
避
感
が
核
と
な
っ
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て
い
る
よ
う
な
観
念
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

近
代
の
部
落
差
別
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
部
落
の
貧
窮
状
態
か
ら
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
京
都
や
大
阪
の
都
市
部

落
で
は
き
び
し
い
生
活
状
況
が
あ
り
、
奈
良
県
に
お
い
て
も
都
市
的

な
発
展
を
と
げ
て
い
く
地
域
の
部
落
で
は
似
た
よ
う
な
状
況
が
み
ら

れ
ま
す
。確
か
に
そ
う
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、貧
し
い
が
故
に
う
け

る
蔑
み
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
近
代
の
差
別
を
そ
う
し
た
も
の
に
収
れ
ん
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
上
記
の
三
例
に
み
る
よ
う
に
、
生
活
の

低
位
性
や
劣
悪
な
環
境
が
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
部
落
に
向
け
ら
れ
る

原
初
的
な
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
差
別
意
識
―
こ
う
し
た
も
の
が

近
代
に
な
っ
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
と

考
え
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
大
正
期
に
部
落
問
題
を
解

決
し
よ
う
と
考
え
た
人
々
が
直
面
し
た
課
題
は
、
急
激
な
人
口
増
加

に
伴
う
地
域
の
変
化
と
混
乱
―
こ
れ
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
こ

と
が
一
つ
で
す
。
も
う
一
つ
は
合
理
的
な
説
明
も
で
き
な
い
よ
う
な

意
識
も
含
め
た
き
び
し
い
差
別
に
ど
う
立
ち
向
か
う
か
、
以
上
の
二

つ
に
整
理
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

Ⅲ　

大
正
期
の
運
動
は
ど
の
よ
う
に
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
か

　

以
上
の
よ
う
に
整
理
し
た
上
で
、
大
正
時
代
の
運
動
は
前
記
の
課

題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
み
て
い
き
ま
し
ょ

う
。ま
ず
、奈
良
県
で
創
立
さ
れ
た
大
和
同
志
会
の
運
動
に
注
目
し
て

み
ま
す
。
大
和
同
志
会
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
松
井
庄
五
郎
と
い
う

人
物
で
す
。
先
ほ
ど
の
表
１
で
み
る
と
、
奈
良
市
の
Ｂ
の
出
身
で
、

東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
獣
医
の
資
格
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
東
京

で
学
ん
だ
の
ち
、
奈
良
に
帰
っ
て
か
ら
は
牛
肉
店
を
営
み
、
奈
良
市

内
を
中
心
に
た
く
さ
ん
の
店
舗
を
展
開
し
た
と
い
う
経
営
者
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　

大
和
同
志
会
は『
明
治
之
光
』と
い
う
機
関
誌
を
発
行
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
『
明
治
之
光
』
に
、
松
井
が
「
我
徒
の
蹶
起
を
望
む
」
と

い
う
文
章
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅲ
―
１
―
①
を
ご
ら

ん
く
だ
さ
い
。「
吾
人
は
同
胞
に
敢
て
蹶
起
て
ふ
こ
と
を
望
む
所
以
は

他
に
あ
ら
ず
（
中
略
）
／
先
ず
第
一
に
吾
人
の
最
も
急
激
に
更
改
を

需
め
ん
と
す
る
は
中
流
以
下
の
風
儀
に
あ
る
と
思
ふ
」、ま
ず
経
済
的

に
中
流
以
下
の
人
の
風
儀
を
改
め
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
第
二
に
自

覚
と
自
治
を
必
要
と
す
（
中
略
）
／
我
徒
の
志
士
蹶
起
せ
よ
、
自
覚

せ
よ
、
自
治
を
鞏
固
に
せ
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

こ
の
背
後
に
は
部
落
の
人
口
が
急
激
に
増
加
を
し
て
く
る
、
様
々
な
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人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
旧
来
の
地
域
の
自
治
が
保
た
れ
に
く
く
な
っ

て
く
る
、
そ
う
い
う
こ
と
へ
の
危
機
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
『
明
治
之
光
』
に
は
京
都
の
人
た
ち
が
さ
か
ん
に
論
文
を
投

稿
し
た
り
協
力
し
て
い
ま
す
。
明
石
民
蔵
と
い
う
柳
原
の
指
導
者
が

「
京
都
府
同
志
会
の
組
織
を
企
図
し
府
下
同
憂
の
志
士
に
檄
を
飛

す
」
と
い
う
長
い
題
名
の
つ
い
た
文
章
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
次
の

②
を
み
て
く
だ
さ
い
。「
在
来
の
如
く
世
の
覚
醒
を
待
つ
て
自
己
の
幸

福
を
増
進
し
、
利
権
を
伸
張
せ
ん
と
す
る
が
如
き
姑
息
手
段
に
依
ら

ず
、
大
に
自
動
的
活
動
を
起
し
、
以
て
内
を
整
へ
外
に
向
へ
ん
と
欲

す
」、
世
の
中
が
目
覚
め
る
の
を
待
つ
な
ど
と
い
う
姑
息
な
手
段
を

と
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
自
分
た
ち
が
主
体
的
な
活
動
を
起
こ
そ
う

と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
大
和
同
志
会
の
活
動
は
融
和
運
動
と
よ
ば

れ
、
従
来
は
あ
ま
り
高
い
評
価
を
受
け
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
明
石
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
の
ち
に
水
平
社
が
か

か
げ
る
こ
と
に
な
る
「
自
ら
解
放
せ
ん
と
す
る
者
の
集
団
運
動
」
と

い
う
発
想
が
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
す
を
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
は
「
参
考
」
と
し
て
、『
明
治
之
光
』
2
巻
1
号
（
一

九
一
三
年
の
正
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
全
五
一
頁
に
わ
た
る
広
告
の

う
ち
、
京
都
府
内
の
個
人
や
団
体
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
ま

と
め
て
み
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
が
柳
原
の
個
人
や
団
体
で
、
多
く
は

皮
革
や
履
物
関
係
の
事
業
を
し
て
い
た
人
び
と
で
す
。
下
の
方
に

「
京
都
市　

益
井
信
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
益
井
信

と
い
う
人
物
は
綴
喜
郡
井
手
町
の
部
落
出
身
で
、
眼
科
医
に
な
っ
て

京
都
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
名
医
と
な
っ
た
人
で
し
た
。
最
後
に
京
都

市
の
山
岡
商
店
と
い
う
名
前
が
出
て
い
ま
す
が
、
経
営
者
は
山
岡
末

吉
と
い
う
人
で
し
た
。
奈
良
の
松
井
庄
五
郎
と
は
親
し
か
っ
た
と
思

わ
れ
、
こ
の
号
以
外
に
も
多
く
の
広
告
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
山

岡
は
、
京
都
の
水
平
社
運
動
の
指
導
者
で
、
全
国
水
平
社
の
委
員
長

も
つ
と
め
た
南
梅
吉
と
も
関
係
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
お
そ
ら
く
水
平

社
の
活
動
資
金
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
南
に
お
金
を
貸
し
て
い
ま
す

（
白
石
正
明
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。融
和
運
動
に
も
水
平
社
運
動
に

も
両
方
に
顔
を
だ
す
経
営
者
で
し
て
、
な
か
な
か
興
味
深
い
人
だ
な

と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
人
物
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

融
和
運
動
の
話
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
お
い
て
、
次
に
レ
ジ
ュ
メ

の
Ⅲ
―
２
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
こ
こ
か
ら
は
水
平
社
運
動
に
つ
い

て
述
べ
て
い
き
ま
す
。
水
平
社
は
大
正
期
の
諸
課
題
を
ど
の
よ
う
に

解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

①
と
し
て
ま
と
め
た
よ
う
に
、
融
和
運
動
が
め
ざ
し
た
こ
と
は
、
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自
覚
と
自
治
を
重
ん
じ
て
自
ら
の
手
で
部
落
問
題
を
解
決
す
る
力
を

高
め
て
い
く
と
と
も
に
、
具
体
的
な
改
善
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

差
別
意
識
の
解
消
に
つ
と
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
一
方
創
立
期
の
水
平
社
も
ま
た
、
大
和
同
志
会
が
も
っ
て
い
た

「
自
治
を
鞏
固
に
せ
よ
」、
と
か
「
大
に
自
動
的
活
動
を
起
し
」
と

い
っ
た
自
覚
と
自
治
と
い
う
よ
う
な
問
題
意
識
を
受
け
継
い
で
い
ま

す
。
こ
う
し
た
意
識
が
、先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、水
平
社
宣
言
の

な
か
の
「
自
ら
解
放
せ
ん
と
す
る
者
の
集
団
運
動
」
と
い
っ
た
言
葉

に
結
実
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、

部
落
の
歴
史
を
誇
り
う
る
も
の
と
し
て
描
き
出
し
て
価
値
観
の
転
換

を
一
気
に
は
か
ろ
う
と
し
た
と
い
う
点
が
創
立
期
の
水
平
社
の
特
徴

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
②
に
奈
良
県
の
初
期
の
運
動
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み

ま
し
た
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
当
時
の
部
落
が
直
面
し
て
い
た
社
会
的

経
済
的
状
況
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
が
、
部
落
内
の
経
済
格
差
が
拡

大
し
て
様
々
な
矛
盾
が
表
面
化
し
て
い
た
と
は
い
え
、
大
阪
や
京
都

の
都
市
部
に
比
べ
て
そ
の
解
決
が
さ
ほ
ど
差
し
迫
っ
た
問
題
と
な
っ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
奈
良
県
の
初
期
の
水
平
社
運
動
の
指
導
者
の
多
く
は

部
落
の
有
力
者
の
子
弟
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
京
都
の
水
平

社
運
動
の
指
導
者
は
、
た
と
え
ば
桜
田
規
矩
三
、
菱
野
貞
次
、
朝
田

善
之
助
と
い
っ
た
人
を
考
え
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
裕
福
と
は
い
え

な
い
労
働
者
の
家
庭
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
人
々
と
い
え
る
で
し
ょ
う

が
、奈
良
県
の
指
導
者
の
多
く
は
、生
家
が
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、

上
級
学
校
へ
の
進
学
も
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
人
々
で
す
。
こ
の
点

は
、
京
都
の
よ
う
な
都
市
部
の
水
平
社
運
動
と
の
大
き
な
違
い
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
三
つ
目
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
す

が
、
奈
良
県
の
運
動
で
は
、
差
別
を
意
識
や
観
念
の
レ
ベ
ル
で
捉
え

て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
比
較
的
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど

み
ま
し
た
『
奈
良
県
風
俗
誌
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、「
何
と
な
く
異

な
れ
る
」
と
か
、「
習
慣
上
何
か
な
し
に
嫌
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
周
辺

住
民
の
意
識
に
奈
良
県
の
水
平
社
運
動
の
指
導
者
た
ち
は
直
面
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
京
都
の
都
市
部
の

よ
う
に
、
部
落
住
民
の
多
く
が
き
び
し
い
生
活
状
況
に
お
ち
い
っ
て

い
く
な
か
で
差
別
の
問
題
に
立
ち
向
か
っ
た
人
々
と
は
、
問
題
の
立

て
方
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
初
期
の
奈
良
県
水
平
社
運
動
の
考
え

方
を
よ
く
示
し
て
い
る
史
料
を
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。

一
九
二
二
年
九
月
、
奈
良
県
水
平
社
が
開
い
た
委
員
会
の
決
議
と
い
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う
も
の
で
す
。
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
不
合
理
な
る
差
別
撤
廃
に
当
っ
て
先
づ
吾
等
の
と
る
可
き

手
段
は
何
々
か
、
勿
論
こ
れ
が
卑
下
と
賤
視
の
二
つ
の
感
情
の

相
互
作
用
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
卑
下
の
体
験
者
は
、

卑
下
の
賤
視
の
体
験
者
は
、
賤
視
の
各
感
情
の
矯
正
に
努
め
る

事
が
至
当
で
あ
ろ
う

　

文
章
が
や
や
乱
れ
て
お
り
ま
し
て
、
何
を
い
い
た
い
の
か
わ
か
り

に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、「
卑
下
と
賤
視
」
を
重
視
し
、
そ
の

「
矯
正
」
こ
そ
が
何
よ
り
も
大
事
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
ご
理
解

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
ま

す
。

吾
等
の
生
活
改
善
と
云
ひ
風
俗
矯
正
と
云
ひ
、
皆
な
枝
葉
の
問

題
で
あ
り
、
余
件
的
手
段
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
そ
し
て
根
本
的

問
題
は
賤
視
と
卑
下
の
感
情
の
矯
正
を
必
須
の
条
件
と
す
る
事

に
依
っ
て
の
み
解
決
す
る
も
の
で
あ
る

　
「
卑
下
と
賤
視
の
感
情
の
矯
正
」、
つ
ま
り
差
別
意
識
を
改
め
て
い

く
こ
と
が
、
も
っ
と
も
大
切
な
「
必
須
の
条
件
」
で
あ
っ
て
、「
生
活

改
善
」
や
「
風
俗
矯
正
」
な
ど
は
「
枝
葉
の
問
題
」
で
あ
り
、
重
要

で
は
な
い
「
余
件
的
」
な
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
続
い

て
、

彼
等
が
今
尚
ほ
不
合
理
な
る
因
襲
に
因
は
れ
て
賤
視
観
念
を
抱

懐
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
よ
り
解
放
さ
れ
る
べ
き
は
寧
ろ
自
覚

せ
ざ
る
彼
等
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
あ
り
ま
す
。「
解
放
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、今
な
お
、

差
別
意
識
を
抱
き
続
け
て
い
る
「
彼
等
」、部
落
外
住
民
で
は
な
い
の

か
と
い
う
の
で
す
。
重
要
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

　

奈
良
県
の
水
平
社
運
動
は
、
こ
の
よ
う
に
問
題
を
立
て
な
が
ら
運

動
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
期
も
末
期
に
な
る
と

し
だ
い
に
不
況
が
深
刻
化
し
、
多
く
の
部
落
産
業
も
行
き
詰
ま
り
を

み
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
京
都
や
大
阪
の
都
市
部
ほ
ど
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
奈
良
の
部
落
産
業
も
し
だ
い
に
環
境
が
き
び
し
く
な
り
、

失
業
者
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
昭
和
恐
慌
以
降
は
さ
ら

に
深
刻
な
状
態
と
な
り
、
奈
良
県
の
水
平
社
運
動
の
な
か
か
ら
も
生

活
改
善
の
た
め
に
行
政
か
ら
資
金
援
助
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
動
き

が
で
て
き
ま
す
。
差
別
に
た
い
す
る
賠
償
金
と
し
て
と
る
べ
き
だ
と

い
う
論
理
が
編
み
出
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
生
活
改
善

を
「
枝
葉
」
の
問
題
だ
と
い
っ
て
き
た
は
ず
な
の
で
す
が
、
も
は
や

こ
れ
こ
そ
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
か
ら
社
会
主
義
運
動
へ
の
接
近
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
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り
、
労
働
運
動
や
農
民
運
動
に
連
携
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
ら
わ

れ
て
き
ま
す
。奈
良
県
に
は
大
き
な
工
場
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、労
働

争
議
は
さ
ほ
ど
発
生
し
ま
せ
ん
が
、
小
作
争
議
は
多
数
発
生
し
た
県

の
一
つ
で
、
そ
の
現
場
に
水
平
社
の
一
部
の
指
導
者
が
出
向
き
、
運

動
の
支
援
や
指
導
に
あ
た
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う

し
た
い
わ
ば
左
翼
的
に
運
動
が
展
開
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
根

強
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
四
つ
目
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅲ
―
２
―
②
の
Ｄ
に
示
し
て
お
り
ま

す
が
、
全
国
水
平
社
の
機
関
誌
『
水
平
新
聞
』
第
一
〇
号
（
一
九
二

五
年
六
月
）
の
「
奈
良
県
附
録
」
に
山
本
八
郎
と
い
う
人
が
「
水
平

運
動
の
真
髄
に
向
か
つ
て
猛
進
せ
よ
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
て
い

ま
す
。
山
本
八
郎
は
先
ほ
ど
の
表
１
の
Ｋ
と
い
う
部
落
の
人
で
す
。

次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。

近
頃
各
地
で
発
行
さ
れ
て
ゐ
る
水
平
社
の
機
関
紙
を
見
る
に
、

各
々
申
合
せ
た
様
に
労
働
運
動
と
か
農
民
運
動
等
の
活
字
が
網

羅
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
の
間
も
三
重
県
の
某
新
聞
紙
上
に
一
部
落

青
年
が
、
「
水
平
社
と
農
民
組
合
の
提
携
の
必
要
」
を
論
じ
て

ゐ
た
が
、
吾
々
の
運
動
は
未
だ
彼
等
と
提
携
す
る
に
至
る
迄
に

進
展
し
て
ゐ
な
い
と
思
ふ
。
（
中
略
）
吾
等
の
綱
領
に
は
経
済

上
の
要
求
も
あ
る
け
れ
共
、
そ
れ
は
第
二
の
問
題
で
あ
つ
て
、

吾
等
の
今
迄
体
験
し
て
来
た
人
間
冒
涜
に
対
す
る
人
権
獲
得
運

動
は
、
小
作
人
の
年
貢
米
軽
減
運
動
や
労
働
者
の
賃
銀
値
上
げ

問
題
と
同
一
の
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
べ
き
性
質
の
物
で
は
な
い
。

／
過
去
を
顧
み
れ
ば
、
彼
等
一
般
小
作
人
も
労
働
者
も
、
我
等

の
先
祖
を
虐
げ
苦
し
め
て
来
た
差
別
者
で
は
な
い
か
。

　

差
別
撤
廃
の
取
り
組
み
と
、
小
作
人
の
年
貢
軽
減
や
労
働
者
の
賃

上
げ
と
い
っ
た
経
済
闘
争
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
容
易
に

提
携
な
ど
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
す
。
こ
の
よ
う
に
水
平

社
の
ボ
ル
派
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
左
翼
的
な
潮
流
を
批
判
す
る
動
き

が
奈
良
県
の
水
平
社
の
底
流
に
ず
っ
と
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

以
上
、
四
点
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
奈
良
県
の
水
平
社
運

動
の
特
徴
を
、
京
都
の
運
動
と
比
べ
て
み
る
と
か
な
り
の
違
い
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
比
較
を
レ
ジ
ュ
メ
の
次
の
③
で
簡
単

に
行
っ
て
お
き
ま
し
た
。
京
都
は
全
国
水
平
社
の
創
立
大
会
も
行
わ

れ
、
南
梅
吉
の
よ
う
な
委
員
長
も
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
初
期
の

運
動
は
京
都
で
は
あ
ま
り
大
き
な
広
が
り
を
み
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

『
京
都
の
部
落
史
２　

近
現
代
』（
阿
吽
社
、一
九
九
一
年
）
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、「
京
都
市
内
に
な
か
な
か
組
織
が
で
き
な
か
っ

た
」
と
い
う
の
が
現
状
で
、
京
都
府
内
を
み
て
も
「
南
山
城
の
井
手

と
笠
置
の
二
カ
所
に
拠
点
を
も
っ
た
」に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
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こ
う
し
た
京
都
の
状
況
と
比
べ
る
と
、
奈
良
は
か
な
り
違
っ
て
い

ま
す
。
奈
良
県
で
は
短
期
間
の
間
に
京
都
に
比
べ
る
と
多
く
の
部
落

に
運
動
が
広
が
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
水
平
社
だ
け
で

な
く
、大
和
同
志
会
の
運
動
で
も
『
明
治
之
光
』
を
出
し
た
と
き
に
奈

良
県
の
部
落
の
半
分
く
ら
い
か
ら
賛
同
広
告
が
集
っ
て
い
ま
す
し
、

奈
良
県
水
平
社
が
創
立
さ
れ
る
と
、
や
は
り
半
分
程
度
の
部
落
に
同

調
の
動
き
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
ら
わ
れ
る
要

因
と
し
て
、
一
つ
は
指
導
者
の
基
盤
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
奈
良
の
場
合
は
、
先
ほ
ど
も
述
べ

た
よ
う
に
、
そ
の
部
落
に
古
く
か
ら
根
づ
い
て
い
る
旧
家
の
子
弟
が

運
動
の
先
頭
に
立
ち
ま
す
が
、
京
都
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
基
盤
を
も
つ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。し
か
も
、桜
田
規
矩
三
は
奈
良
県
出
身
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
し
、

朝
田
善
之
助
は
滋
賀
県
出
身
と
い
う
こ
と
で
す
。
奈
良
県
の
よ
う
な

農
村
部
に
お
い
て
は
他
の
地
域
か
ら
来
た
、
い
わ
ば
他
所
者
が
主
導

権
を
に
ぎ
る
と
い
う
現
象
は
容
易
に
は
生
じ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
京
都

で
可
能
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
さ
す
が
に
都
市
は
違
う
な

と
思
い
ま
す
。

　

同
時
に
京
都
は
無
産
運
動
の
拠
点
と
な
る
都
市
の
一
つ
で
、
そ
の

こ
と
が
水
平
社
運
動
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。運
動
に
先
鋭
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
、つ
い
て
い
け
な
い
人

も
た
く
さ
ん
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
奈
良
の
運
動
を
み
て
み

ま
す
と
、
先
鋭
的
な
、
た
と
え
ば
全
国
水
平
社
青
年
同
盟
に
加
盟
し

て
活
動
す
る
人
々
も
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
部
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
昭
和
期
の
奈
良
県
の
部
落
に
設
け
ら
れ
た

区
会
や
部
落
会
、
現
代
の
自
治
会
に
あ
た
る
組
織
で
す
が
、
こ
う
し

た
組
織
の
史
料
を
み
る
と
、
水
平
社
担
当
と
い
っ
た
よ
う
な
役
割
を

設
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
部
落
で
は

自
治
会
活
動
と
水
平
社
運
動
が
重
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
地
域
の

共
同
体
規
制
の
な
か
に
水
平
社
も
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
言
で
水
平
社
運
動
と
い
っ
て
も
、

農
村
的
な
基
盤
を
も
つ
と
こ
ろ
と
都
市
的
な
基
盤
を
も
つ
と
こ
ろ
と

で
は
随
分
と
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

Ⅳ　

今
後
、
ど
の
よ
う
に
課
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か

　
　
　

―
運
動
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と

　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
未
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
課
題
を
解
決
し

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
本
日
の
話
を
整
理

し
て
み
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅳ
―
１
に
記
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
大
正
期
の
部
落
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に
は
急
激
な
人
口
増
加
が
起
き
て
生
活
環
境
の
激
変
や
共
同
体
規
制

の
弛
緩
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
が
、

松
井
庄
五
郎
の
「
自
治
を
鞏
固
に
せ
よ
」
と
か
、
明
石
民
蔵
の
「
大

に
自
動
的
活
動
を
起
」
こ
そ
う
と
い
っ
た
、
自
覚
や
自
治
を
高
め
よ

う
と
す
る
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
水
平
社
に

も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
自
覚
と
自
治
は
現
代
を
生

き
る
私
た
ち
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。
高
度
経
済
成

長
の
時
代
は
地
域
の
多
く
の
課
題
の
解
決
を
行
政
に
ゆ
だ
ね
る
、
お

ま
か
せ
民
主
主
義
が
通
用
し
ま
し
た
が
、
も
は
や
そ
う
し
た
手
法
を

使
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
行
政
に
対
し
て
要
求
す
る
だ

け
で
な
く
、
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
思
う

が
、
こ
れ
に
対
し
て
行
政
は
ど
の
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
の

か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
提
案
を
行
う
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
覚

と
自
治
を
も
っ
て
自
分
た
ち
で
課
題
を
み
つ
け
、
そ
の
解
決
の
方
向

を
考
え
る
と
い
う
姿
勢
を
も
つ
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う

し
た
視
点
に
立
て
ば
、
大
正
期
の
運
動
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
課
題
は
部
落
差
別
撤
廃
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い

く
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
は
、
水
平
社
が

提
起
し
た
よ
う
に
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
部
落
の
歴
史
を
高
く
評

価
し
価
値
観
の
転
換
を
図
る
こ
と
、
そ
し
て
周
辺
住
民
の
も
つ
差
別

意
識
そ
の
も
の
を
撃
つ
と
い
う
考
え
方
で
し
ょ
う
。
現
在
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の
展
開
や
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
が
進
む
な
か
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
存
在
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
声

を
誰
も
軽
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
れ

か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
の
な
か
で
忍
従
し
て
い
た
人
々
が
声
を
あ

げ
、
社
会
的
に
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の

側
が
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
新
た
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
見
い
だ
さ
れ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
時
代
を
生
き
る
現

代
人
に
と
っ
て
、
水
平
社
が
社
会
に
投
げ
か
け
た
提
起
―
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
尊
厳
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
障
―
に
ど
の
よ
う
に
応
え

る
の
か
は
大
切
な
問
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
大
正
期
の
運
動
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
の
で
す

が
、
一
方
で
、
社
会
状
況
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
Ⅳ
―
２
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
大
正
期

の
運
動
は
水
平
社
に
し
て
も
融
和
運
動
に
し
て
も
右
肩
上
が
り
の
、

社
会
全
体
が
伸
び
て
い
く
時
代
の
運
動
で
し
た
。
第
一
次
大
戦
期
の

日
本
は
高
度
経
済
成
長
の
た
だ
な
か
に
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
日
本

経
済
は
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
一
九
六
〇
年
代
の
成
長
と
比
べ
て

も
遜
色
の
な
い
よ
う
な
伸
び
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
時
代
を
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背
景
に
部
落
産
業
が
成
長
し
、
部
落
の
人
口
も
増
加
し
て
い
き
ま
し

た
。
一
方
、
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減

少
と
低
成
長
と
い
う
時
代
の
な
か
で
差
別
撤
廃
の
実
現
と
い
う
課
題

に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

が
、
自
覚
や
自
治
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
尊
厳
と
い
っ
た
思
想
や
理
念

は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
基

盤
と
な
る
社
会
状
況
が
違
う
の
で
、
水
平
社
運
動
の
手
法
や
戦
術
な

ど
に
つ
い
て
は
学
ぶ
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、
Ⅳ
―
３
、
差
別
撤
廃
の
道
筋
を
ど
の
よ
う
に
展
望
す
る

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
答
え
は
簡

単
に
み
つ
か
り
ま
せ
ん
。
部
落
だ
け
の
取
り
組
み
で
解
決
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
各
地
域
共
同
の
課
題
と
し
て
模
索
し
て
い
く
よ
う
な

智
恵
と
創
意
と
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
部
落
で
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
可
能
性

に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
少
子
高
齢
化
は
各
地
域
に
共
通
す
る
課

題
で
す
。
部
落
で
は
少
子
高
齢
化
が
先
ん
じ
て
進
ん
で
い
る
よ
う
で

す
か
ら
、こ
う
し
た
地
域
で
ど
の
よ
う
な
展
望
が
切
り
開
け
る
か
、明

ら
か
に
で
き
れ
ば
日
本
の
社
会
全
体
に
益
す
る
も
の
が
大
き
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
共
通
の
課
題
の
解
決
を
め
ざ
し
て
周
辺
地

域
と
の
共
同
の
取
り
組
み
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
か
、
こ
う
し

た
と
こ
ろ
か
ら
も
展
望
が
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

少
子
高
齢
化
が
地
域
共
通
の
課
題
で
あ
る
と
す
る
と
、
差
別
の
撤
廃

は
地
域
が
共
有
す
べ
き
課
題
で
す
。
部
落
差
別
だ
け
で
は
な
く
、
子

ど
も
や
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
の
人
権
問
題
、
い
じ
め
や
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
い
た
る
ま
で
多
様
な
抑
圧
や
排
除
、
忌
避
な
ど
が
解
決
さ
れ

る
べ
き
課
題
と
し
て
人
々
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

差
別
撤
廃
の
課
題
は
部
落
が
先
ん
じ
て
取
り
組
ん
で
も
解
決
の
道
筋

は
容
易
に
み
え
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
共
有
の
課
題
と
し
て
討
議
を

交
わ
し
な
が
ら
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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部
落
差
別
撤
廃
運
動
と
本
願
寺
教
団
・『
中
外
日
報
』

奥　

本　

武　

裕
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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
に
勤
め
て
お
り
ま
す
奥

本
と
申
し
ま
す
。奈
良
県
で
生
ま
れ
て
育
ち
ま
し
た
が
、龍
谷
大
学
で

仏
教
史
を
専
攻
い
た
し
ま
し
て
、
江
戸
時
代
の
仏
教
の
こ
と
を
勉
強

し
て
き
ま
し
た
。
奈
良
県
で
高
等
学
校
の
教
員
に
な
っ
た
頃
か
ら
、

奈
良
の
部
落
史
研
究
の
お
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江

戸
時
代
の
、
大
和
の
被
差
別
部
落
の
寺
院
の
研
究
か
ら
私
自
身
の
部

落
史
研
究
は
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
や
っ
て

い
く
う
ち
に
近
代
に
入
り
、
最
終
的
に
は
全
国
水
平
社
に
関
わ
る
よ

う
な
問
題
に
ま
で
手
を
伸
ば
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
、

近
代
史
の
研
究
を
や
っ
て
い
た
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
江
戸
時

代
か
ら
ず
っ
と
積
み
重
ね
て
い
っ
た
先
に
近
代
の
こ
と
が
見
え
て
き

た
と
い
う
経
過
で
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
江
戸
時
代
の
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ

た
戦
国
時
代
、
ま
た
逆
に
江
戸
時
代
か
ら
近
代
を
見
通
し
て
明
治
・

大
正
・
昭
和
期
ま
で
含
め
て
で
き
る
だ
け
広
い
時
間
の
ス
パ
ン
の
な

か
で
問
題
を
考
え
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
ご
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
が
「
全
国
水
平
社
を
め

ぐ
っ
て
」
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
の
講
座
の
中
の
一
回
と
い
う
こ
と

で
、「
部
落
差
別
撤
廃
運
動
と
本
願
寺
教
団
・『
中
外
日
報
』」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
実
は
、
今

日
お
話
す
る
『
中
外
日
報
』
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
研

究
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
不
十
分
な
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
、
私
が
ど
の
よ

う
な
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
講
座
で
ほ
か
の
三
人
の
方
々
は
「
全
国
水
平
社
」

と
い
う
言
葉
を
タ
イ
ト
ル
に
つ
け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
私
だ
け

が
「
部
落
差
別
撤
廃
運
動
」
と
い
う
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
用
語
を

使
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、水
平
社
以
外
の
部
落
差
別
を
な
く
そ
う
と
し

て
活
動
し
た
様
々
な
運
動
に
つ
い
て
の
再
検
討
、研
究
が
盛
ん
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。前
回
の
井
岡
さ
ん
の
講
座
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
本
年
は
全
国
水
平
社
の
創
立
九
〇
周
年
で
あ
る
と
と
も

に
、大
和
同
志
会
の
創
立
一
〇
〇
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
多
様
な
運
動

に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
が
、
今
行
わ
れ
て
い
る
研
究
に
は
、
水
平
社
運
動
か
ら
の
距
離
で

そ
の
運
動
の
評
価
を
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
強
い
と
思
い
ま
す
。一
九

七
〇
年
代
の
前
半
に
、『
部
落
解
放
研
究
』
の
創
刊
号
で
、
渡
部
徹
さ

ん
が
部
落
解
放
運
動
を
共
産
主
義
運
動
か
ら
の
距
離
で
評
価
す
る
傾

向
に
つ
い
て
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、
部
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落
改
善
運
動
や
融
和
運
動
を
水
平
社
運
動
か
ら
の
距
離
を
基
準
と
し

て
評
価
し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
は
私
自
身
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。

水
平
社
に
対
す
る
理
解
が
あ
っ
て
、
水
平
社
の
近
く
で
活
動
し
て
い

た
よ
う
な
運
動
、た
と
え
ば
『
同
愛
』
と
い
う
雑
誌
を
だ
し
て
い
た
同

愛
会
、
有
馬
頼
寧
と
い
う
華
族
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
会
で
す
が
、

こ
の
同
愛
会
な
ど
は
水
平
社
に
理
解
が
深
い
の
で
良
い
運
動
だ
と
い

う
評
価
を
さ
れ
、
水
平
社
に
対
し
て
批
判
的
な
活
動
は
評
価
さ
れ
な

い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
部
落
改
善
運

動
と
か
融
和
運
動
、
水
平
社
運
動
、
戦
後
の
部
落
解
放
運
動
と
い
っ

た
部
落
差
別
を
な
く
そ
う
と
い
っ
た
趣
旨
を
も
っ
て
活
動
し
て
き
た

運
動
を
、も
う
一
度
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
が
も
っ
て
い
た
理
念
や
具
体
的

な
活
動
、
意
義
や
限
界
な
ど
を
、
水
平
社
と
い
う
価
値
基
準
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
に
即
し
て
み
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
中
の
汲
み

上
げ
る
べ
き
可
能
性
が
あ
ら
た
め
て
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
水
平
社
自
身
に
つ
い
て
も
、何
年
か
前
に
『
水
平
社
伝
説
か
ら
の

解
放
』
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、な
お
「
伝
説
」
か
ら
の
解

放
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
、
部
落
差
別
を
な
く
そ
う
と
い
う

趣
旨
で
お
こ
な
わ
れ
た
運
動
を
「
部
落
差
別
撤
廃
運
動
」
と
い
う
名

前
で
呼
ん
で
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
提
案
で
も
あ
る
わ

け
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
な
ら
総
称
と
し
て
部
落
解
放
運
動
と
い
う
名

前
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も

か
ま
わ
な
い
の
で
す
が
、部
落
解
放
運
動
と
い
う
と
一
つ
の
流
れ
が
自

動
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
水
平
社
か
ら
戦
後
の
部
落

解
放
同
盟
に
つ
な
が
る
運
動
の
流
れ
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
か
ら

一
旦
自
由
に
な
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
れ
は
水
平
社
や
解

放
運
動
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可

能
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
て
検
討
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、そ
う
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
何
に
注
目
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
二
つ
の
こ
と
に
注
目
し
て
い
ま
す
。一
つ
は

部
落
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
様
々
な
伝
統
に
目
を
む
け
て
い
き
た
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
水
平
社
運
動
に
関
わ
っ
て
は
、か
つ
て
米
騒
動
と
ロ

シ
ア
革
命
か
ら
始
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
議
論
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う

い
っ
た
も
の
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
の
が
先
ほ
ど
の
渡
部
徹
さ
ん

で
す
。
そ
う
い
う
共
産
主
義
に
と
ら
わ
れ
た
よ
う
な
研
究
で
は
だ
め

だ
と
い
う
こ
と
は
相
当
定
着
し
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
の
様
々
な
潮
流
が
水
平
社
を
生
む
準
備
を
し
て
い
っ
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
人
道
主
義
と
か
大
正
時
代
に
起
き
た
親
鸞
ブ
ー
ム
な
ど
が

水
平
社
運
動
の
前
提
と
し
て
語
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
い
つ
も

部
落
の
外
か
ら
入
っ
て
く
る
何
か
の
影
響
を
う
け
な
い
と
運
動
が
成
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立
し
な
い
と
い
う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

京
都
府
も
奈
良
県
も
そ
う
で
す
が
、
こ
の
間
の
部
落
史
研
究
の
深

ま
り
は
、
例
え
ば
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
は
、
経
済
的
に
は
決
し
て
貧

し
い
と
い
う
状
態
の
村
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
、
む
し
ろ
農
村
部
で

は
江
戸
時
代
で
は
大
半
が
安
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
安
定
の
も
と
で
部
落
に
も
寺
子
屋
が

あ
り
子
ど
も
た
ち
が
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
を
や
っ
て
い
た
こ
と
も
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
部
落
の
姿
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
か
ら
何
か
教
え
て
も
ら
わ
な
け

れ
ば
立
ち
上
が
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
疑
問
の
も
と
で
こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
私
が
追
い
か
け
て
き
た
も
の

が
、
浄
土
真
宗
の
本
願
寺
派
の
中
で
お
き
た
「
三さ

ん
ご
う
わ
く
ら
ん

業
惑
乱
」
と
呼
ば

れ
る
教
義
論
争
で
す
。
教
義
の
話
は
複
雑
な
の
で
す
が
、
ご
く
簡
単

に
い
う
と
浄
土
真
宗
の
教
え
と
い
う
の
は
「
他
力
本
願
」
の
中
心
的

な
教
え
で
す
。「
他
力
本
願
」
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
人
々

を
す
べ
て
救
い
た
い
と
い
う
本
願
の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
そ
の
阿

弥
陀
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
の
が
浄
土
真
宗

の
教
え
な
の
で
す
が
、
浄
土
真
宗
の
教
義
の
な
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な

潮
流
が
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
が
「
三さ

ん
ご
う業
帰き
み
ょ
う
せ
つ

命
説
」
と
い
う
も
の
で

す
。

　
「
三
業
」
と
い
う
の
は
、「
身
・
口
・
意
」
を
さ
し
ま
す
。
身
は
体

の
動
き
を
さ
し
ま
す
。
口
は
声
を
出
し
て
言
う
こ
と
で
す
。
意
は
意

識
、
気
持
ち
で
す
。「
帰
命
」
と
い
う
の
は
、
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、「
三
業
帰
命
」
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
に
救
っ
て
も

ら
う
た
め
に
は
、
手
を
合
わ
せ
て
拝
礼
し
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱

え
、
し
か
も
心
か
ら
救
っ
て
下
さ
い
と
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
教
え
で
す
。
現
在
の
浄
土
真
宗
の
考
え
方
か
ら
い
う
と
、「
異い

安あ
ん

心じ
ん

」、
つ
ま
り
異
端
の
教
義
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
の
教
義

か
ら
い
う
と
、「
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
す
る
と
い
う
の
は
間

違
い
な
訳
で
す
。
し
か
し
、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
や
門
徒
さ
ん
は
手
を

あ
わ
せ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
て
い
る
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

る
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
は
助
け
て
く
れ
る
と
い
っ
て
く
れ
た
阿
弥
陀

如
来
の
恩
に
報
い
る
た
め
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
後
半
ま
で
主
流
だ
っ
た
の
は
「
三
業
帰
命
説
」
の
方

だ
っ
た
の
で
す
が
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
一
九
世
紀
の
初
め

に
か
け
て
、
こ
れ
が
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
で
大
論
争
が
お
き
ま
し

た
。
西
本
願
寺
の
対
面
所
と
い
う
大
き
い
広
間
で
、
反
対
派
と
三
業

派
が
入
れ
替
わ
り
に
押
し
か
け
て
夜
通
し
で
当
局
と
交
渉
を
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
最
後
は
幕
府
が
出
て
き
ま
し

て
、
こ
れ
ま
で
主
流
だ
っ
た
三
業
派
が
異
端
と
な
り
ま
す
。
大
和
国
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以
外
の
実
態
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
大
和
の
被
差
別
部
落
の
お

寺
は
ほ
と
ん
ど
が
三
業
派
に
つ
い
て
い
ま
し
た
。
公
式
に
だ
め
だ
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
元
々
「
三
業
帰
命
説
」
を
唱
え
て
い
た
人

た
ち
は
そ
う
簡
単
に
は
諦
め
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
抵
抗
を
し
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
本
願
寺
が
圧
力
を
か
け
て
く
る
。
そ
う
い
う
な
か
で

ど
ん
ど
ん
脱
落
を
す
る
寺
や
門
徒
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
大
和
の

場
合
、
部
落
の
お
寺
が
最
後
ま
で
こ
の
教
え
を
守
り
続
け
よ
う
と
し

ま
す
。
そ
の
な
か
で
最
後
ま
で
頑
張
ろ
う
と
し
た
の
が
、
全
国
水
平

社
の
活
動
家
で
中
村
甚
哉
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
そ
の
先
祖
の
甚
兵

衛
と
い
う
人
で
す
。
甚
兵
衛
の
玄
孫
の
中
村
諦
梁
と
い
う
人
が
、
明

治
中
期
か
ら
大
正
前
半
に
活
動
し
ま
す
。
中
村
甚
哉
の
お
父
さ
ん
で

す
。
諦
梁
の
人
と
な
り
や
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
注
目
す
べ
き
活
動
を
し
た
人
だ
と

い
う
こ
と
が
次
第
に
判
明
し
て
き
ま
し
た
。

　

中
村
諦
梁
は
、
明
治
三
〇
年
頃
に
三
業
惑
乱
に
つ
い
て
研
究
し
て

本
を
出
す
の
で
す
が
、
こ
れ
が
本
山
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
僧
籍
を
剥

奪
さ
れ
る
と
い
う
事
件
に
な
り
ま
す
。
九
州
に
仲
間
の
お
寺
が
あ
っ

て
助
け
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
の
内
村

鑑
三
に
見
い
だ
さ
れ
て
東
京
へ
く
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
手
紙
と
交

通
費
が
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
内
村
鑑
三
の
主
宰
す
る
『
東
京
独

立
雑
誌
』
の
社
員
に
な
る
の
で
す
が
、そ
の
直
後
に
内
村
鑑
三
と
仲
間

の
間
で
内
紛
が
あ
り
ま
し
て
、雑
誌
社
は
解
散
し
て
し
ま
い
ま
す
。
中

村
諦
梁
も
そ
の
仲
間
と
行
動
を
共
に
し
ま
す
の
で
、
内
村
と
の
交
流

は
短
い
時
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、東
京
や
福
井
、

九
州
、名
古
屋
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
間
に
広
い
交
友
関
係
が
で
き
て
、明
治
の
後
半
期
の
様
々

な
知
識
人
、
活
動
家
と
交
流
を
し
ま
す
。
し
か
も
、
中
村
諦
梁
は
そ

う
い
う
活
動
を
し
な
が
ら
、
奈
良
県
で
初
め
て
で
き
た
部
落
差
別
撤

廃
運
動
の
団
体
で
あ
る
大
和
同
心
会
の
会
長
も
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
息
子
が
中
村
甚
哉
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
古
い
時
代
か

ら
追
い
か
け
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
中
村
甚
哉
が
水
平
社
に
入
っ
て

戦
闘
的
な
活
動
を
す
る
と
い
う
の
は
、
ご
く
自
然
に
み
え
ま
す
。
た

し
か
に
中
村
甚
哉
は
共
産
党
の
活
動
家
と
し
て
活
動
し
ま
す
か
ら
マ

ル
ク
ス
主
義
の
影
響
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
す
べ

て
こ
う
い
う
奈
良
の
部
落
の
お
寺
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
闘
い
の

上
に
成
り
立
っ
て
く
る
も
の
に
見
え
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
に

も
っ
と
目
を
向
け
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

た
ま
た
ま
、
浄
土
真
宗
の
異
端
的
な
信
仰
の
こ
と
を
み
て
き
ま
し
た

が
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
そ
う
い
う
も
の

に
目
を
む
け
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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も
う
一
つ
は
、
部
落
問
題
が
社
会
的
な
関
係
性
の
問
題
だ
と
最
近

よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
部
落
と
部
落
以
外
の
町

や
村
の
間
に
結
ば
れ
た
関
係
、
そ
れ
が
差
別
を
媒
介
と
し
た
関
係
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
と
い

う
こ
と
が
い
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
問
題
と
し
な
い
と
い
け
な
い
の

は
、
江
戸
時
代
の
部
落
を
見
る
と
き
に
も
、
支
配
が
ど
う
な
っ
て
い

た
と
か
経
済
的
に
貧
乏
だ
っ
た
と
か
豊
か
だ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
で

は
な
く
て
、
部
落
と
部
落
の
周
辺
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
結
ば
れ
て

い
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
運
動
に
つ
い

て
評
価
し
て
い
く
と
き
に
も
、
理
念
と
か
実
際
の
活
動
も
大
事
な
こ

と
で
す
が
、
加
え
て
、
運
動
を
通
じ
て
部
落
内
外
に
ど
の
よ
う
な
関

係
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
を
し
な
い
と
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、中
村
諦
梁
が
内
村
鑑
三
と
知
り
合
い
で
あ
っ
た
、そ
う
い

う
人
間
関
係
の
間
で
活
動
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
触
れ
ま
し
た

が
、
そ
う
い
う
様
々
な
関
係
の
形
成
を
運
動
の
な
か
で
ど
う
い
う
風

に
み
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
今
回
は
、『
中
外
日

報
』
と
い
う
京
都
に
本
社
が
あ
っ
て
一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ

宗
教
新
聞
の
検
討
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。『
中
外
日
報
』の
記

者
だ
っ
た
三
浦
参
玄
洞
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
に
つ
い
て
は

早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
て
研
究
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
し
、

主
筆
の
荒
木
素
風
に
つ
い
て
も
若
干
の
研
究
が
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ

『
中
外
日
報
』
と
い
う
新
聞
が
水
平
社
に
非
常
に
協
力
的
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。『
中
外
日

報
』
と
い
う
新
聞
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み

て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
日
の
目
的
で
す
。

　
『
中
外
日
報
』
は
明
治
三
〇
年
に
『
教
学
報
知
』
と
い
う
名
前
で
創

刊
さ
れ
、
の
ち
に
『
中
外
日
報
』
と
改
題
し
ま
す
。
戦
争
中
は
政
府

の
方
針
で
各
府
県
に
新
聞
は
一
紙
と
い
う
こ
と
に
な
り
新
聞
社
の
大

統
合
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
京
都
で
は
『
京
都
新
聞
』
に
統
合
さ
れ

ま
す
が
、『
中
外
日
報
』
だ
け
は
異
例
に
発
行
を
続
け
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
新
聞
で
す
。
日
本
の
宗
教
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
さ
き
が
け

と
評
価
を
さ
れ
る
新
聞
で
す
。

Ⅱ　

全
国
水
平
社
の
本
願
寺
批
判
と
『
中
外
日
報
』

　

三
浦
参
玄
洞
は
奈
良
県
の
人
で
す
。
明
治
一
七
年
に
生
ま
れ
て
終

戦
直
前
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
西
光
万
吉
、阪
本
清
一
郎
、駒
井
喜

作
と
い
っ
た
水
平
社
創
立
の
中
心
に
な
っ
た
人
た
ち
が
生
ま
れ
た
現

在
の
御
所
市
柏
原
と
い
う
地
域
の
す
ぐ
横
に
あ
る
お
寺
、
誓
願
寺
の
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養
子
に
は
い
っ
て
住
職
に
な
り
ま
す
。大
正
一
〇
年
に『
中
外
日
報
』

の
社
外
記
者
と
な
り
、
半
年
後
に
正
式
に
入
社
し
ま
す
。
ま
た
、
大

正
七
年
に
は
奈
良
県
が
部
落
改
善
に
関
す
る
僧
侶
と
の
協
議
会
を
開

く
の
で
す
が
そ
の
発
起
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
西
光
や
阪
本
と
の
つ

き
あ
い
は
も
っ
と
古
く
て
大
正
二
年
頃
、
ま
だ
彼
ら
が
青
年
、
少
年

だ
っ
た
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
水
平
社
の
前
提
と
い
わ
れ
ま
す

阪
本
や
西
光
が
地
元
で
行
っ
て
い
た
燕
会
の
活
動
の
支
援
を
行
い
、

水
平
社
創
立
の
際
も
助
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
有
名
な
『
よ

き
日
の
為
め
に
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

阪
本
や
西
光
が
原
稿
を
つ
く
っ
て
、
最
初
は
大
和
同
志
会
の
創
立
者

だ
っ
た
松
井
庄
五
郎
の
と
こ
ろ
へ
印
刷
し
て
ほ
し
い
と
持
っ
て
い
き

ま
し
た
。「
こ
ん
な
ア
カ
み
た
い
な
も
の
を
出
せ
る
か
」
と
原
稿
に

真
っ
赤
に
朱
を
入
れ
て
返
さ
れ
ま
し
た
。
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、

三
浦
参
玄
洞
が
京
都
の
同
朋
舎
を
紹
介
し
て
く
れ
て
そ
こ
の
印
刷
所

で
印
刷
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ

て
、
創
立
後
も
水
平
社
擁
護
の
論
陣
を
は
っ
て
い
き
ま
す
。

　

史
料
１
は
、
大
正
一
二
年
の
第
二
回
の
水
平
社
大
会
の
時
の
三
月

三
日
の
午
前
中
、
大
会
前
に
京
都
駅
か
ら
東
西
本
願
寺
ま
で
デ
モ
行

進
を
し
た
時
の
様
子
を
三
浦
参
玄
洞
が
（
参
）
と
い
う
署
名
入
り
で

書
い
た
記
事
で
す
。「
吾
人
は
唯「
大
正
十
二
年
三
月
三
日
東
西
本
願

寺
は
死
せ
り
」
て
ふ
記
憶
を
記
し
、
そ
し
て
こ
の
崩
壊
し
た
旧
殻
か

ら
果
し
て
ど
ん
な
新
芽
が
萌
る
か
を
刮
目
し
て
俟
た
う
。」と
あ
り
ま

す
。
水
平
社
に
よ
っ
て
本
願
寺
は
完
全
に
否
定
さ
れ
た
の
だ
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
浦
参
玄
洞
に
関
わ
っ
て
は

研
究
が
あ
り
ま
し
て
、
古
く
は
鈴
木
良
さ
ん
が
、
西
光
や
阪
本
に
彼

が
京
都
や
東
京
で
仕
入
れ
て
き
た
新
し
い
思
想
を
ど
ん
ど
ん
教
え
て

い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

も
西
光
や
阪
本
は
教
え
て
も
ら
う
側
な
の
で
す
。
ま
た
浅
尾
篤
哉
さ

ん
が
、『
三
浦
参
玄
洞
論
説
集
』
と
い
う
大
部
な
『
中
外
日
報
』
の

主
要
な
論
説
を
集
め
た
史
料
集
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
浅
尾

さ
ん
は
、
三
浦
と
西
光
の
真
宗
理
解
は
非
常
に
似
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
、
三
浦
が
西
光
に
与
え
た
思
想

的
影
響
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
年
長
で
す
か
ら
そ
う
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
西
光
は
受
け
身
な
の
で

す
。
た
し
か
に
水
平
社
結
成
の
動
き
に
な
る
前
に
自
殺
を
考
え
た
り

し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
支
え
て
救
っ
て
く
れ
た
人
物
の

一
人
が
三
浦
参
玄
洞
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で

受
け
身
に
描
か
な
く
て
も
い
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

水
平
社
に
と
っ
て
『
中
外
日
報
』
と
の
関
わ
り
で
無
視
で
き
な
い

も
う
一
人
が
、
当
時
の
主
筆
で
あ
っ
た
荒
木
素
風
で
す
。
こ
の
人
は
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三
浦
よ
り
は
少
し
若
い
で
す
が
、
大
正
六
年
に
入
社
し
大
正
九
年
に

主
筆
と
な
り
昭
和
三
一
年
ま
で
編
集
長
を
務
め
て
い
ま
す
。
従
来
阪

本
清
一
郎
の
回
想
に
よ
っ
て
岡
山
の
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
昭
和
三
七
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
時
の
『
中
外
日
報
』
の

死
亡
記
事
に
よ
る
と
大
分
県
の
出
身
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼

は
、
全
国
水
平
社
が
発
行
し
た
『
水
平
』
と
い
う
機
関
誌
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
第
一
号
に
「
水
平
社
の
存
在
の
不
必
要
に
な
る
ま
で
」

と
い
う
論
説
を
寄
稿
し
て
い
ま
す
。
史
料
２
に
あ
げ
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
部
落
改
善
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い

ま
す
。「
自
分
た
ち
部
落
の
人
間
に
は
」と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
最
初
、
荒
木
は
部
落
出
身
な
の
か
と
思
い
ま

し
た
が
ど
う
も
違
う
よ
う
で
す
。
彼
が
、
自
分
が
部
落
出
身
で
あ
る

か
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
と
い
う
の
は
通
常
で
あ
れ
ば
批
判
を
う

け
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
水
平
社
の
発
行
す

る
雑
誌
の
創
刊
号
に
載
る
の
で
す
か
ら
、
水
平
社
の
幹
部
た
ち
は
そ

れ
で
よ
し
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ⅲ　
『
中
外
日
報
』
と
本
願
寺
教
団
、
部
落
問
題

　

編
集
長
が
『
水
平
』
の
創
刊
号
に
寄
稿
す
る
、記
者
で
あ
る
三
浦
が

水
平
社
擁
護
の
記
事
を
多
数
書
く
と
い
う
よ
う
な
新
聞
が
『
中
外
日

報
』
な
の
で
す
。
当
時
水
平
社
に
協
力
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
他

に
も
い
ま
す
が
、
新
聞
社
あ
げ
て
や
っ
て
い
る
の
は
『
中
外
日
報
』

だ
け
で
す
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
肩
入
れ
す
る
の
か
。『
中
外
日
報
』は
、

創
立
し
た
真ま

渓た
に
る
い
こ
つ

涙
骨
と
い
う
人
が
昭
和
三
一
年
に
亡
く
な
る
ま
で
彼

の
ワ
ン
マ
ン
経
営
の
会
社
で
し
た
。
そ
の
『
中
外
日
報
』
が
水
平
社

擁
護
の
論
陣
を
は
る
の
で
あ
れ
ば
、
経
営
者
で
あ
る
真
渓
が
そ
れ
に

賛
成
し
て
い
な
い
と
あ
り
え
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
眼
で

も
う
一
度
『
中
外
日
報
』
を
遡
っ
て
み
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
幸

い
に
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
『
同
朋
運
動
史
資
料
』
と
い
う
史
料

集
を
出
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
に
『
中
外
日
報
』
の
部
落
問
題
関

係
の
記
事
が
丁
寧
に
採
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
み
て
い
き
ま

す
と
、
二
つ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、『
中
外
日

報
』
は
創
刊
間
も
な
い
頃
か
ら
、
本
願
寺
に
対
し
て
極
め
て
批
判
的

な
新
聞
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
渓
も
荒
木
も
三
浦
も
本
願

寺
派
の
僧
侶
で
す
が
、
本
願
寺
に
は
非
常
に
批
判
的
で
す
。
史
料
３

に
『
教
学
報
知
』
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
本
願
寺
の
貴
族
趣
味
、
堂

班
制
度
、
お
寺
に
ラ
ン
ク
を
つ
け
る
制
度
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
ら

に
対
し
て
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
記
事
が

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
出
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
部
落
問
題
に
つ
い
て
も
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
る
と
い
う
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こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
最
も
早
い
の
が
明
治
三
〇
年
の
一
一
月
一
日

付
け
の
『
教
学
報
知
』
で
す
。『
教
学
報
知
』
が
明
治
三
〇
年
の
一

〇
月
一
日
創
刊
で
す
か
ら
、
創
刊
間
も
な
い
頃
に
出
た
記
事
で
す
。

「
細
民
伝
道
」
と
い
う
記
事
で
、
教
団
が
部
落
問
題
に
取
り
組
ん
で

い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
ま
す
。
史
料
５
の
明
治
三
四
年
五
月
一

六
日
の
記
事
で
は
も
っ
と
し
っ
か
り
批
判
し
て
い
ま
す
。
部
落
問
題

と
当
時
の
浄
土
真
宗
が
持
っ
て
い
た
階
級
制
度
に
対
す
る
批
判
、
制

度
上
は
部
落
の
僧
侶
も
堂
班
が
上
が
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
実
は

内
部
に
は
差
別
意
識
が
強
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
な
ど
を
含
め

て
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
だ
か
ら
こ
そ
の
文
章
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
早
く
か
ら
本
願
寺
教
団
の

体
質
を
批
判
し
、
部
落
問
題
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
の
が
真
渓
涙
骨

で
す
。最
初
の
こ
ろ
は
一
人
で
新
聞
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
ら
、こ
れ

ら
の
記
事
は
彼
が
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
『
中
外
日
報
』
だ

か
ら
こ
そ
、
水
平
社
が
で
き
た
と
き
に
水
平
社
擁
護
の
姿
勢
を
と
っ

た
の
は
、
三
浦
が
若
い
こ
ろ
か
ら
西
光
や
阪
本
た
ち
と
活
動
し
て
き

た
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
彼
が
自
由
に
筆
を
ふ
る
え
た

の
は
こ
の
よ
う
は
新
聞
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ⅳ　

大
和
同
志
会
の
本
願
寺
批
判
と
『
中
外
日
報
』

　

大
和
同
志
会
が
大
正
元
年
に
結
成
さ
れ
た
と
き
に
活
動
の
い
く
つ

か
の
柱
の
中
の
大
き
な
柱
の
一
つ
が
、本
願
寺
批
判
で
し
た
。明
治
の

終
わ
り
こ
ろ
か
ら
大
正
の
初
め
に
か
け
て
の
本
願
寺
は
大
変
な
財
政

問
題
を
抱
え
て
お
り
ま
し
て
、
大
谷
光
瑞
と
い
う
門
主
が
お
金
を
使

い
す
ぎ
た
と
い
う
問
題
と
、
当
時
の
教
団
幹
部
の
一
部
が
横
領
を
重

ね
て
い
た
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
大
正
三
年
に
は
何
人
か
の
幹
部
が

逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
な
り
ま
す
。
全
国
で
有
志
が
本
願
寺
改

革
を
め
ざ
し
て
活
動
を
し
て
い
た
時
期
で
す
。
大
和
同
志
会
も
本
願

寺
改
革
を
掲
げ
て
活
動
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
大
和
同
志
会
の

本
願
寺
に
対
す
る
批
判
を
『
中
外
日
報
』
が
ど
う
報
じ
た
か
と
い
う

と
、
史
料
６
に
な
り
ま
す
。
本
願
寺
批
判
を
繰
り
返
し
て
き
た
『
中

外
日
報
』
が
「
痛
烈
を
極
め
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
の
が
大
和
同

志
会
な
の
で
す
。
こ
こ
で
も
や
は
り
大
和
同
志
会
の
主
張
を
『
中
外

日
報
』
は
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

　

大
和
同
志
会
の
本
願
寺
批
判
に
つ
い
て
、
教
団
擁
護
の
立
場
か
ら

の
教
団
改
革
だ
と
切
り
捨
て
る
研
究
が
あ
り
ま
す
。
鈴
木
良
さ
ん
な

ど
が
そ
う
い
う
評
価
を
し
て
き
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、「
痛
烈
を
極

め
る
」
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
ま
で
教
団
擁
護
だ
と
い
わ
れ
れ

ば
、「
本
願
寺
は
つ
ぶ
れ
ろ
」
と
い
う
主
張
以
外
は
教
団
擁
護
に
な
り

ま
す
。
む
し
ろ
、そ
の
大
和
同
志
会
が
ど
ん
な
主
張
を
し
た
か
と
い
い
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ま
す
と
、
内
局
、
つ
ま
り
本
願
寺
の
事
務
方
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
は

檀
徒
が
選
任
す
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
主
張
で
す
。
今
の
内
局
は
本

願
寺
の
宗
会
で
選
任
す
る
の
で
す
が
、
指
名
す
る
の
は
門
主
で
す
か

ら
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
今
で
も
実
現
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か

ら
宗
会
つ
ま
り
本
願
寺
の
議
会
の
議
員
の
半
分
は
僧
侶
で
は
な
く
檀

徒
か
ら
選
べ
と
い
う
主
張
で
す
。
西
本
願
寺
の
宗
会
に
門
徒
の
代
表

が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
す
。
次
に
部
落
か
ら
の

人
材
登
用
を
や
れ
、
部
落
に
も
優
秀
な
人
材
が
あ
る
の
だ
か
ら
教
団

内
で
も
重
要
な
役
職
を
与
え
ろ
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
も
実
現
し

て
い
く
の
は
戦
後
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
み
る
と
、大
和
同

志
会
の
主
張
と
い
う
の
は
、
単
な
る
教
団
擁
護
の
立
場
か
ら
く
る
改

革
論
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
み
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅴ　
『
中
外
日
報
』
に
み
る
水
平
社
創
立
期
の
様
相

　

も
う
一
度
水
平
社
に
も
ど
り
ま
す
。
水
平
社
創
立
の
頃
の
本
願
寺

に
関
わ
る
こ
と
の
一
つ
は
募
財
拒
否
と
い
う
問
題
で
す
。
も
う
一
つ

は
黒
衣
同
盟
で
す
が
、
今
回
は
黒
衣
同
盟
に
つ
い
て
は
触
れ
ま
せ

ん
。
募
財
拒
否
闘
争
が
ど
う
い
う
前
提
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
か

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
年
か
前
に

鈴
木
良
さ
ん
が
大
阪
の
募
財
拒
否
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
が
最
初
だ
と
思
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
募
財
闘
争
の
経
過
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
創
立
大
会
の

前
日
に
差
別
撤
廃
大
講
演
会
を
本
願
寺
が
開
い
て
い
る
の
で
す
が
、

創
立
大
会
で
は
「
部
落
民
ノ
絶
対
多
数
ヲ
門
信
徒
ト
ス
ル
東
西
本
願

寺
ガ
此
際
我
々
ノ
運
動
ニ
対
シ
テ
抱
蔵
ス
ル
赤
裸
々
ナ
ル
意
見
ヲ
聴

取
シ
其
ノ
回
答
ニ
ヨ
リ
機
宜
ノ
行
動
ヲ
ト
ル
コ
ト
」
と
決
議
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
4
日
に
は
南
委
員
長
を
は
じ
め
幹
部
た
ち

が
東
西
本
願
寺
を
訪
ね
て
協
力
を
要
請
し
ま
す
。
こ
の
日
に
ま
た
本

願
寺
は
合
同
で
差
別
撤
廃
大
講
演
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
水
平
社

の
創
立
大
会
は
そ
の
前
後
に
本
願
寺
の
大
講
演
会
が
は
さ
ま
っ
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
は
水
平
社
か
ら
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
な
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
て
西
本
願
寺
の
大
谷
尊

由
が
二
一
日
に
「
御
垂
示
」
を
布
達
し
ま
す
。
水
平
社
が
募
財
拒
否

と
い
う
方
針
を
決
め
る
の
は
三
〇
日
の
こ
と
で
す
。
幹
部
協
議
の
な

か
で
「
東
西
両
本
願
時
へ
募
財<

拒
絶
・
中
止>

の
決
議
通
告
並
ニ

同
族
ヘ
モ
通
知
」
と
い
う
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
米
田
富
さ

ん
の
書
い
た
「
全
国
水
平
社
連
名
本
部
日
誌
」
に
で
て
き
ま
す
。
四

月
五
日
に
は
『
中
外
日
報
』
は
両
本
願
寺
の
水
平
社
へ
の
注
意
の
背

景
に
は
募
財
運
動
が
あ
る
と
指
摘
し
ま
す
。
九
日
に
は
水
平
社
が
募

財
拒
否
の
通
告
を
す
る
予
定
だ
と
す
る
報
道
を
し
ま
す
。
水
平
社
が
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通
告
を
送
っ
た
の
は
一
〇
日
で
す
。
翌
日
に
は
『
中
外
日
報
』
に
水

平
社
の
通
告
と
檄
文
が
載
っ
て
い
ま
す
。
一
二
日
か
ら
連
日
、
こ
の

こ
と
に
関
わ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
取
材
し
た
結

果
掲
載
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
水
平
社
が
幹
部
会
で
相
談
し

て
い
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
『
中
外
日
報
』
に
報
告
さ
れ
る
。
そ
れ
を

三
浦
や
荒
木
が
記
事
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
本
願
寺
問
題
に
関
す
る
こ
と
に
限
れ
ば
、『
中
外
日
報
』

と
水
平
社
は
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
様
相
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
募
財
拒
否
は
水
平
社
が
は
じ
め
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
頃
、
各
地
で
募
財
拒
否
の
動
き
が
起
き
て
い
ま
す
。
部
落

史
研
究
の
な
か
で
は
水
平
社
だ
け
が
募
財
拒
否
を
や
っ
て
い
た
か
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
九
州
や
大
阪

な
ど
各
地
で
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
本
願
寺
が
立

教
開
宗
七
〇
〇
年
の
記
念
法
要
を
翌
年
に
控
え
て
い
る
時
期
で
す
。

門
信
徒
か
ら
た
く
さ
ん
の
募
財
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
な
の

で
す
が
、
史
料
を
二
つ
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
一
つ
は
大
阪
の
西
組

の
決
議
で
す
。
6
つ
の
決
議
の
6
項
目
に
「
若
し
当
局
者
に
於
て
反

省
処
決
せ
ざ
る
場
合
は
明
春
執
行
の
記
念
法
要
趣
意
演
達
使
僧
及
び

懇
志
の
応
募
を
拒
絶
す
る
事
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
要
求
を
受
入
れ

な
い
場
合
は
募
財
の
拒
否
を
し
ま
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

鈴
木
良
さ
ん
の
研
究
の
中
で
い
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の

西
組
の
動
き
で
は
、
大
阪
の
部
落
の
お
寺
と
周
辺
の
部
落
外
の
お
寺

が
共
同
し
て
こ
の
決
議
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
も
う
一
つ
は
三
月
一
六
日
の
記
事
で
福
岡
県
の
動
向
を
報
じ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
動
向
は
明
ら
か
に
水
平
社
よ
り
も
先
行
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
確
証
の
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の
記
事
の

最
後
の
二
行
「
ふ
ざ
け
た
宗
教
家
や
頑
迷
な
偶
像
か
ら
嘲
笑
さ
れ
て

い
る
無
名
の
野
人
に
よ
つ
て
乾
坤
一
拠
の
運
動
が
起
る
で
あ
ら
う
」

が
何
を
意
味
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
示
は
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
は
水
平
社
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
む
し
ろ
、
水
平
社
に
募
財
拒
否
と
い
う

方
針
を
示
唆
し
た
の
は
『
中
外
日
報
』
の
側
で
は
な
い
か
と
見
る
こ

と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

三
月
三
日
の
創
立
大
会
の
時
に
は
、
自
分
た
ち
の
運
動
に
つ
い
て

本
願
寺
の
意
見
を
聞
き
、
そ
の
回
答
に
よ
っ
て
は
適
宜
な
行
動
を
や

る
と
決
め
た
だ
け
で
す
。
翌
日
に
両
本
願
寺
か
ら
適
当
な
回
答
を
も

ら
っ
て
帰
っ
て
き
ま
す
。こ
の
あ
た
り
で
は
、水
平
社
が
本
願
寺
に
対

し
て
何
を
す
る
か
は
決
ま
っ
て
い
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

従
来
は
こ
の
創
立
大
会
の
決
議
と
四
月
の
募
財
拒
否
の
決
議
を
ス
ト
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レ
ー
ト
に
結
ん
で
水
平
社
は
闘
っ
て
い
っ
た
と
描
か
れ
ま
す
が
、
三

〇
日
の
幹
部
協
議
会
ま
で
の
間
に
水
平
社
と
し
て
そ
の
よ
う
な
意
思

を
決
定
し
た
形
跡
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
幹
部
た
ち
の
何
人
か
に
そ

う
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
中
外
日
報
』
側
か
ら
の
示
唆
に

よ
っ
て
生
れ
て
き
た
可
能
性
も
あ
る
と
み
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
史
料
で
す
が
、
三
月
八
日
に

東
本
願
寺
を
四
名
の
信
徒
が
た
ず
ね
て
水
平
社
に
関
す
る
面
談
を
し

て
い
ま
す
。
ど
ん
な
懇
談
か
と
い
い
ま
す
と
、水
平
社
に
つ
い
て
東
本

願
寺
は
ど
ん
な
ふ
う
に
協
力
で
き
る
の
か
を
聞
い
て
い
ま
す
。そ
の
中

で
、
開
宗
記
念
の
懇
志
を
水
平
社
の
運
動
資
金
に
振
向
け
援
助
す
る

つ
も
り
は
な
い
か
と
聞
い
て
い
ま
す
。部
落
の
門
徒
か
ら
集
っ
た
懇
志

を
水
平
社
の
援
助
の
た
め
に
使
う
気
は
な
い
か
と
質
問
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
東
本
願
寺
は
「
募
財
を
中
止
す
る
こ
と
は
如
何
で
あ
ろ
う

か
、一
方
か
ら
懇
志
の
意
義
を
考
ふ
れ
ば
宗
教
的
な
善
巧
方
便
と
も
考

へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」と
答
え
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
す
で
に
本
願
寺
に
対
し
て
募
財
を
運
動
資
金
に
ま
わ
し
た
ら
ど
う

か
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。問
題
は
こ
の
四
人
が
何
者
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、こ
れ
が
全
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
水
平
社
の
活

動
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
本
願
寺
の
信
徒
の
有
志
と
い
う
こ
の
四

名
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
ど
の
よ
う
な
意
図
か
ら
こ
の
よ
う
な
面
談

を
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
し
っ
か
り
考
え
て
い
か
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。こ
の
四
名
は
部
落
出
身
で
あ
る
か
な
い

か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
も
し
部
落
出
身
で
な
い
と
す
れ
ば
、
水

平
社
運
動
を
外
部
か
ら
賛
意
を
示
し
て
そ
れ
に
協
力
し
て
い
こ
う
と

い
う
人
々
の
存
在
を
こ
こ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す

し
、『
中
外
日
報
』
そ
の
も
の
が
水
平
社
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
あ
る
意
味

で
一
体
と
な
っ
た
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
も

水
平
社
運
動
の
広
が
り
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ⅵ　

お
わ
り
に

　

今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
あ
り
ま
す
。
今
回
取
り
上
げ
た
、

荒
木
素
風
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
歴
と
か
思
想
に
つ
い
て
通
り
一
片

の
こ
と
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
ど
う
部
落
問
題
と
出
会
っ
て
き
た

の
か
が
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
ま
し
て
、
経
歴
す
ら
あ
ま
り
わ
か

ら
な
い
真
渓
涙
骨
に
つ
い
て
は
尚
更
な
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た

人
々
に
つ
い
て
史
料
探
索
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
先
ほ
ど
の
四
名
の
人
々
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
調
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
水
平
社
運
動
を
通
じ
て
作
り
出
さ
れ
た
社
会
的
な
諸
関

係
、
運
動
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
広
が
り
を
持
ち
え
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
も
う
少
し
丁
寧
に
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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水
平
社
創
立
90
周
年
　
熱
と
光
を
求
め
て

　
　

― 

水
平
社
創
立
の
思
想
に
学
ぶ 

―

駒　

井　

忠　

之
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は
じ
め
に

　

奈
良
県
の
御
所
市
に
あ
り
ま
す
水
平
社
博
物
館
の
駒
井
で
す
。
全

国
水
平
社
は
、
一
九
二
二
年
三
月
三
日
に
京
都
の
岡
崎
公
会
堂
で
創

立
さ
れ
ま
し
て
そ
こ
で
水
平
社
創
立
宣
言
が
高
ら
か
に
謳
い
上
げ
ら

れ
ま
す
。
水
平
社
の
創
立
者
た
ち
が
宣
言
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込

め
て
い
た
の
か
を
み
な
が
ら
、
部
落
差
別
の
現
状
や
今
後
の
展
望
を

お
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

水
平
社
博
物
館
が
建
っ
て
い
る
御
所
市
柏
原
が
水
平
社
発
祥
の
地

で
、
そ
こ
の
青
年
た
ち
が
水
平
社
を
創
立
し
て
い
き
ま
す
。
特
に
中

心
に
な
っ
た
の
が
、
阪
本
清
一
郎
、
西
光
万
吉
、
駒
井
喜
作
と
い
う

柏
原
の
三
青
年
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
で
す
。
な
ぜ
柏
原
の
地
か
ら
水

平
社
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
ひ
と
つ
は
人
材
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
阪
本
清
一
郎
の
『
回
想
録
』
を

紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
阪
本
さ
ん
が
子
ど
も
の
頃
の
体
験
を
思
い
出

し
て
書
き
綴
っ
て
い
る
ノ
ー
ト
で
す
。「
私
は
始
め
て
穢
多
と
云
ふ

語
を
覚
え
、
自
分
は
穢
多
に
生
ま
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
丁
度
七
、

八
才
の
小
学
校
入
学
し
て
か
ら
間
も
な
い
時
で
あ
っ
た
。
一
般
（
外

村
）
の
上
級
生
か
ら
は
云
ふ
迄
も
な
く
、
信
頼
し
て
い
る
先
生
さ
へ

も
、差
別
の
目
を
以
て
い
た
。学
校
か
ら
帰
る
と
常
に
母
に
質
し
た
。

穢
多
と
云
ふ
事
は
ど
ん
な
事
か
、
な
ぜ
私
等
の
者
丈
け
が
キ
ラ
ワ
レ

タ
リ
、
井
ジ
メ
ラ
レ
タ
リ
ス
ル
の
か
。
そ
れ
ハ
自
分
等
の
先
祖
は
穢

多
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
皆
因
縁
事
だ
。
勉
強
さ
へ
し
て
エ
ラ
ク
な
っ

た
ら
、
そ
ん
な
事
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
と
、
常
ニ
涙
な
が
ら
に
き

か
さ
れ
た
。
子
供
の
私
に
は
、
こ
の
因
縁
と
云
ふ
事
は
ど
ん
な
こ
と

で
あ
る
の
か
、
全
々
解
せ
な
か
っ
た
。」
と
書
き
綴
っ
て
い
ま
す
。

阪
本
清
一
郎
は
、
子
ど
も
の
時
か
ら
わ
ん
ぱ
く
で
や
ん
ち
ゃ
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
差
別
に
は
絶
対
に
屈
し
な
い
と
い
う
強
い
意
志
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。
逆
に
若
い
頃
の
西
光
万
吉
は
差
別
か
ら
逃
げ
よ
う
と

す
る
タ
イ
プ
で
、
年
下
の
西
光
を
か
ば
っ
て
い
た
の
が
阪
本
清
一
郎

で
し
た
。
こ
の
阪
本
の
回
想
録
か
ら
も
差
別
に
対
す
る
く
や
し
さ
が

に
じ
ん
で
い
る
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
幼
少
期
か
ら
の
差
別

に
対
す
る
憤
り
が
後
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
水
平
社
を
創
っ
て
差

別
を
な
く
そ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
感
じ
ら
れ
ま

す
。
こ
う
し
た
阪
本
を
含
め
た
進
取
の
気
性
に
満
ち
た
青
年
た
ち
の

存
在
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
優
秀
な
人

材
の
存
在
と
い
う
条
件
は
、
全
国
の
部
落
に
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
。

柏
原
の
も
う
ひ
と
つ
の
条
件
と
し
て
、
学
校
統
合
闘
争
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。
一
八
九
〇
年
に
小
学
校
令
が
公
布
さ
れ
、
各
地
域
に
尋
常
小

学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
部
落
を
含
む
地
域
に
は

部
落
の
子
だ
け
が
通
う
学
校
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
柏
原
の
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人
た
ち
は
分
離
教
育
に
対
し
て
統
合
を
求
め
て
い
く
闘
争
を
展
開
し

て
い
き
ま
す
。
水
平
社
が
で
き
る
三
〇
年
も
前
に
そ
う
し
た
運
動
が

展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
水
平
社
が
創
立
さ
れ
て
い
く
下

地
に
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
闘
争
を
指
導
し
た
の
が
後
に
大
和
同
志

会
の
指
導
者
に
な
る
坂
本
清
俊
た
ち
で
す
。
坂
本
清
俊
は
阪
本
清
一

郎
の
二
八
歳
年
上
の
従
兄
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
う
し
た
人
た
ち
の
運

動
を
見
て
育
っ
た
阪
本
清
一
郎
、
西
光
万
吉
、
駒
井
喜
作
が
次
の
運

動
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
闘
い
の
歴
史
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
要
因
が
経

済
力
で
す
。
柏
原
の
産
業
に
は
二
つ
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
ひ

と
つ
は
桐
の
製
材
で
す
。
こ
れ
は
部
落
と
し
て
は
珍
し
い
産
業
で

す
。
も
う
ひ
と
つ
は
膠
産
業
で
す
。
膠
と
は
牛
の
皮
や
骨
を
炊
い
て

で
き
た
煮
汁
を
冷
や
し
て
固
め
た
も
の
で
す
。
部
落
の
特
徴
的
な
産

業
で
す
。
こ
の
膠
が
こ
の
村
の
経
済
を
支
え
て
い
ま
し
た
。
部
落
と

い
う
と
貧
困
、
貧
乏
が
差
別
の
温
床
と
い
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
こ

の
柏
原
の
地
域
を
み
ま
す
と
当
時
の
人
た
ち
の
主
な
職
業
は
小
作
人

で
す
。
隣
接
す
る
一
般
の
村
の
人
た
ち
も
大
体
が
農
業
で
す
が
、
秋

に
収
穫
を
終
え
る
と
冬
の
間
に
は
や
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
膠
と
い
う
の
は
、
冬
に
し
か
で
き
な
い
仕
事

で
す
。
と
い
う
こ
と
は
秋
の
収
穫
を
終
え
て
か
ら
空
い
た
田
畑
を
利

用
し
て
こ
の
膠
の
仕
事
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
部
落
で
は
一

年
間
安
定
し
て
収
入
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

し
た
産
業
が
こ
の
村
を
裕
福
に
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
経
済

力
が
水
平
社
を
生
み
出
す
一
番
大
き
な
要
因
に
な
り
ま
し
た
。
明
日

の
生
活
に
困
っ
て
い
た
ら
運
動
な
ん
て
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
阪
本
清
一
郎
は
こ
の
膠
屋
さ
ん
の
経
営
者
で
し
た
。
非
常
に
お

金
持
ち
で
、
水
平
社
創
立
当
初
の
資
金
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
駒
井

喜
作
も
桐
の
製
材
屋
さ
ん
の
息
子
で
す
。
最
近
に
な
っ
て
駒
井
の
若

い
こ
ろ
の
写
真
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
〇
〇
年
代
の
初
め
頃
で

す
が
、
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
い
る
写
真
で
す
。
西
光
万
吉
は
村
の

精
神
的
な
支
柱
に
も
な
る
お
寺
の
息
子
で
す
。
非
常
に
恵
ま
れ
た
環

境
に
あ
る
青
年
た
ち
が
水
平
社
の
創
立
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

膠
は
写
真
用
の
フ
ィ
ル
ム
や
墨
を
固
め
る
の
に
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
奈
良
の
墨
屋
さ
ん
が
膠
の
提
供
元
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
そ
う

だ
と
困
っ
て
い
ま
す
。
墨
は
煤
と
膠
で
で
き
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代

か
ら
製
墨
の
方
法
は
変
わ
っ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
今
で
も
膠
に
代

わ
る
も
の
が
な
く
て
、
墨
屋
さ
ん
が
自
分
の
と
こ
ろ
で
膠
を
つ
く
ろ

う
と
試
み
た
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
日
本
画
の
画
材
や
楽
器

の
修
復
の
接
着
剤
に
使
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
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ろ
も
困
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
阪
本
清
一
郎
は
膠
の
研
究
の
第
一

人
者
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
写
真
の
フ
ィ
ル
ム
の
国
産
第
一
号
を
つ

く
っ
た
の
は
阪
本
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
阪
本
は
膠
の
工
場
を
柏

原
、和
歌
山
、長
野
に
も
っ
て
い
ま
し
た
。
長
野
の
工
場
は
水
も
空
気

も
き
れ
い
で
上
質
な
膠
が
作
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
工
場

を
手
放
す
こ
と
に
な
り
そ
の
売
却
先
が
富
士
フ
ィ
ル
ム
で
し
た
。
富

士
フ
ィ
ル
ム
の
社
史
に
そ
の
長
野
工
場
が
載
っ
て
い
ま
す
。
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
種
目
に
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ト
ス
イ
ミ
ン
グ
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
髪
を
固
め
る
整
髪
料
も
以
前
は
ポ
マ
ー
ド
が
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
水
が
汚
れ
る
と
い
う
こ
と
で
膠
、
ゼ
ラ
チ
ン
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水
に
溶
け
な
い
の
で
水
が
汚
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
ゼ
ラ
チ
ン
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ご
と
に
部
落
の
会
社

が
選
手
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
華
や
か
な
舞
台
を
部
落
の
産
業
が
支

え
て
い
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
で
す
。

　

水
平
社
の
創
立
の
要
因
と
な
っ
た
も
う
一
つ
は
大
和
同
志
会
の
存

在
で
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
続
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

Ⅰ　

大
和
同
志
会
の
結
成

　

こ
れ
ま
で
大
和
同
志
会
の
運
動
は
、
融
和
運
動
と
し
て
あ
ま
り
評

価
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
水
平
社
が
克
服
し
た
運
動
と
み
ら
れ

て
き
た
の
で
す
が
、
は
た
し
て
融
和
運
動
と
一
言
で
片
づ
け
ら
れ
る

も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
水
平
社
に
与
え
た
影
響
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
再
評
価
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
融
和
運
動
と
は

差
別
の
原
因
を
部
落
の
側
に
も
と
め
て
、
部
落
の
矯
正
、
つ
ま
り
、

言
葉
遣
い
を
な
お
し
た
り
、
服
装
を
き
ち
っ
と
し
た
り
、
教
育
や
貯

金
を
す
す
め
よ
う
と
い
っ
た
こ
と
で
一
般
と
の
差
を
な
く
し
て
、
差

別
を
な
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
運
動
に
な
る
の
で
す
が
、
大
和
同
志

会
は
部
落
の
側
に
差
別
の
原
因
を
も
と
め
る
そ
う
し
た
運
動
を
批
判

し
て
い
ま
す
。
初
代
の
会
長
だ
っ
た
松
井
庄
五
郎
が
奔
泉
と
い
う
ペ

ン
ネ
―
ム
で
「
我
徒
の
決
起
を
望
む
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
ま

す
。「
我
徒
の
志
士
決
起
せ
よ
、
自
覚
せ
よ
、
自
治
を
強
固
に
せ
よ
、

我
徒
の
富
豪
は
生
き
た
る
財
産
を
作
れ
、
我
徒
の
改
善
運
動
の
投
資

す
る
を
名
誉
と
せ
よ
、教
育
と
実
業
を
奨
め
、当
局
者
は
人
材
登
用
を

為
し
適
材
を
適
所
に
挙
げ
よ
、
千
万
辺
の
講
演
よ
り
も
我
徒
の
発
展

に
金
を
投
ぜ
ら
れ
よ
、
県
に
も
内
務
省
に
も
吾
人
を
救
済
す
べ
き
予

算
あ
り
、
共
に
纏
め
て
先
ず
官
公
吏
に
採
用
す
る
の
費
に
充
て
ら
れ

よ
此
の
如
き
は
世
に
大
国
民
た
る
襟
度
を
示
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」

と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
ま
ず
部
落
民
の
自
立
を
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。
そ
の
の
ち
に
行
政
的
な
救
済
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
あ
た
り
に
融
和
運
動
と
片
づ
け
ら
れ
な
い
ポ
イ
ン
ト
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が
あ
り
ま
す
。
次
に
、
大
和
同
志
会
が
会
報
を
発
行
す
る
に
際
し
ま

し
て
県
側
が
中
止
の
指
導
を
し
ま
す
。
ま
た
県
側
が
平
等
会
の
組
織

を
画
策
し
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
一
九
二
三
年
五
月
の
大
和
同
志
会
の

日
誌
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
も
う
水
平
社
が
創
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
二
ヶ
月
前
に
は
水
国
争
闘
事
件
と
い
う
水
平
社
と
国
粋
会
が

差
別
事
件
を
き
っ
か
け
に
対
立
し
軍
隊
が
出
動
し
そ
う
に
な
る
大
き

な
衝
突
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
と
県

は
治
安
対
策
上
も
困
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
平
等
会
を
組
織
し
て
、

水
平
社
も
国
粋
会
も
統
一
し
て
運
動
を
ま
と
め
よ
う
と
し
ま
す
。
そ

れ
に
対
し
て
大
和
同
志
会
は
は
っ
き
り
県
行
政
の
介
入
を
拒
絶
し
、

幹
部
会
で
は
、
会
報
の
発
刊
と
平
等
会
が
組
織
さ
れ
よ
う
と
も
解
散

し
な
い
、
独
自
の
運
動
を
展
開
す
る
と
決
定
し
て
い
ま
す
。
融
和
運

動
と
い
う
と
行
政
の
指
導
の
下
で
運
動
を
展
開
す
る
と
い
う
の
が
特

徴
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
県
行
政
を
批

判
し
な
が
ら
独
自
の
運
動
を
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
大
和
同
志
会
の

運
動
の
姿
勢
は
、
融
和
運
動
と
し
て
一
刀
両
断
に
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

大
和
同
志
会
は
一
九
一
二
年
、
大
正
元
年
に
結
成
さ
れ
ま
す
。
と

こ
ろ
が
機
関
誌
の
名
前
は
『
明
治
之
光
』
で
す
。
こ
れ
は
解
放
令
を

出
し
た
明
治
天
皇
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
大
和
同
志
会
は

様
々
な
部
落
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
戦
か
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内

容
が
、
少
な
か
ら
ず
水
平
社
宣
言
に
も
影
響
を
与
え
た
と
い
え
ま

す
。
一
つ
は
、
岡
山
の
運
動
家
の
三
好
伊
平
次
の
「
偶
感
遇
語
」
と

い
う
連
載
文
で
す
。
そ
の
中
の
「
団
結
」
と
い
う
文
章
で
三
好
が
何

を
言
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、「
部
落
民
は
な
ん
て
意
気
地
が
な

い
の
か
、
も
っ
と
自
覚
せ
よ
、
自
分
た
ち
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と

す
る
と
大
勢
の
叫
び
が
必
要
で
あ
る
、
数
人
の
叫
び
で
あ
る
と
ど
ん

な
に
喉
を
か
ら
し
て
も
努
力
を
し
て
も
一
地
方
に
し
か
及
ば
な
い
、

そ
れ
が
、
数
万
、
数
十
万
の
声
に
な
れ
ば
天
下
を
振
動
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
」
と
、
こ
こ
で
団
結
を
よ
び
か
け
ま
す
。
ま
た
、「
新
平
民
」

と
い
う
文
で
は
、「
部
落
民
は
新
と
い
う
こ
と
に
恥
じ
る
こ
と
は
な

い
、真
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
恥
じ
よ
、と
い
う
こ
と
を
前
田
三
遊

が
言
い
十
余
年
に
な
る
。
今
尚
部
落
民
の
多
数
は
新
平
民
と
呼
ば
れ

る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
だ
わ
る
の
か
、
新
し
い
と
い
う
言

葉
に
は
活
動
進
歩
廓
清
の
意
義
が
あ
る
。
旧
の
平
民
よ
り
優
っ
て
い

る
、
社
会
を
活
気
づ
け
て
い
こ
う
」
と
よ
び
か
け
ま
す
。
次
は
「
新

平
民
と
名
乗
れ
よ
」と
い
う
文
で
す
。「
部
落
の
同
胞
の
中
に
社
会
に

傑
出
し
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
。
文
武
の
大
官
、
大
学
者
、
大
宗

教
家
、
大
実
業
家
が
い
る
。
た
だ
自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
、
出
身

を
明
か
さ
な
い
。
戦
々
恐
々
と
し
て
部
落
で
あ
る
事
を
暴
露
さ
れ
る
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こ
と
を
怖
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
賞
賛
す
べ
き
行
為
か
、
今
尚
部
落

の
人
た
ち
が
社
会
の
ひ
と
隅
に
う
ご
め
い
て
い
る
の
は
、
部
落
の
有

力
者
が
、
貴
族
が
何
者
、
吾
は
新
平
民
な
り
と
叫
ぶ
勇
気
が
な
い
た

め
に
今
尚
差
別
を
う
け
て
い
る
の
だ
。
も
し
学
識
、
地
位
、
才
能
が

あ
っ
た
り
す
る
数
十
人
が
部
落
出
身
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

そ
の
技
術
や
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
た
や
す
く
偏
見
を
削

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
が
水
平

社
宣
言
に
つ
な
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
る
の
は
立
派
な
人
ば
か
り
で
す
。
水
平
社
宣
言
で

は
、
ど
ん
な
人
で
も
部
落
出
身
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
も
つ
と
い
う

こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
て
、
こ
こ
が
大
き
く
違
う
点
だ
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ　

全
国
水
平
社
創
立
前
夜

　

柏
原
の
地
域
で
は
、
ど
の
よ
う
な
青
年
団
や
組
織
が
あ
っ
て
水
平

社
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。
一
九

〇
九
年
に
柏
原
青
年
共
和
団
が
結
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
部
落
の
青

年
だ
け
の
組
織
で
す
。
一
般
村
の
方
に
は
、
柏
原
青
年
団
と
い
う
組

織
が
別
に
あ
り
ま
し
た
。
水
平
社
の
母
体
と
な
っ
て
い
く
団
体
の
燕

会
の
メ
ン
バ
ー
に
も
こ
の
柏
原
青
年
共
和
団
に
属
し
て
い
る
人
が
い

ま
し
た
。
共
和
と
い
う
名
前
か
ら
民
主
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
う
け
ま
す

が
、
発
会
式
の
様
子
を
紹
介
し
た
新
聞
記
事
を
見
ま
す
と
「
九
月
二

五
日
南
葛
城
郡
掖
上
村
大
字
柏
原
西
光
寺
に
於
て
青
年
共
和
団
の
発

会
式
を
挙
行
し
た
り
午
後
一
時
半
木
村
栄
次
郎
氏
戊
申
詔
書
を
奉
読

し
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
発
会
式
で
戊
申
詔
書
を
朗
読
し
て
い
ま

す
。
戊
申
詔
書
と
い
う
の
は
一
九
〇
八
年
に
明
治
天
皇
が
出
し
た
公

文
書
で
す
。天
皇
制
国
家
観
を
普
及
さ
せ
て
い
こ
う
、国
民
を
教
化
し

て
い
こ
う
と
い
う
目
的
で
だ
さ
れ
た
も
の
で
す
。
青
年
共
和
団
の
資

料
は
あ
ま
り
な
く
て
こ
れ
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
青
年
共
和
団

が
二
つ
の
流
れ
に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
水
平
社
の
母

体
に
な
っ
た
燕
会
で
す
。
燕
会
の
メ
ン
バ
ー
に
も
天
皇
制
へ
の
親
和

性
が
見
て
取
れ
ま
す
。
水
平
社
と
い
う
と
天
皇
制
に
反
対
し
て
き
た

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
が
、
天
皇
賛
美
の
意
識
を
強
く
持
つ

メ
ン
バ
ー
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
燕
会
は
元
々
旅
行
会
で
し
た
。
一

五
、
六
人
の
部
落
の
お
っ
ち
ゃ
ん
ら
が
寄
っ
て
、
見
聞
も
広
め
交
流

も
深
め
よ
う
と
始
め
ま
し
た
。
だ
ん
だ
ん
メ
ン
バ
ー
が
増
え
る
中
で

村
の
中
で
の
力
が
強
く
な
り
、
低
利
金
融
を
始
め
た
り
消
費
組
合
活

動
を
始
め
た
り
し
ま
す
。
第
三
回
目
の
旅
行
で
伊
勢
に
行
き
ま
す
。

一
九
二
一
年
三
月
で
す
。
そ
の
時
の
金
銭
出
納
帳
を
見
る
と
伊
勢
参

宮
と
あ
り
ま
す
の
で
伊
勢
神
宮
に
お
参
り
に
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
こ
は
皇
族
の
祖
神
を
祭
っ
て
い
る
神
社
で
す
。
ま
た
、
西
光
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寺
の
裏
の
山
の
一
部
を
切
り
開
い
て
燕
神
社
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の

神
社
の
建
て
ら
れ
た
日
が
一
九
二
一
年
の
八
月
二
八
日
で
す
。
ち
ょ

う
ど
解
放
令
が
だ
さ
れ
て
五
〇
周
年
に
当
た
る
日
で
、
そ
れ
を
記
念

し
て
燕
神
社
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
柏
原
青
年
共
和
団
が

二
つ
に
分
か
れ
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
の
も
う
一
つ
が
親
友
会
で

す
。
こ
の
燕
会
と
親
友
会
は
何
か
あ
る
ご
と
に
対
抗
し
あ
い
ま
す
。

そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
燕
会
は
村
の
中
で
力
を
示
す
た
め
に
神
社
を

つ
く
っ
て
力
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
一

つ
は
三
協
社
が
発
行
し
て
い
た
『
警
鐘
』
に
駒
井
喜
作
が
「
解
放
と

改
善
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。「
私
は
、
先
帝
陛
下
の
有

難
い
御
所
存
に
感
泣
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
帝
は
吾
々
の
汚
名
を
御

廃
止
下
さ
っ
た
。
そ
こ
で
吾
々
は
解
放
運
動
に
力
強
く
な
っ
た
の
は

真
実
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
解
放
令
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ

ん
な
紙
切
れ
一
枚
で
何
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
全
く
評
価
さ
れ
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
こ
で
駒
井
さ
ん
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
「
解

放
令
」
を
平
等
を
求
め
て
い
く
た
め
の
武
器
と
し
て
使
っ
た
わ
け
で

す
。
当
時
天
皇
は
絶
対
の
存
在
で
す
の
で
、
明
治
天
皇
が
だ
し
た
解

放
令
に
背
く
の
か
と
い
う
運
動
の
方
針
を
立
て
て
、
一
つ
の
戦
略
と

し
て
使
い
ま
す
。
か
な
り
燕
会
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
天
皇
制
へ
の
親

和
性
を
内
包
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
水
平

社
を
つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
佐
野
学
の
「
特
殊
部
落
民

解
放
論
」
で
す
。
部
落
民
は
自
分
た
ち
の
手
で
組
織
を
つ
く
っ
て
解

放
に
向
か
う
べ
き
だ
と
佐
野
さ
ん
は
訴
え
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
燕
会

の
メ
ン
バ
ー
が
水
平
社
創
立
へ
と
向
か
い
ま
す
。

Ⅲ　

全
国
水
平
社
の
創
立

　

全
国
水
平
社
は
一
九
二
二
年
三
月
三
日
に
京
都
の
岡
崎
公
会
堂
で

創
立
大
会
を
開
催
し
ま
す
。
奈
良
県
の
青
年
た
ち
が
創
立
を
言
い
は

じ
め
て
な
ぜ
京
都
で
大
会
を
開
催
し
た
の
か
、
な
ぜ
三
月
三
日
な
の

か
と
い
う
疑
問
が
で
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
阪
本
清
一
郎
が
戦
後
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。「
会
場
は
是
非
と
も
京
都
に
し
た
い
、

明
治
維
新
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、
社
会
的
に
も
大
き
な
影
響
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
ん
で
す
。
次

に
日
を
い
つ
に
す
る
か
に
つ
い
て
、
私
は
三
月
三
日
を
主
張
し
た
ん

で
す
。
三
月
三
日
は
井
伊
直
弼
が
桜
田
門
外
で
、
水
戸
の
浪
士
に
殺

さ
れ
た
日
で
す
ね
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
日
に
や
る
の
は
大
い
に
意

義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
み
ん
な
が
賛
成
し
て
く
れ
ま
し
た
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
当
時
の
新
聞
を
見
て
み
る
と
『
中
外
日

報
』
の
二
月
一
六
日
の
記
事
に
は
「
来
月
一
日
水
平
社
創
立
大
会
を

挙
行
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
二
月
二
二
日
の
記
事
に
は
「
三
月
三
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日
に
挙
行
す
る
（
一
日
は
会
場
に
差
支
あ
り
日
延
）」
と
あ
り
ま
す
。

水
平
社
の
創
立
大
会
は
三
月
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
こ
の
阪
本
の
話
は
ど
う
な
る
の
か
と
思
い
ま

す
が
。
ま
た
、
会
場
が
な
ぜ
京
都
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
奈
良
で

は
交
通
の
便
が
悪
い
、
又
大
き
い
会
場
が
奈
良
に
は
な
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
大
阪
は
一
九
二
二
年
二
月
二
一
日
に
大
日
本
平
等
会

が
中
之
島
公
会
堂
で
大
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
や
る
と
二

番
煎
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
残
る
の
は
京
都
で
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
京
都
で
初
代
の
委
員
長
に
な
る

南
梅
吉
が
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
南
は
温
厚
な
人
で
融
和
運
動
に
も

顔
が
き
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
人
の
求
心
力
を
頼
っ
て
京
都

で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
創
立
大
会
は
写
真
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
参
加
者
数
が
い
ろ

い
ろ
い
わ
れ
て
い
て
、七
〇
〇
人
か
ら
一
、〇
〇
〇
人
と
幅
が
あ
り
ま

す
。
機
関
誌
の
『
水
平
』
や
『
全
国
水
平
社
創
立
連
盟
本
部
日
誌
』

が
三
、
〇
〇
〇
人
と
書
い
て
い
ま
す
の
で
そ
れ
が
根
拠
と
な
っ
て
、

事
典
な
ど
で
は
三
、〇
〇
〇
人
と
書
か
れ
て
き
ま
し
た
。『
全
国
水
平

社
創
立
連
盟
本
部
日
誌
』
と
い
う
の
は
、
米
田
富
さ
ん
が
残
し
た
日

誌
で
す
。
そ
こ
に
は
三
、
〇
〇
〇
人
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

最
初
に
書
い
た
数
字
を
消
し
て
上
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
消
さ
れ
た
数
字
を
良
く
み
る
と
一
〇
、
〇
〇
〇
人
と
か
い
て
い
ま

し
た
。
何
故
三
、
〇
〇
〇
人
と
書
き
直
し
た
の
か
、
岡
崎
公
会
堂
の

定
員
は
三
、
〇
〇
〇
人
な
ん
で
す
。
こ
の
大
会
が
満
員
に
な
っ
た
、

大
盛
況
に
終
わ
っ
た
と
い
う
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
三
、
〇
〇
〇
人
も

あ
や
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
博
物
館
と
し
て
詳
し
く
調
べ
た
結
果
、

信
頼
で
き
る
人
数
は
七
〇
〇
人
で
す
。
こ
れ
は
『
中
外
日
報
』
で
報

道
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
主
筆
は
三
浦
大
我
で
、
柏
原
の
一
般
村

の
お
寺
の
住
職
で
す
。
水
平
社
創
立
を
支
持
・
支
援
し
て
い
た
人
で

し
た
。
ま
た
、『
毎
日
新
聞
』
が
夕
刊
で
七
〇
〇
人
と
報
道
し
て
い
ま

す
。
三
浦
と
水
平
社
の
人
的
な
関
係
か
ら
し
て
中
外
日
報
が
一
番
信

頼
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
言
わ
れ
て
き
た
人
数
の
四
分
の
一
以

下
に
な
り
ま
す
が
、
関
東
か
ら
九
州
ま
で
手
弁
当
で
や
っ
て
来
た
と

い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

Ⅳ　

全
国
水
平
社
創
立
大
会
宣
言

　

こ
れ
ま
で
宣
言
は
西
光
万
吉
が
書
い
た
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
戦
後
、
西
光
万
吉
自
身
が
「
実
は
平
野
小
剣
さ
ん
に
大
添
削
を

し
て
も
ら
っ
た
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
起
草
し
た
原
稿
に
平
野
が
添

削
を
し
、
そ
こ
に
創
立
者
た
ち
の
意
見
も
加
え
ら
れ
て
で
き
あ
が
っ
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た
の
が
創
立
大
会
宣
言
で
す
。
９
頁
の
資
料
１
―
①
に
載
せ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
原
テ
キ
ス
ト
で
、
大
会
で
配
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の

後
い
ろ
い
ろ
雑
誌
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
と
比
べ
る
と
、
創

立
大
会
の
も
の
は
振
り
仮
名
が
ふ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
非
常
に
難
し
い

漢
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
当
時
の
部
落
の
人
々
は
読
め
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
創
立
者
た
ち
は
エ
リ
ー
ト
で
す
か
ら
そ
こ
ま

で
気
が
回
ら
な
か
っ
た
の
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
こ
の
宣
言
は
印
刷

に
ま
わ
っ
た
の
が
大
会
の
前
日
な
の
で
、
そ
こ
ま
で
手
が
ま
わ
ら
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
に
も
宣
言
の
主
体
や
日
付
な
ど
細

か
い
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
宣
言
は
、
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
米
田

富
さ
ん
が
戦
後
の
講
演
の
中
で
証
言
し
て
い
ま
す
。
調
査
し
て
み
ま

す
と
、
水
平
社
や
部
落
問
題
に
つ
い
て
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上

げ
た
記
事
が
で
て
き
ま
し
た
。
一
九
二
三
年*

九
月
五
日
の
『T

he 

N
ation

』
に
は
創
立
大
会
宣
言
が
英
訳
さ
れ
て
載
っ
て
い
ま
し
た
。

レ
ジ
ュ
メ
５
頁
で
す
。「
特
殊
部
落
」は「Special Com

m
unities

」

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
頭
文
字
を
大
文
字
に
し
て
固
有
名
詞
と
し

て
扱
っ
て
い
ま
す
。「
兄
弟
」
は
「Brothers and sisters

」
と
姉

妹
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。
残
念
な
と
こ

ろ
は
最
後
の
「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」
の
と
こ
ろ
が

「Let there be heat and light

！
」
とheat

が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
熱
な
の
で
、正
し
く
は
暖
か
さ
、

「w
arm

th

」が
適
切
な
表
現
で
す
。
部
落
問
題
に
つ
い
て
た
く
さ
ん

の
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
が
取
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
北

原
泰
作
の
天
皇
直
訴
事
件
に
関
連
し
た
記
事
が
多
く
、
海
外
メ
デ
ィ

ア
は
、
天
皇
制
に
関
心
を
示
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
パ
リ
講
和
会
議
で
日
本
が
提
案
し
た
「
人
種

差
別
撤
廃
案
」、
こ
れ
は
否
決
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て

海
外
メ
デ
ィ
ア
も
日
本
国
内
の
差
別
問
題
を
取
上
げ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

奈
良
県
が
二
〇
〇
八
年
に
行
っ
た
意
識
調
査
の
ま
と
め
を
あ
げ
て

い
ま
す
。「
子
ど
も
の
結
婚
相
手
が
同
和
地
区
出
身
の
場
合
ど
う
い
う

態
度
を
と
る
か
？
」
の
問
い
に
、「
親
と
し
て
は
反
対
だ
が
、
子
ど
も

の
意
思
が
堅
け
れ
ば
仕
方
な
い
」
が
四
四
・
二
％
、「
考
え
直
す
よ
う

に
言
う
」
が
一
七
・
七
％
で
否
定
的
な
回
答
が
六
〇
％
を
超
え
て
い

ま
す
。「
住
宅
購
入
時
に
同
和
地
区
か
ど
う
か
を
市
町
村
に
問
い
合
わ

せ
る
友
達
の
態
度
を
ど
う
思
う
か
？
」
の
問
い
に
対
し
て
「
問
題
が

あ
る
と
は
一
概
に
は
い
え
な
い
」
が
四
八
・
四
％
、「
同
和
地
区
か
ど
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う
か
心
配
す
る
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
」
が
二
六
・
九
％
で
あ
わ
せ

る
と
七
五
％
を
こ
え
ま
す
。「
結
婚
に
あ
た
り
、
家
柄
、
出
身
地
、

財
産
、
国
籍
、
親
の
仕
事
、
社
会
的
地
位
な
ど
、
本
人
た
ち
の
責
任

で
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
ま
わ
り
か
ら
反
対
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
ど
う
思
う
か
」
に
対
し
て
は
「
こ
う
し
た
考
え
を
な
く
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
」
が
六
割
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
部
落
差
別
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
頭
で
は
差
別
し
て
は
い
け

な
い
と
思
い
な
が
ら
、
実
際
に
自
分
の
身
に
利
害
関
係
が
生
じ
て
く

る
と
忌
避
意
識
が
働
く
と
い
う
の
が
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
差
別
を

支
え
て
い
る
の
は
、
迷
信
で
あ
っ
た
り
風
習
で
あ
っ
た
り
家
制
度
で

あ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
も
の
が
複
合
的
に
重
な
っ
て
差
別
を
支
え
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
差
別
は
時
間
が
解
決
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
12
頁
の
資
料
３
の
中
学
生
の
作
文
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
子
の
家
族
は
五
人
家
族
で
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は

昭
和
初
期
の
生
れ
で
、
差
別
と
い
う
と
部
落
差
別
が
浮
か
ぶ
と
の
こ

と
で
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
自
分
の
友
だ
ち
に
部
落
出
身
の
子
が
い

る
と
嫌
が
る
、
差
別
は
い
け
な
い
と
い
い
な
が
ら
考
え
方
は
な
か
な

か
変
わ
ら
な
い
と
こ
の
中
学
生
も
感
じ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
両
親
は

小
中
で
学
習
を
し
て
い
る
の
で
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
あ
る
時
、
こ

の
子
が
部
落
出
身
の
人
と
結
婚
し
た
ら
お
母
さ
ん
は
心
か
ら
祝
福
し

て
あ
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
結
婚
し
て
子
ど
も
が
生
れ
て

そ
の
子
が
部
落
差
別
を
さ
れ
る
の
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で

す
。次
の
日
に
学
校
で
先
生
と
話
を
し
て
い
る
中
で
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん

や
お
母
さ
ん
の
考
え
は
間
違
っ
て
い
る
と
気
づ
き
、
ま
た
お
母
さ
ん

と
話
を
す
る
機
会
に
、
そ
れ
は
お
か
し
い
と
指
摘
す
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
差
別
が
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
と
、
お
母
さ

ん
も
学
生
の
頃
は
差
別
は
い
け
な
い
と
純
粋
に
考
え
て
い
た
が
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
考
え
を
聞
い
た
り
、
子
ど
も
が
生
れ
た
り
す
る
中
で

だ
ん
だ
ん
考
え
が
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。
わ
か
っ
て
い
て

も
娘
や
孫
が
差
別
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う

ふ
う
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
時
間
は
解
決

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
風
に
連
鎖
し
て
い
く
の
で

す
。
こ
の
連
鎖
を
ど
こ
で
止
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
の
家
庭
の
女
の
子
は
と
て
も
し
っ
か
り
し
て
い

た
の
で
、
そ
の
後
、
お
母
さ
ん
も
理
解
を
示
し
て
自
分
が
間
違
っ
て

い
た
と
解
決
す
る
の
で
す
が
。

　

ど
う
い
う
展
望
が
あ
る
の
か
を
７
頁
以
降
で
見
て
行
き
た
い
と
思

い
ま
す
。「
全
国
水
平
社
創
立
宣
言
」
の
思
想
か
ら
、違
い
を
認
め
合

う
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
急
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
話
し
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
南
半
球
に
は
ラ
グ
ビ
ー
の
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強
豪
国
が
三
カ
国
あ
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
南
ア
フ
リ
カ
で
す
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル

チ
ー
ム
は
オ
ー
ル
ブ
ラ
ッ
ク
ス
と
い
う
チ
ー
ム
で
す
。
先
住
民
族
の

マ
オ
リ
族
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
イ
ギ
リ
ス
が
侵
略
し
て
植
民
地

に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
現
在
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
マ
オ
リ
族
の

文
化
を
尊
重
し
て
い
ま
す
。
試
合
が
始
ま
る
前
に
、
ラ
グ
ビ
ー
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
が
「
ハ
カ
」
と
い
う
マ
オ
リ
族
の
伝
統
の
踊
り
を

踊
り
ま
す
。
さ
ら
に
国
歌
斉
唱
に
つ
い
て
は
一
番
が
マ
オ
リ
語
で
、

二
番
が
英
語
で
歌
わ
れ
ま
す
。
胸
に
は
、「
シ
ル
バ
ー
フ
ァ
ー
ン
」
と

い
う
羊
歯
の
葉
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
も

マ
オ
リ
族
の
伝
統
的
な
マ
ー
ク
で
す
。
羊
歯
の
葉
は
マ
オ
リ
族
が
道

し
る
べ
に
使
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
マ
オ
リ
族
の
文
化
を

尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
っ
た
違
い
を
認
め
合
っ

て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
今
後
の
部
落
解
放
運
動
の
展
望
に
も
つ
な

が
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
ふ
つ
う
っ
て
何
？
」と
い
う
伏
見
憲
明
さ
ん
が
書
い
た
文
章
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
認
め
合
い
な
が
ら
尊
重
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
関
係
を
構
築
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
差
別
の

な
い
社
会
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
後

に
筒
井
康
隆
が
友
人
の
坂
田
明
さ
ん
に
寄
せ
た
文
章
で
す
。
こ
の
文

章
は
「
正
当
に
差
別
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
て
誤
解
を
生
み
や
す
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
差
別
と
い
う
の
は
言
葉
の
問
題
で
は
な
く
て

そ
こ
に
嘲
笑
だ
っ
た
り
侮
蔑
の
意
志
が
働
い
た
と
き
に
差
別
と
な
り

ま
す
。
触
れ
て
は
い
け
な
い
と
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
過
剰
に
意
識

し
て
し
ま
い
、
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
働
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
マ
イ
ナ
ス
に
感
じ
て
し
ま
い
そ
う
な
点
、
そ
れ
を
お
互
い
に
認

め
あ
い
理
解
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
軽
く
口
で
笑
い
飛
ば
せ
る

ほ
ど
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
関
係
を
構
築
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

個
人
と
個
人
の
関
係
の
中
に
あ
っ
て
は
究
極
の
関
係
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
関
係
が
広
が
っ
て
い
け
ば
、
本
当
に
差
別
は

な
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
水
平
社
が
め
ざ
し
て
い
た
の
は

そ
ん
な
社
会
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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1 
 

水平社創立 周年 熱と光を求めて
－水平社創立の思想に学ぶ－

水平社博物館 駒井忠之

はじめに

１．全国水平社創立 周年

年 月 日、京都市岡崎公会堂で全国水平社創立大会

全国水平社創立大会宣言 「人の世に熱あれ、人間に光あれ」

部落民自身による自主的な部落解放運動

２．水平社発祥の地、奈良県御所市柏原（南葛城郡掖上村柏原）

（１）阪本清一郎『回想録』衝撃と反発

「私は始めて穢多と云ふ語を覚え、自分は穢多に生れたと云ふことは、丁度七、八才の小学

校入学してから間もない時であった。一般（外村）の上級生からは云ふ迄もなく、信頼して

いる先生さへも、差別の目を以ていた。学校から帰ると常に母に質した。穢多と云ふ事はど

んな事か、なぜ私等の者丈けがキラワレタリ、井ジメラレタリスルのか。それハ自分等の先

祖は穢多であったからだ。皆因縁事だ。勉強さへしてエラクなったら、そんな事はなくなる

のであると、常ニ涙ながらにきかされた。子供の私には、この因縁と云ふ事はどんなことで

あるのか、全々解せなかった。」

（２）なぜ、奈良県御所市柏原の被差別部落から創立の提起がなされたのか？

阪本、西光、駒井ら進取の気性に満ちた青年、阪本の「回想録」に見られる差別へのこだ

わり。 → 他の被差別部落にもある条件

①学校統合闘争などの闘いの歴史

②豊かな経済力 農業以外の商工業の存在 → 膠、桐材

膠産業→奈良市名産の墨に使用される膠の生産。冬の仕事、厳しい労働（早朝、寒い、

臭い）

部落民だけが従事する農閑余業（現金収入）

③大和同志会の存在

Ⅰ．大和同志会の結成

１．大和同志会＝融和運動？（差別の原因を自らにのみ求めた運動であったのか）の再評価

（大正元）年創立、全国的組織、水平社創立以前の自主的部落改善運動

（１）奔泉＝松井庄五郎（初代大和同志会会長）「我徒の決起を望む」

「我徒の志士決起せよ、自覚せよ、自治を強固にせよ、我徒の富豪は生きたる財産を作れ、

我徒の改善運動に投資するを名誉とせよ、教育と実業を奨め、当局者は人材登用を為し適

材を適所に挙げよ、千万辺の講演よりも我徒の発展に金を投ぜられよ、県にも内務省にも

吾人を救済すべき予算あり、共に纏めて先ず官公吏に採用するの費に充てられよ此の如き

は世に大国民たる襟度を示すべきものである」

（『明治之光』 ＜大正２＞年３月号、第５号）

⇒部落民の自立 → 行政的救済
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2 
 

（２）会報発刊中止申し入れと平等会組織について県当局への批判

「五月六日 初瀬町法悟院ニ於テ最高幹事（部）会開催ス、出席者松井、阪本…吉川…四、

会報ハ五月ヨリ発刊ノコト、可決 五、平等会ニ対スル本会意見確立ノ件 平等会組織サ

ルヽモ本会ハ一切解散セサルコトト決定ス、一七日事務所出勤ス、廣田主事御来訪アリシ

ヲ以テ午后一時迄会談、其要点ハ会報発刊ヲ漸次中止セヨト（シテハ）トノ御相談ナリシ

モ，余本会ノ決定済ナルヲ以テ出来上リ次第発刊スルコトヲ答ヘタリ…」

（『大和同志会日誌』 ＜大正 ＞年５月）

⇒県行政批判、介入の拒絶 独自の運動の展開

（３）坂本清俊（本家・大和同志会副会長）と阪本清一郎（分家・全国水平社創立者）は従兄

松井庄五郎（大和同志会会長）と阪本家は親戚（阪本清一郎「公開状 部落改善家松井庄五

郎君へ」『水平』１巻２号）

２．『明治之光』での議論と「水平社宣言」

◎大和同志会機関誌『明治之光』 年 月創刊、部落問題に関するさまざまな議論を展開

（１）三好伊平次（岡山）「偶感遇語」（ 年 月～ 年 月、５回連載）

①「団結」（『明治之光』第４巻第 月号）

「何ぞ我徒の意気地なきの甚だしき。（中略）自覚せよ多数の兄弟よ姉妹よ。我等の問題

を解決せしめんとせば。必ずや多数の叫び多数の力によらざるべからず。彼の一人若くは

数人の叫びは假令其咽を害ひ血を吐く努力も僅に一地方にしか及ばざるべし。若し夫れ数

万数十万人の喊声は実に天下を震動せしむるに足らん」

②「新平民」（『明治之光』第４巻第 月号）

「前田三游先生。曾て我徒に対し「卿等は其新なるを恥づること勿れ。其眞ならざること

を恥ぢよ」と激励せらる爾来十余年。言尚耳底に存す。而も今尚我徒の多数は其新平民と

称せらるゝを厭ふものゝ如し。何ぞ其名に拘泥するの甚だしき。夫れ新は自ら活動進歩廓

清等の意義あり。骨董ならばイザ知らず。苟くも国家形成の一要素たる国民として。彼の

陳腐澁滞毫も進歩の意義なき。旧平民又は古平民の称呼に勝ること数等也我等は宜しく名

実相副ふの人たらんのみ。然り我等は真の実力ある。活気ある。社会進運の原動力たる新

しき民たらんのみ。」

③「新平民と名乗れよ」（『明治之光』第５巻第２月号）

「顧るに我党百万同胞の中、過去及現在に於て、社会に傑出せるもの、少なきにあらざる

べし、然り吾人の知り得る範囲内に於てすら、文武の大官あり、大学者あり、大宗教家あ

り、大実業家あり、而して彼等は唯自己一身の栄誉を保たんことを希ふためか、其身分を

包み戦々兢々として、其出身地の暴露せんことを恐るゝものゝ如し。これ果たして賞賛す

べき行為なるか、吾人を以て之れを見る、我徒が今尚社会の一隅に呻吟しつつある所以の

ものは、我徒の有力者が、貴族何者ぞ、我れ何者ぞ、我れは穢多也、新平民也、と叫号す

るの勇気乏しきがためなり、若し夫れ、学あり才あり、地位あり、力ある数人若くは数十

人が、克く自己の出身を明かにし、以て各其技倆を発揮するに至らば、即ち容易く社会が

我徒に対する、偏見を芟除することを得ん」
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（２）田崎嫩葉（静岡）

①「自尊心を養へ」（『明治之光』第５巻第７月号）

「最も痛嘆に堪へないのは、我が同族の大部分が、今猶旧来の因襲習的に自分で自分を卑

下して居る一事である、即ち自分は部落民なれば到底向上発展は成し得ざるものなりとか、

若くは今後如何なる策を施すとも、旧来の風習を一掃する事は不可能なる事と絶対的に思

惟して居る一事である」

⇒「全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ」

「吾々がエタである事を誇り得る時が来たのだ」

Ⅱ．全国水平社創立前夜

１．柏原青年共和団の結成（ ＜明治 ＞年）

『奈良朝報』（ 年９月 日）

「●柏原青年共和団の発会式 九月二五日南葛城郡掖上村大字柏原西光寺に於て青年

共和団の発会式を挙行したり午後一時半木村栄次郎氏戊申詔書を奉読し団長木村多次郎

氏開会の辞を述べ杉本郡視学郡長代理訓示、土井霊覚、三浦大我、吉良巡査部長、平井巡

査、坂本清俊の演説、坂本清一郎、吉田善吉氏の答辞朗読あり午後五時半閉会したり当日

会する者二百名素封家藤井勘左衛門氏は所有の蓄音機を携え来り盛会なり」

⇒共和（反王制）は反天皇制ではない。

２．燕会の結成（ ＜大正９＞年）

○全国水平社創立者たちの天皇制への親和性と「解放令」との関わり

（１） 年３月の伊勢旅行（『阪本数枝日記』）

「燕会金銭出納帳」

「三月二〇日 第三回旅行イセ参宮／印手拭 百枚 十七円也／大阪行 三回 壱円也／紀

念帳 五十 七円五十銭／〃 布表紙 十七尺 一円也

三月二四日 伊勢参宮用金 二百二十五円ノ内／綱麻代 六十六銭／伊勢参宮本会追加

補助金／〃 会員旅ヒ集金 三十五人他力士一人／合計 金四百円也」

（２）燕神社社殿造営

○ 年８月 日＝「解放令」発布 周年記念の年。

○大和同志会・親友会への対抗の象徴

○阪本清一郎が、妻・数枝の故郷から祠を譲り受け、本馬山東端に造営

（３）駒井喜作「解放と改善」（『警鐘』 年 月）

「私は，先帝陛下の有難い御所存に感泣するものである。先帝は吾々の汚名を御廃止下さ

った。そこで吾々は解放運動に力強くなったのは真実である」

３．全国水平社創立への流れ

○柏原青年共和団 → 大和同志会 → 親友会 → 燕会 → 全国水平社

○大正デモクラシーと佐野学「特殊部落民解放論」（『解放』 年７月号）の影響
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Ⅲ．全国水平社の創立

１．創立記念日、３月３日をめぐって

○阪本清一郎談

「会場は是非とも京都にしたい、明治維新の発祥の地であり、社会的にも大きな影響をもつこ

とができるからということに意見が一致したんです。次に日をいつにするかについて、私は３

月３日を主張したんです。３月３日は井伊直弼が桜田門外で、水戸の浪士に殺された日ですね。

こうした歴史的な日にやるのは大いに意義があるということで、みんなが賛成してくれました」

○『中外日報』 年２月 日｢来月１日｣、２月 日｢３月３日 一日は会場に差支あり日延）」

２．創立大会の参加者数について

① 人 『中外日報』３月５日、『大阪毎日新聞』３月４日夕刊

② 人 『水平社状勢一班』（京都府警察部）、『水平社運動状況』（内務省警保局）

③ 人 『大阪朝日新聞』 年３月４日

④ 人 『全国水平社創立連盟本部日誌』 『水平』第１巻第１号（７月 日）

『大阪朝日新聞京都附録』３月４日 ※「堂に満ち」

⑤ 人 検事長谷川寧『水平運動並に之に関する犯罪の研究』

⑥ 人 『全国水平社創立連盟本部日誌』※｢一萬｣を消し｢三千｣に訂正、

『日出新聞』３月３日

☆京都市立岡崎公会堂…大正天皇の即位式のために、二条城内で建設、その後、岡崎に移転。

収容者数、１階に 人、２階に 人，計 人。

☆『中外日報』…浄土真宗本願寺派の新聞、全国水平社の創立を支持、支援

編集者主筆に、三浦大我 柏原・誓願寺住職、西光の兄的存在 、荒木素風

☆参加者は 人

Ⅳ．全国水平社創立大会宣言

１．「水平社宣言」の起草

西光、平野小剣を中心に、阪本、米田、近藤ら全国水平社創立者らの意見を入れて完成

２．多くのテキスト＜資料１－①～⑤＞

①原テキスト ルビなし、三月、水平社

②関東水平社出版部発行『よき日の為めに』（1922年４月25日）ルビつき、月日、主体なし

③『水平』第１巻第１号（1922年７月13日） ルビつき、三月三日、全国水平社

④『写真記録 全国水平社五十年史』（1971年３月３日）ルビつき、三月三日

全国水平社創立大会、種々（いろいろ）、願求礼讃（ぐわんきゅうらいさん）

⑤『写真記録 全国水平社六十年史』（1982年３月３日）ルビつき、三月三日

全国水平社創立大会、種々（しゅじゅ）、願求礼讃（ぐわんぐらいさん）

※原テキストの「水平社宣言」になぜルビがないのか？

創立者たちも被差別部落のエリートであり、当時の被差別部落の識字率に想いが及ばなか

ったのか？創立宣言を印刷屋に渡したのが、３月２日であり、ルビを振る時間的余裕がな

かったからか？
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３．海外での紹介された水平社宣言

（１）米田富の証言

「それから有名な水平社創立の宣言、これは世界的名文という事でアメリカやドイツの新聞

がじゃんじゃん書き立てたそうです。私は日本語もよう分からんのですから英語なんか分る

はずもないんですけれども、読んだ人に聞きますとね、ニューヨーククロニー、イブニング、

タイムズという三紙の中で日本における始めての人権宣言だという見出しをつけていたそ

うです。また、日本における特殊部落民の人権宣言と書いた新聞もあるそうです。（略）日

本は遅れていると思っているのに、水平社というものが出来て、始めて『人権宣言』という

べきものを発表したものですから、なかなか大騒ぎになって評判だったそうです」

（ 年 月 日福岡県鞍手町 水平社創立 周年記念講演「水平社の闘いに学ぶ」）

（２）英語訳「水平社宣言」

☆「全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ。」

「People of the Special Communities throughout the country, unite!」 
☆「長い間虐められて来た兄弟よ、」

「Brothers and sisters, who have long been oppressed,」 
☆「人の世に熱あれ、人間に光あれ」

「Let there be heat and light!」 → ×「heat」 ○「warmth」

DECLARATION 
 

People of the Special Communities throughout the country, unite! 
Brothers and sisters, who have long been oppressed, you know 

that the failure of all the reformative undertakings attempted by 
many men for the last half century should be taken as due 
punishment for the defilement of humanity by us and others, and 
that all the philanthropic movements hitherto undertaken among 
us have further degraded us. Then, it is but natural that there 
should appear an organized movement which endeavors to 
emancipate us by our own deeds of self-respect. 

Brethren, our ancestors were believers in liberty and equality. 
They were the victims of a class rule. They were the exploited of an 
industrial system.They were skinned in recompense for their work 
of skinning animals; their hearts were ripped out as a fee for their 
work in the slaughter houses; and then they were spat at and were 
laughed at. Yet, even through this long cold night of cursed dreams, 
the fine human blood has kept its flow, and now we, who have been 
born of this blood, have come to live in an age when men may turn 
into gods. The time has come when the oppressor shall be 
vanquished, and the victim with the crown of thorns shall be 
blessed. 

The time has come when we may be proud of being the Eta! 
We must not, therefore, insult our forefathers or defile humanity 

any longer by our cowardly deeds or words;but we, who know well 
enough how cold the world is and how useless charity is, should now 
aspire for the real light and heat of life. 

The Suihei-sha has come to exist thus. 
Let there be heat and light! 

『The Nation』1923 年 9 月 5 日 
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（３）海外メディア報道の特徴

①水国争闘事件関連

○『東亜日報』 ○『プラウダ』 ○『 』 ○『 』

②「排日移民法」関連

○『 』 ○『 』

③北原泰作天皇直訴事件関連

○『 』 ○『 』 ○『 』

④その他１件

○『 』

☆北原泰作天皇直訴事件を端緒として報道される部落問題や水平社運動についての記事が、

圧倒的に大きく取り扱われ、事細かく丁寧に部落問題を紹介

→事件が欧米人にとっても衝撃的事件

→当時の日本の絶対的統治体制である天皇を君主とする日本独自の国家権力機構に関心

☆なぜか？

明治維新により樹立された天皇親政による中央集権国家

○市民革命により建設された近代国民国家ではない

○西欧のような封建領主の絶対君主化による絶対主義国家でもない

○世界に類を見ない特異な支配体制

おわりに

１．部落差別の現状

奈良県『人権に関する県民意識調査』 年 ※問いの内容については一部要約した

（ⅰ）問：子どもの結婚相手が同和地区出身者の場合どういう態度をとるか？

回答：問題にしない

親としては反対だが、子どもの意思が堅ければ仕方ない

考え直すように言う 無回答

（ⅱ）問：住宅購入時に同和地区かどうかを市町村に問い合わせる友達の態度をどう思うか？

回答：問題だと思う

問題があるとは一概にはいえない

同和地区かどうか心配する気持ちはよくわかる 無回答

（ⅲ）問：結婚にあたり、家柄、出身地、財産、国籍、親の仕事、社会的地位など、本人たちの

責任でないことを理由にして、まわりから反対されることについて、どう思うか？

回答：当然のことだから意見を尊重する

おかしいことだと思うが従わなければならない

こうした考えをなくしていかなければならないと思う 無回答
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２．部落差別の現状とそれを支える土壌

（１）部落差別を支える土壌 迷信・風習・伝統・穢れ・家制度・血統・世間

例）①「六曜
ろ く よ う

」「六輝」･･･大安、仏滅、先勝
せんしょう

、友引、先負
せ ん ぷ

、赤口
しゃっこう

友引･･･元来は午前、午後とも善し悪しなし。「友を引く」→不幸な日には縁起が悪い

結婚、葬儀に際して日の吉凶を気にする

②葬儀のお礼状に挟み込まれる「清めの塩」→「死者のケガレ（死穢）」を払う

※これらは差別ではないが、心の作用に注目 → 世間のならわし、しきたりに同調

「みんながそうしている」「世間のしきたりには逆らえない」

（２）部落差別の場合＜資料２＞

部落に対する偏見、差別意識、｢部落は怖い、部落と関わらないほうがよい｣

○家 ○違い幻想 ○異質排除 ○差別されることへの恐怖 ○普通願望 ○世間

○マイナスイメージ →これら７つが相互に関連し合い、差別の根底をなしている。

３．差別解消の未来的展望

（１）時間が解決するのか？＜資料３＞

（２）「全国水平社創立宣言」の思想から

①人間は尊敬されるべきもの → 個人の尊厳 → 違いを認め合う

②ニュージーランドの先住民族マオリ族とオールブラックス

トライネーションズ 南半球のラグビー強豪 カ国のリーグ戦

オールブラックス＝ニュージーランド ワラビーズ＝オーストラリア

スプリングボクス＝南アフリカ

☆胸のマーク・シルバーファーン＝シダの葉 葉の裏が銀色、道しるべの役目

→意味「 」前進、前へ進む

☆公用語 英語とマオリ語 ラグビーの試合前の国歌斉唱 番マオリ語 番英語

☆ （ハカ）＝ ＜カマテ＞＜カパオパンゴ＞ マオリの民族舞踊。

試合前に、気持ちを奮い立たせ、勢いをつけるため

マオリの戦士が、自らの力を誇示し、敵を威嚇する踊り

（３）差別解消の展望

★差別とは

差別とは何か。それは、差別する構造（「心的構造」）が差別する側と差別される側に共有される現象であ

る。たとえば部落民という言葉が差別用語になり得るのは、このコトバを使う側に優位の意識があり、この

コトバを使われる側に劣位の意識がある故である。

この語を差別用語にして禁止しよう、あるいは使ってもらいたくないという意識は、この語にまつわる優

劣関係を自明の前提として固定した上で、意識的にあるいは無意識的にこれに目をつぶろうという態度であ

る。ところが差別構造は生得的なもので消滅したりしない。

そこで最も有効な戦略は、差別される側が差別する側の使うコトバ（シニフィアンとして同じコトバ）を

意識的に別の文脈の中で使ってゆくことである。たとえば差別する側が部落民と言った時に、差別される（側

であると差別する側が思っている）側が、喜んだりすると差別は成立しない。なぜならば部落民という言葉

をめぐる差別する側の構造と差別される側の構造が同型ではなくなってしまうからである。だから部落差別
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（と一般に言われている現象）をなくす最もラディカルな方法は、どこへ行っても私は部落民であると公言

し、そのことを心底誇りに思ってしまうことである。

『科学は錯覚である』（池田清彦、洋泉社、 年）

★ふつうって何？

ぼくは＜ヘンタイ＞が好きだ。自分のことを＜ヘンタイ＞って言えちゃう人が好きだ。だってそれは、自

分を基準値に近づけようとしたり、規格化されることから降りちゃった人のことだからね。（ちなみに漢字

の＜変態＞は、他人に迷惑をかけるのが好きな人のこと）

＜ふつう＞っていう、実ははっきりしていない中心点からの距離をはかりながら生きるのは疲れるし、知

らず知らずのうちに既成社会のヒエラルキーに組み込まれてしまう。それは＜個＞であろうとすることとは、

逆のベクトルを指している。そんなのはもう、やめたほうがいいんじゃないのかな？降りてしまえばいい。

だから、ぼくはゲイと呼ばれるマイノリティーだけど、「ぼくだって＜ふつう＞なんだ！」と叫ぼうとは

思わない。それよりは「あなたもあなたであろうとすれば、＜ヘンタイ＞なんだ」とメッセージしたい。＜

ふつう＞っていう言葉はその向こう側に、永遠に＜ふつう＞でないものを用意し、差別していくような気が

するんだよね。目指すところが同じでも、ぼくは＜ヘンタイ＞という言葉を選び取りたい。（中略）

そしてその＜ヘンタイ＞と＜ヘンタイ＞が、どうやって折り合いをつけながらいっしょに生きていくのか

が＜関係＞ということ。一方的に自分らしさを押しつけあっていったら＜共立＞することはできないからね。

そう簡単にはいかない。

ぼくは今、捜しているんだ。多様な人間ができるだけリラックスしながら、寄り合って生きていくための、

＜関係＞のありようを。

『プライベート・ゲイ・ライフ』（伏見憲明、学陽書房、 年、学陽文庫、 年）

★筒井康隆が 年に断筆した際、サキソフォン奏者の坂田明が筒井に寄せた文章。

人間は個として見ても生まれながらにして平等ではない。固
ママ

体差というものがある。

固体差、民族、文化、風俗習慣、それが多様に存在することがこの人類の社会の豊かさを支えてきたこと

を考えるとき、今日の日本の社会はあらゆる民族間の差異をあたかも無いが如きうやむやにし、固体差、身

体障害等の平均的と呼べない人々を隔離することで、平均的日本人の効率よいレベルアップを図ってきた。

その結果、他者と同じ尊厳をもった人間として認めあう基盤すら失ってしまった。

僕は、ライブにやってきた車いすの脳性マヒ青年に「サカタさん、頭がまぶしいよ」とからかわれたこと

がある。「ヤカマシイ！ お前にいわれる筋合いじゃないわい！」と怒ったら、手をたたいて喜んでやがっ

た。

長谷川きよしと昼下がりに飲み屋に連れだって入る時「おい、中は暗いから気を付けろ」といったら、「あ

のねぇ」という。「ん 」とトボケてたら、「あのねぇ、オレ悪いけど、小さい時から暗いところ得意なん

だよ」「エッ！あっそうだったっけ」「計ったな 」というから、「計ったんだよ」といってやった。二人

して大笑いした。

こういうのを、僕は人を人として正当に差別するのだと自分で呼んでいる。

相手を人として認めようとする時、固体差、民族、人種等のあらゆる差異を無視することは出来ない。そ

の違いこそが人を民族として個としての尊厳に導く。それを認めた上で正当に相手を差別するとき先方から

も対等に差別される喜びが生じる。

『筒井康隆断筆祭全記録 祭のあとの宴の準備』 （山下洋輔責任編集、ビレッジセンター、 年）
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9 
 

＜資料１－①＞「全国水平社創立大会宣言」原テキスト

＜資料１－②＞関東水平社出版部発行『よき日の為めに』（ 年４月 日）
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水平社創立 90 周年　熱と光を求めて

10 
 

＜資料１－③＞『水平』第１巻第１号（ 年７月 日）

＜資料１－④＞ ＜資料１－⑤＞
『写真記録 全国水平社五十年史』 『写真記録 全国水平社六十年史』
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＜資料３＞ 
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全
国
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融
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は
じ
め
に

　

私
は
、
解
放
令
や
幕
末
の
部
落
の
立
ち
上
が
り
な
ど
に
つ
い
て
研

究
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
水
平
社
の
時
期
に
つ
い

て
も
や
り
た
い
と
思
い
、
最
近
は
一
九
一
〇
年
か
ら
二
〇
年
代
の
部

落
の
実
態
、
融
和
運
動
と
水
平
運
動
な
ど
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い

ま
す
。
今
日
は「
全
国
水
平
社
の
創
立
と
融
和
運
動
」と
い
う
テ
ー
マ

で
話
し
ま
す
。
普
通
は
水
平
運
動
だ
け
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
解
説
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
な
ぜ
融
和
運
動
も
な
の
か

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
お
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

連
続
講
座
の
四
回
目
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
話
さ
れ
た
井
岡
さ

ん
、
奥
本
さ
ん
、
駒
井
さ
ん
か
ら
「
四
回
目
な
の
で
ま
と
ま
っ
た
話

を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

融
和
運
動
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
大
体
、評
価
が
悪
い
で
す
。自
主

的
な
部
落
解
放
運
動
と
し
て
戦
後
に
つ
な
が
る
運
動
は
、
や
は
り
一

九
二
二
年
創
立
の
全
国
水
平
社
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
水
平
運

動
は
融
和
運
動
や
そ
の
前
の
部
落
改
善
運
動
を
克
服
し
て
成
り
立
っ

た
と
か
、「
同
情
融
和
」
と
い
う
言
葉
は
批
判
の
対
象
の
言
葉
と
し

て
、
水
平
社
宣
言
の
な
か
で
「
人
間
を
勦
る
か
の
如
き
」
つ
ま
り
同

情
さ
れ
て
融
和
す
る
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
と
い
う
よ
う
に
い
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
融
和
運
動
は
、
水
平
運
動
か
ら
み
る
と
、
否
定
さ

れ
る
・
乗
り
越
え
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
。

　

そ
の
前
提
に
は
明
治
に
入
っ
て
解
放
令
が
だ
さ
れ
た
あ
と
、
部
落

は
貧
困
化
、
ス
ラ
ム
化
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
解
放

令
は
だ
さ
れ
ま
す
が
、
平
民
同
様
と
す
る
よ
う
な
措
置
は
何
も
な
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
死
牛
馬
処
理
と
い
う
特
権
が
あ

り
ま
し
た
。
死
ん
だ
馬
や
牛
を
無
償
で
ひ
き
と
り
、
皮
を
剥
い
で
な

め
し
皮
に
す
る
、
そ
れ
を
元
に
し
た
革
産
業
で
自
分
た
ち
の
生
計
を

立
て
る
こ
と
の
で
き
る
大
き
な
価
値
の
あ
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が

解
放
令
と
同
じ
頃
に
、
死
牛
馬
は
持
主
の
勝
手
に
し
た
ら
い
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
大
商
人
が
入
っ
て
き
ま
す
。
自
分

た
ち
で
は
皮
を
剥
ぎ
と
れ
ま
せ
ん
。
部
落
民
を
労
働
者
と
し
て
雇
っ

て
皮
を
剝
が
せ
ま
す
。
大
商
人
は
お
い
し
い
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
き

ま
す
。
明
治
以
降
、
皮
革
産
業
、
食
肉
業
な
ど
で
実
際
に
皮
を
剥
い

だ
り
す
る
の
は
部
落
の
人
た
ち
で
す
が
、
資
本
家
と
し
て
儲
け
る
の

は
部
落
外
の
大
資
本
の
人
た
ち
で
し
た
。
部
落
は
必
然
的
に
貧
困
化

し
て
い
き
ま
す
。
明
治
の
中
期
か
ら
後
期
の
松
方
デ
フ
レ
以
降
、
ど

ん
ど
ん
と
ス
ラ
ム
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
部
落
へ
の
厳
し
い
差

別
を
強
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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そ
う
い
う
中
で
、
私
は
一
九
一
〇
年
代
の
水
平
運
動
が
起
こ
る
前

の
部
落
の
有
力
者
の
取
り
組
み
を
追
っ
て
み
ま
し
た
。
よ
く
い
わ
れ

る
の
は
、
部
落
は
周
辺
の
状
況
よ
り
も
低
い
か
ら
、
遅
れ
て
い
る
か

ら
差
別
さ
れ
る
と
い
う
世
間
の
見
方
で
す
。
差
別
さ
れ
る
の
は
当
然

で
あ
る
と
い
う
世
間
の
目
、
ま
た
、
当
時
の
内
務
省
の
人
た
ち
も
そ

う
み
て
い
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
が
ん
ば
っ
て
世
間
に
追
い
つ
い
た

ら
差
別
は
な
く
な
る
と
、
部
落
改
善
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
、
大
和

同
志
会
な
ど
は
追
い
つ
こ
う
と
運
動
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
追
い
つ

い
た
と
こ
ろ
で
差
別
は
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
水
平
運
動
が
お
こ
っ

た
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
一
〇
年
代
の
部
落
改
善
運
動

は
、が
ん
ば
っ
て
世
間
に
追
い
つ
き
同
情
を
得
る
、そ
う
し
て
差
別
を

な
く
そ
う
と
し
た
運
動
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
何
と
も
甘
い
運
動
だ
と

見
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
一
面
的
だ
と
い
わ

れ
た
の
が
秋
定
先
生
で
す
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
部
落
改
善
運
動

や
融
和
運
動
は
そ
う
い
う
面
も
あ
る
が
水
平
運
動
の
前
提
を
つ
く
っ

た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
問
題
提
起
を
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
ず
い
ぶ
ん
秋

定
先
生
の
考
え
に
感
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
資
料
に
入
り
込
ん

で
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
大
き
く
言
っ
て
、
部
落
改

善
と
か
部
落
内
外
が
融
和
握
手
す
る
と
い
う
甘
い
と
み
ら
れ
て
き
た

運
動
で
す
が
、
実
は
非
常
に
幅
の
広
い
運
動
で
す
。
そ
し
て
水
平
運

動
と
も
影
響
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
違
い
も
あ
り
ま

す
し
、
同
じ
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
お
互
い
が
影
響
を
与
え
あ
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
ち
ゃ
ん
と
見
な
い

と
、
か
つ
て
の
部
落
解
放
運
動
の
総
体
は
掴
ま
え
ら
れ
な
い
と
い
う

の
が
私
の
ス
タ
ン
ス
で
す
。
今
日
は
、
全
国
水
平
社
の
創
立
の
話
と

部
落
改
善
や
融
和
運
動
と
い
わ
れ
た
も
の
と
の
絡
ま
り
あ
い
を
話
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１　

部
落
改
善
運
動
と
部
落
大
衆
の
立
ち
上
が
り

　

水
平
運
動
が
起
こ
る
前
提
と
し
て
部
落
改
善
運
動
が
果
た
し
た
役

割
は
非
常
に
大
き
い
で
す
。
部
落
を
改
善
し
て
周
辺
地
域
に
追
い
つ

く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
単
に
部
落
の
内
部
だ
け
を
改
善
す
る
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
力
量
を
つ
け
る
、
実
力
を
つ
け
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
外
部
に
出
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
は
仕
事
の
上
で
い
え
ば
教
員
に
な
る
と
か
警
察
官
に
な
る

と
か
、部
落
の
中
だ
け
で
は
な
く
て
外
部
に
出
て
い
く
、狭
く
区
切
ら

れ
た
地
域
か
ら
外
へ
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
お
金
を
持
っ
て

い
れ
ば
土
地
を
買
お
う
と
し
ま
す
。
そ
う
い
う
動
き
が
一
九
一
〇
年

代
か
ら
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
部
落
大
衆
の
怒
り
が
ど
う
い
う

形
で
で
て
く
る
の
か
を
水
平
社
創
立
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ
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て
、
主
な
も
の
を
レ
ジ
ュ
メ
１
頁
に
あ
げ
て
み
ま
し
た
。
部
落
の
人

た
ち
が
社
会
進
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
反
発
、
軋
轢
、
拒
絶
を
う

み
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
部
落
大
衆
の
怒
り
が
当
然
の
ご
と
く
で
て

き
ま
す
。

　

一
九
一
三
年
四
月
、
奈
良
県
の
磯
城
郡
大
福
村
で
は
、
部
落
出
身

の
教
員
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
学
校
の
子
ど
も
た
ち
や
親
か
ら
拒

絶
さ
れ
、
結
局
退
職
に
お
い
こ
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な

こ
と
が
香
川
県
鷺
田
村
で
も
あ
り
ま
し
た
。
一
九
一
五
年
一
二
月
、

滋
賀
県
の
蒲
生
郡
宇
津
保
村
で
は
、
改
善
に
努
め
「
著
し
く
向
上
発

展
」
し
た
部
落
が
一
般
村
の
土
地
を
買
う
の
で
す
が
、
一
般
の
地
主

た
ち
の
猛
反
発
を
く
ら
い
ま
し
て
、
土
地
を
買
い
戻
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
同
じ
村
で
、
二
ヶ
月
後
に
小
学
校
長
の
差
別
発
言
が
あ
っ
て

部
落
出
身
生
徒
一
八
〇
人
が
同
盟
休
校
を
し
て
い
ま
す
。
水
平
社
に

先
立
つ
こ
と
六
年
前
の
こ
と
で
す
。
和
歌
山
県
で
は
部
落
の
男
性
が

巡
査
に
志
願
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
村
長
が
部
落
出
身
だ

と
特
記
し
た
た
め
部
落
の
人
た
ち
が
闘
い
ま
す
。
村
長
は
辞
任
し
ま

す
。
こ
の
運
動
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
、
後
に
水
平
運
動
に
参
加
す

る
栗
須
七
郎
で
す
。
福
岡
県
で
は
博
多
毎
日
新
聞
社
が
襲
撃
さ
れ
る

事
件
が
起
こ
り
ま
す
。「
穢
多
は
死
骸
と
な
つ
て
も
別
な
扱
い
」と
い

う
記
事
に
対
し
て
憤
激
し
た
部
落
大
衆
が
襲
撃
し
ま
す
。
三
五
〇
人

の
検
挙
者
が
で
て
い
ま
す
。
こ
の
事
件
も
、
い
き
な
り
起
き
た
の
で

は
な
く
て
こ
れ
ま
で
い
っ
た
よ
う
な
全
国
的
な
状
況
が
あ
っ
て
の
こ

と
で
す
。

　

大
和
同
志
会
が
『
明
治
之
光
』
と
い
う
雑
誌
を
出
し
て
い
て
、
そ

こ
で
こ
れ
ら
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
部
落
の
有
力
者
、
経
済
的
に

も
恵
ま
れ
た
人
々
の
全
国
的
な
網
の
目
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し

て
こ
う
や
っ
て
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
九
一
六
年
の
山

口
県
熊
毛
郡
佐
賀
村
で
は
、「
県
下
の
模
範
村
」
と
さ
れ
た
部
落
の
村

社
へ
の
修
復
寄
付
金
を
一
般
の
氏
子
総
代
に
拒
絶
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
村
民
平
等
の
取
扱
を
な
さ
ゞ
れ

ば
腕
力
に
訴
へ
て
も
遂
行
す
る
勢
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
部
落

改
善
と
い
う
の
は
社
会
進
出
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
村
社
へ

の
寄
付
も
す
れ
ば
、
土
地
も
買
お
う
と
す
る
し
、
外
へ
仕
事
を
し
に

で
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
す
る
反
発
が
一
九
一
〇
年
代
に
あ
ち
こ

ち
に
見
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
差
別
に
対
す
る
当
然
の
憤

り
が
で
て
き
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
部
落
改
善
運
動
が
水
平
運
動

の
前
提
と
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
い
き
な
り
水
平
社
の
人
が
立
ち
上

が
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
後
期
以
来
の
部
落
を
改
善
し
よ

う
と
す
る
努
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
、
そ
れ
へ
の
反
発
に
対
す

る
怒
り
が
全
国
的
に
湧
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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一
つ
付
け
加
え
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
融
和
運
動
家
と
い
わ
れ
た

人
々
は
こ
こ
で
分
岐
し
ま
す
。
大
和
同
志
会
の
松
井
庄
五
郎
は
、
部

落
と
一
般
村
の
衝
突
を
報
じ
る
こ
と
は
部
落
の
大
衆
の
怒
り
＝
火
に

油
を
注
ぐ
と
い
う
の
で
報
道
を
控
え
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
部
落
を
改

善
す
る
た
め
に
は
お
金
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
国
に
財
政
支
援
を

要
求
し
ま
す
。
部
落
民
は
す
べ
て
の
「
国
民
の
義
務
」
を
果
た
し
て

い
る
の
に
何
ら
救
済
の
手
を
差
し
伸
べ
な
い
政
府
は
け
し
か
ら
ん

と
、
国
策
の
確
立
を
求
め
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
は
戦
後
の
同
和
対
策

事
業
の
さ
き
が
け
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
人
は
三
好
伊
平
次

で
す
。
資
料
（
１
）
に
載
せ
て
い
ま
す
が
、
融
和
運
動
の
代
表
的
な

人
で
水
平
社
と
は
距
離
を
お
い
た
人
で
す
。
岡
山
県
の
裕
福
な
地
主

で
す
。
こ
の
人
は
最
も
早
く
声
を
あ
げ
た
人
で
、
一
九
〇
二
年
に
備

作
平
民
会
と
い
う
団
体
を
つ
く
り
ま
し
た
。
後
に
内
務
省
の
嘱
託
に

な
り
ま
し
て
国
の
中
央
融
和
事
業
協
会
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
水
平

運
動
の
側
か
ら
み
れ
ば
敵
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
九
一
八
年

の
兵
庫
県
武
庫
郡
で
の
校
長
の
差
別
発
言
に
対
し
て
部
落
大
衆
が
小

学
校
を
襲
撃
す
る
と
い
う
事
態
を
み
た
三
好
は
、「
悲
痛
の
感
に
打
た

れ
た
り
」
と
述
べ
て
、
国
民
の
偏
見
を
除
去
す
る
啓
発
活
動
の
必
要

性
を
感
じ
て
内
務
省
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
う
い
う
よ
う
に
部
落
改
善
運
動
、
融
和
運
動
は
大
き
く
二
つ
に

わ
か
れ
ま
す
。
一
つ
は
大
和
同
志
会
の
松
井
庄
五
郎
が
先
が
け
た
国

策
確
立
運
動
、
も
う
一
つ
は
三
好
伊
平
次
の
よ
う
な
啓
発
活
動
、
固

陋
な
偏
見
を
啓
発
・
教
育
活
動
で
除
去
す
る
運
動
で
す
。

２　

全
国
水
平
社
の
創
立

（
１
）
水
平
社
創
立
の
思
想

　

水
平
社
創
立
の
思
想
と
し
て
特
徴
的
な
点
は
「
自
力
解
放
、
人
間

は
哀
れ
み
で
な
く
「
尊
敬
」
し
合
う
べ
き
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
水
平
社
宣
言
の
原
案
を
書
い
た
と
さ
れ
る
西
光
万
吉
は
、
水
平

社
が
創
ら
れ
る
前
年
ま
で
、
自
殺
賛
美
論
、
絶
対
避
妊
論
を
説
い
て

い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
は
部
落
大
衆
の
立
ち
上
が
り
を
紹
介
し
ま
し
た

が
、
も
う
一
方
の
面
と
し
て
一
九
一
〇
年
代
の
『
明
治
之
光
』
な
ど

で
も
た
く
さ
ん
出
て
く
る
「
諦
観
」、「
自
暴
自
棄
」
と
い
っ
た
事
態

が
あ
り
ま
す
。
三
好
伊
平
次
は
こ
れ
に
対
し
て
あ
き
ら
め
る
な
、
と

訴
え
ま
し
た
。
一
方
で
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の

で
す
が
、
多
く
の
部
落
民
の
間
に
は
自
分
で
生
ま
れ
を
卑
下
す
る
と

い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
三
好
は
「
部
落
民
と
名
乗
れ
」
と
い
う

こ
と
を
訴
え
ま
す
。
資
料
（
１
）
に
載
せ
て
い
ま
す
。
三
好
は
部
落

改
善
運
動
家
な
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
面
で
も
水
平
運
動
の
前
提
を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。
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東
京
で
の
絵
画
の
道
を
断
念
し
奈
良
に
戻
っ
た
西
光
万
吉
は
、
阪

本
清
一
郎
や
駒
井
喜
作
と
学
習
会
を
始
め
ま
す
。
西
光
万
吉
は
上
野

の
図
書
館
に
出
入
り
し
て
い
る
時
か
ら
い
ろ
ん
な
書
籍
を
読
ん
で
い

て
、こ
れ
が
後
に
生
か
さ
れ
ま
す
。水
平
社
へ
の
結
集
を
呼
び
か
け
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
よ
き
日
の
為
め
に
』
に
は
、
西
光
が
か
つ
て
読
み

漁
り
、
共
同
の
学
習
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
や
ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
、
キ
リ
ス
ト
教
、
浄
土
真
宗
、
社
会
主
義
の
思
想
が
あ

ち
こ
ち
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
阪
本
清
一
郎
は
戦
後
、
当
時

を
振
り
返
っ
て
「
部
落
の
も
の
は
無
知
な
と
こ
ろ
へ
盲
信
で
し
た
。

現
世
の
苦
し
み
を
諦
め
、
極
楽
往
生
を
願
う
―
長
い
間
に
こ
の
よ
う

な
考
え
が
部
落
大
衆
の
な
か
に
し
み
こ
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
当

時
の
仏
教
界
は
そ
れ
を
お
お
い
に
利
用
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
私
ど

も
は
、
釈
迦
、
親
鸞
の
時
代
の
仏
教
徒
の
生
活
や
著
作
な
ど
を
一
所

懸
命
に
勉
強
し
ま
し
た
。
歎
異
抄
な
ん
か
も
講
釈
で
き
る
ほ
ど
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
仏
教
は
堕
落
し
き
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
部
落
の
人
々
の
覚
醒
、
み
ず
か
ら
の
手

に
よ
る
解
放
へ
と
つ
な
い
で
い
っ
た
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
『
ど
ん
底
』

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
ゴ
ー
リ
キ
ー
に
よ
る
劇
シ
ナ
リ
オ
『
ど

ん
底
』
は
、
当
時
「
夜
の
宿
」
と
題
さ
れ
て
東
京
で
延
べ
四
回
の
劇

場
公
演
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
洞
穴
の
よ
う
な
地
下
の
貧
し
い
ア

パ
ー
ト
に
住
む
老
若
男
女
の
や
り
と
り
で
、
生
活
の
辛
苦
を
な
め
た

人
た
ち
は
、
そ
れ
で
も
明
日
は
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

希
望
を
も
っ
て
生
き
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
妬
み
な
ど
か
ら
殺
人
事

件
が
お
こ
り
警
察
沙
汰
に
な
っ
て
し
ま
う
。
残
さ
れ
た
人
た
ち
の
、

希
望
を
失
っ
た
陰
鬱
な
酒
盛
り
の
場
面
で
、
一
人
の
男
が
話
し
出
し

ま
す
。「
わ
れ
わ
れ
も
人
間
だ
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
も
人
間
だ
、
人
間
と
い

う
の
は
尊
敬
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
語
り
始
め
る
と
こ
ろ
を

「
よ
き
日
の
為
め
に
」
で
は
引
用
し
て
い
ま
す
。「
吾
々
も
す
ば
ら

し
い
人
間
で
あ
る
事
を
、
よ
ろ
こ
ば
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
と
こ
ろ
で

す
。
レ
ジ
ュ
メ
２
頁
の
引
用
文
中
の
そ
れ
以
降
は
西
光
さ
ん
や
阪
本

さ
ん
の
言
葉
で
す
。「
吾
等
の
中
へ
―
―
と
云
ふ
の
を
、吾
等
の
中
よ

り
―
―
と
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
吾
等
の
中
よ
り
―
―
よ
き
日
の
殉
教

者
よ
出
で
よ
。」
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　
「
吾
等
の
中
か
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、相
馬
御
風
の
評
伝
『
ゴ
ー
リ

キ
イ
』
が
主
題
と
し
た
テ
ー
マ
で
、
彼
ら
は
そ
れ
に
共
感
し
持
論
を

展
開
し
ま
し
た
。
阪
本
さ
ん
は
そ
の
「
一
九
二
一
年
版
、
三
星
社
」

を
所
持
し
て
い
て
、
い
ま
私
が
手
に
持
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
と
同
じ

版
の
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
評
伝
の

前
半
は
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
生
涯
、
後
半
は
全
作
品
の
解
説
が
書
か
れ
て
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い
ま
す
。
相
馬
御
風
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
文
学

の
特
徴
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
傾
向
に
あ
り
、「
人
民
の
中
へ
」
と
い

う
言
葉
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ト
ル
ス
ト
イ
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

ら
の
合
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
彼
等
の
「
民
衆
」
に
対
す
る
態

度
は
、
矢
張
り
常
に
貴
族
の
有
す
る
憐
憫
で
あ
り
、
高
き
者
の
低
き

者
に
対
す
る
愛
擁
で
あ
っ
た
」。ど
ん
底
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
生
い
立

ち
で
育
っ
て
き
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
、
新
し
さ
は
何

か
と
い
う
と
、「
民
衆
そ
の
も
の
の
も
っ
て
い
る
力
」
に
対
す
る
信
念

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
貧
し
い
も
の
を
救
う
の
で
は
な
く

て
、
彼
ら
そ
の
も
の
の
中
に
力
強
さ
が
あ
る
、
民
衆
の
苦
し
ん
で
い

る
中
に
こ
そ
力
強
さ
が
あ
る
、
そ
こ
か
ら
運
動
を
お
こ
さ
な
い
と
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
言
葉
に
西
光
万
吉
た
ち
は
自
分
た

ち
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
重
ね
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
「
吾
等
の
中
か
ら
」
と
い
う
と
き
の
「
吾
等
」
と
は
何
な
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
よ
き
日
の
為
め
に
』

に
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
因
習
的
階
級
制
の
受
難
者
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
語
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
水
平
社

宣
言
文
は
、
最
後
は
創
立
メ
ン
バ
ー
の
合
議
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で

す
が
、
原
文
は
西
光
万
吉
が
書
い
て
、
平
野
小
剣
が
添
削
を
し
ま
し

た
。
そ
の
平
野
の
言
葉
が
水
平
社
宣
言
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り

ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
３
頁
の
引
用
文
は
、
水
平
社
が
創
立
さ
れ
る
前
年

の
第
二
回
同
情
融
和
大
会
で
撒
い
た
「
民
族
自
決
団
」
の
ビ
ラ
の
一

節
で
す
。「
我
等
民
族
の
祖
先
は
尤
も
大
な
る
自
由
と
平
等
の
渇
仰
者

で
あ
つ
て
、ま
た
実
行
者
で
あ
つ
た
。」
こ
れ
は
ま
さ
し
く
水
平
社
宣

言
で
す
。「
民
族
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。「
今
や
世
界
の

大
勢
は
民
族
自
決
の
暁
鐘
を
乱
打
し
つ
ゝ
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
。
第

一
次
大
戦
が
終
わ
っ
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
権
の
提
唱
に
端
を

発
し
た
「
世
界
の
大
勢
」、
民
族
独
立
運
動
が
お
こ
り
ま
す
。
平
野

は
民
族
と
い
う
概
念
に
親
近
感
を
憶
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
血
縁

的
な
部
落
の
一
体
感
と
い
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う

い
っ
た
世
界
の
情
勢
も
水
平
社
の
立
ち
上
が
り
に
影
響
を
与
え
て
い

ま
す
。
阪
本
さ
ん
も
『
水
平
』
で
「
英
王
国
に
於
け
る
二
大
水
平
運

動
」
と
い
う
文
章
を
か
い
て
、
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ー
の
運
動
や
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
独
立
運
動
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
水

平
社
の
創
立
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い

ま
す
。

　
「
考
察
１
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
水
平
社
宣
言
は
、同
情
批

判
・
諦
観
打
破
か
ら
「
人
間
」
存
在
に
迫
っ
た
奈
良
柏
原
グ
ル
ー
プ

の
思
想
と
、
部
落
民
の
血
縁
的
つ
な
が
り
を
重
視
し
祖
先
の
顕
彰
と

部
落
民
の
「
誇
り
」
を
訴
え
た
平
野
の
思
想
が
結
合
し
た
と
い
え
ま
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す
。
一
九
一
〇
年
代
の
こ
と
を
基
本
に
考
え
る
と
、
部
落
大
衆
の
二

つ
の
動
向
が
共
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
部
落
大
衆
の
怒
り
、
立
ち

上
が
り
を
平
野
が
代
弁
す
る
形
で
、
民
族
と
い
う
概
念
を
使
い
な
が

ら
卑
下
す
る
こ
と
は
な
い
と
訴
え
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
諦
観
や
自

暴
自
棄
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
只
中
に
い
た
西

光
万
吉
が
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
人
の
助
け
を
受
け
な
が
ら
、
人
間
は

そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
る
の
で
す
。
一
九
一
〇
年
代
の
二

つ
の
動
向
、
こ
れ
は
コ
イ
ン
の
裏
表
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

両
方
に
入
っ
て
い
っ
た
の
が
水
平
社
宣
言
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
地
方
水
平
社
の
雑
誌
、
機
関
紙
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
天
皇

主
義
の
思
想
に
対
す
る
親
近
感
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
天
皇
主
義
と

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
矛
盾
せ
ず
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
非
常
に

多
い
で
す
。
奈
良
の
上
牧
の
水
原
謙
三
郎
の
「
俺
は
エ
タ
だ
然
し
人

間
だ
」
を
レ
ジ
ュ
メ
３
頁
に
引
用
し
て
い
ま
す
。「
大
御
心
」、
こ
れ

は
明
治
天
皇
の
こ
と
で
す
。
明
治
維
新
の
五
箇
条
の
御
誓
文
や
解
放

令
の
「
聖
旨
」、
こ
れ
に
報
い
る
の
が
水
平
運
動
だ
と
い
う
理
解
で

す
。
こ
う
い
う
理
解
は
一
人
や
二
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
レ
ジ
ュ
メ

4
頁
の
奈
良
の
中
井
喜
一
郎
の
文
章
で
も
「
万
世
一
系
の
天
皇
を
仰

ぐ
帝
国
の
臣
民
」
と
あ
る
よ
う
に
、
部
落
大
衆
の
差
別
に
対
す
る
怒

り
と
天
皇
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
の
は
普
通
に
両
立
し
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　
「
考
察
２
」
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
水
平
社
宣
言
に
は
、主
義
思
想

は
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
天
皇
主
義
も
で
て
き
ま
せ
ん
。
実
際
は
佐

野
学
や
大
杉
栄
な
ど
の
社
会
主
義
者
の
影
響
も
う
け
て
い
る
の
で
す

が
、
そ
れ
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
平
野
の
使
う
「
民
族
」
と
い
う
言
葉

も
出
て
き
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
を
互
い
に
突
き
つ
め
る
と
対

立
し
あ
う
点
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
主
義
・
思
想
で
対
立
す
る
の

を
避
け
、
同
情
融
和
で
は
解
放
さ
れ
な
い
、
自
力
で
立
ち
上
が
る
と

い
う
一
点
で
部
落
大
衆
を
結
集
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
水
平
社
宣
言
の

思
想
だ
と
思
い
ま
す
。

　

天
皇
主
義
に
つ
い
て
は
、「
水
平
の
行
者
」
と
い
わ
れ
た
栗
須
七
郎

が
、
水
平
社
第
二
回
大
会
の
初
日
の
挨
拶
で
「
我
々
の
運
動
は
先
帝

陛
下
の
勅
語
を
基
と
し
て
い
る
運
動
だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
君

万
民
的
な
平
等
観
は
、
か
な
り
深
く
ま
で
部
落
大
衆
の
心
を
掴
ま
え

て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
２
）
水
平
運
動
と
融
和
運
動
と
の
異
同

　

そ
う
す
る
と
、
水
平
運
動
と
融
和
運
動
は
ど
こ
が
違
っ
て
ど
こ
が

重
な
り
合
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
に
述
べ
た
融
和
運

動
家
の
三
好
伊
平
次
は
水
平
社
創
立
大
会
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
そ
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し
て
内
務
省
の
「
復
命
書
」
を
書
い
て
い
ま
す
。
役
人
と
し
て
創
立

大
会
に
出
て
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
て
提
出
し
て
い
る
の
で
す
。

三
好
は
参
加
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
創
立
メ
ン
バ
ー
と
会
っ
て
話
を

し
て
い
ま
す
。
以
前
『
水
平
社
博
物
館
紀
要
』
に
こ
の
「
復
命
書
」

を
紹
介
し
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
５
頁
に
引
用
し
て
い
ま
す
。
水
平
社

と
重
な
る
と
こ
ろ
と
違
い
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
従
来
は
三
好
は
水

平
社
を
潰
す
た
め
に
創
立
大
会
に
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
三
好
の
「
復
命
書
」
の
草
稿
が
岡
山
の
三
好
の
書
斎
か
ら
で
て

き
ま
し
た
。
三
好
家
に
何
度
か
行
っ
て
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

立
派
な
お
屋
敷
の
離
れ
の
書
斎
は
そ
の
ま
ま
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の

中
の
資
料
の
一
つ
が
こ
れ
で
し
た
。
一
言
で
言
う
と
、
水
平
社
が
ど

れ
ほ
ど
社
会
主
義
運
動
と
接
近
し
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と

が
目
的
で
し
た
。
諦
観
打
破
、
部
落
民
の
自
覚
が
必
要
と
い
う
点
で

は
水
平
社
創
立
メ
ン
バ
ー
と
同
じ
で
す
が
、
自
力
解
放
か
官
民
協
力

に
よ
る
国
民
理
解
か
と
い
う
点
で
意
見
を
異
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

一
九
二
三
、
二
四
年
に
は
、
水
平
運
動
と
融
和
運
動
は
共
闘
す
る

場
面
が
か
な
り
あ
り
ま
し
た
。
官
民
合
同
を
実
際
に
運
動
と
し
て
展

開
し
た
人
が
広
島
県
共
鳴
会
の
山
本
正
男
で
す
。
山
本
正
男
に
つ
い

て
は
資
料
（
２
）
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
広
島
県
の
融
和
運
動
家
で

す
。
広
島
県
の
能
美
島
の
大
柿
村
と
い
う
漁
村
の
生
ま
れ
で
す
。
家

は
網
元
で
す
が
、
そ
ん
な
に
大
き
な
網
元
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
元

で
漁
村
の
部
落
の
人
た
ち
の
部
落
改
善
団
体
を
つ
く
っ
て
水
平
社
に

も
共
感
を
も
ち
な
が
ら
、
水
平
社
に
は
入
ら
ず
に
融
和
運
動
と
し
て

や
っ
て
い
き
ま
す
。
戦
後
、
同
和
対
策
審
議
会
の
答
申
を
書
い
た
中

心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
す
。
自
民
党
政
府
の
肝
入
で
で
き
た
、
保
守

系
の
全
日
本
同
和
会
の
理
事
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
本
は
、

一
九
二
三
年
に
広
島
県
水
平
社
が
で
き
る
前
か
ら
、
共
鳴
会
の
人
た

ち
を
中
心
と
し
て
、
県
知
事
に
知
事
諭
告
を
出
さ
せ
ま
す
。
レ
ジ
ュ

メ
６
頁
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
社
寺
、
学
校
、
青
年
団
、
婦
女
会
」

な
ど
で
差
別
を
す
る
な
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
れ
と
共
に
広
島
県

警
察
部
長
の
通
達
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
社
の
差
別
、
青
年
団
の

差
別
な
ど
が
あ
れ
ば
警
察
も
協
力
し
て
取
り
し
ま
る
と
い
う
も
の
で

す
。山
本
た
ち
広
島
県
の
融
和
運
動
家
た
ち
は
県
行
政
や
警
察
、村
長

や
学
校
長
な
ど
地
方
有
力
者
と
と
も
に
「
地
方
改
善
委
員
会
」
を
作

り
活
動
し
ま
す
。
そ
し
て
様
々
な
排
除
、
差
別
を
官
民
が
結
び
つ
く

形
で
一
つ
ず
つ
解
決
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
相
当
力
を
発
揮
し
た

よ
う
で
す
。
山
本
自
身
も
広
島
県
の
社
会
局
に
は
い
り
ま
す
。
一
九

二
三
年
に
県
社
会
課
が
出
し
た
「
社
会
時
報
」
を
読
ん
で
い
く
と
、

こ
の
活
動
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
差
別
事
象
は
相
当
解
決
し

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
本
当
に
差
別
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
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り
ま
せ
ん
。
差
別
観
は
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
祭
や
各
種
団
体
に
参

加
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
実
現
し
ま
し
た
。
本
当
の
意
味
で
の
差
別

解
放
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
部
落
大
衆
の

切
実
な
願
い
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

山
本
は
、
有
馬
頼
寧
が
結
成
し
た
東
京
の
融
和
団
体
・
同
愛
会
に

も
そ
の
力
を
買
わ
れ
て
参
加
し
、
融
和
運
動
の
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
き
ま
す
。
各
地
に
水
平
社
が
で
き
る
前
か
ら
あ
っ
た
、
同

愛
会
や
広
島
県
共
鳴
会
、
三
好
の
岡
山
県
協
和
会
、
奈
良
の
大
和
同

志
会
、
信
州
の
信
濃
同
仁
会
と
い
っ
た
自
主
的
な
融
和
運
動
団
体
を

束
ね
る
形
で
、
有
馬
ら
は
全
国
融
和
連
盟
を
組
織
し
ま
す
。
こ
こ
で

の
水
平
社
と
の
関
係
は
大
変
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
少
し
紹

介
し
て
み
ま
す
。

　

同
愛
会
や
融
和
連
盟
は
、
水
平
運
動
と
協
力
し
て
日
本
の
社
会
を

変
え
よ
う
と
試
み
ま
し
ま
し
た
。
水
平
社
で
は
、
遠
島
ス
パ
イ
事
件

な
ど
を
機
に
一
九
二
五
年
に
は
左
派
で
あ
る
ボ
ル
派
が
本
部
を
掌
握

す
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
の
二
三
、
二
四
年
こ
ろ
は
水
平
社
、
同
愛

会
、
全
国
融
和
連
盟
は
お
互
い
に
親
近
感
を
持
ち
、
有
馬
が
水
平
社

の
演
説
会
に
呼
ば
れ
て
演
説
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

『
同
愛
』
に
も
水
平
社
の
メ
ン
バ
ー
が
書
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
あ

る
種
の
共
闘
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。

　

有
馬
は
「
社
会
改
造
」
と
い
う
主
張
を
し
ま
す
。
当
時
、
平
沼
騏

一
郎
な
ど
が
天
皇
主
義
の
も
と
で
融
和
運
動
を
し
よ
う
と
す
る
の
に

対
し
て
有
馬
は
そ
の
「
思
想
善
導
」
政
策
を
批
判
し
ま
す
。「
私
は
生

活
を
無
視
し
て
思
想
善
導
も
何
も
な
い
と
思
ふ
、
生
活
の
問
題
が
第

一
だ
」「
先
ず
第
一
に
社
会
組
織
か
ら
改
造
し
て
か
ゝ
る
べ
き
だ
」
と

『
同
愛
』
に
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
「
社
会
改
造
」
と
い
う
の
は
今

で
言
う
民
主
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
水
平
社
に
協
力

し
つ
つ
、
水
平
社
に
で
き
な
い
部
分
を
自
分
た
ち
が
や
る
と
い
う
形

で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
7
頁
に
『
同
愛
』
の
主
要
記
事
を
あ
げ
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
そ
の
内
容
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一

九
二
三
、
二
四
年
は
不
景
気
で
失
業
者
が
あ
ふ
れ
る
と
い
う
時
代
で

す
。
そ
う
い
う
格
差
社
会
で
、
こ
の
世
の
中
を
変
え
て
い
か
な
い
と

部
落
解
放
も
実
現
し
な
い
し
、
日
本
も
良
く
な
ら
な
い
と
い
う
議
論

の
も
と
で
共
闘
し
ま
す
。
こ
の
可
能
性
は
、
今
も
う
一
度
見
直
す
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
考
察
３
」
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
水
平
社
と
全
国
融
和
連
盟
と

の
友
好
的
な
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
客
観
的
に
水
平
運
動
に
欠
け
る

面
、
水
平
運
動
は
部
落
解
放
が
軸
で
す
が
そ
れ
を
や
り
遂
げ
る
上
で

い
ろ
い
ろ
な
社
会
改
造
を
伴
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
が
当
時

の
同
愛
会
、
融
和
連
盟
の
考
え
方
で
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
補
っ



131

全国水平社の創立と融和運動

て
い
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
部
落
問
題
に
つ
い
て
、
国
策
確
立

と
か
国
民
反
省
運
動
、
さ
ら
に
「
社
会
改
造
」
と
い
っ
た
共
闘
が
何

故
花
開
か
な
か
っ
た
の
か
、
実
を
結
ば
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
視
点

で
日
本
の
近
代
史
、
部
落
解
放
運
動
史
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

時
間
の
配
分
を
間
違
え
た
と
い
う
か
、
大
部
の
レ
ジ
ュ
メ
を
作
っ

て
し
ま
い
、
最
後
の
方
は
述
べ
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
部
分

で
、私
が
提
起
し
た
か
っ
た
こ
と
を
簡
単
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

同
愛
会
は
財
政
難
も
あ
っ
て
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
有
馬
ら
も

一
線
か
ら
退
き
ま
す
。
一
九
二
八
年
に
大
礼
記
念
行
事
と
し
て
全
国

融
和
運
動
大
会
が
開
か
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
の
政
府
内
務
省
の
考
え

方
は
、
日
本
の
古
事
記
、
日
本
書
紀
に
は
部
落
差
別
は
で
て
こ
な

い
、
日
本
の
元
々
の
風
土
か
ら
は
部
落
差
別
は
で
て
こ
な
い
の
だ
か

ら
「
建
国
の
精
神
」
に
立
ち
返
っ
て
部
落
差
別
を
な
く
す
と
い
う
も

の
で
し
た
。
そ
れ
ら
は
同
時
に
、「
内
鮮
融
和
」
や
植
民
地
朝
鮮
で

の
支
配
を
堅
実
に
す
る
た
め
に
も
部
落
差
別
は
解
消
さ
れ
て
お
く
べ

き
だ
と
す
る
、
大
国
主
義
的
な
思
想
と
一
体
の
も
の
で
し
た
。
具
体

的
に
は
、
か
つ
て
山
本
正
男
ら
が
広
島
で
や
っ
て
い
た
、
い
ろ
ん
な

差
別
事
象
を
官
民
合
同
で
な
く
し
て
い
っ
た
運
動
を
、「
建
国
の
精

神
」
の
も
と
平
沼
や
内
務
官
僚
が
ト
ッ
プ
に
た
っ
て
全
国
版
で
や
っ

て
い
き
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は
、
す
ぐ
後
の
満
州
事
変
以
降
の
解
放

運
動
、
戦
時
下
の
運
動
を
考
え
る
う
え
で
、
一
つ
の
大
き
な
転
機
で

も
あ
り
ま
す
。

　

水
平
運
動
は
一
九
二
八
年
以
降
、
左
派
の
弾
圧
も
あ
っ
て
相
当
力

を
落
と
し
ま
し
た
。
部
落
大
衆
の
天
皇
主
義
に
つ
い
て
は
前
に
お
話

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
政
府
内
務
省
は
全
国
版
で
お

金
も
か
け
て
、
地
域
の
差
別
事
象
を
「
建
国
の
精
神
」
と
結
び
つ
け

解
決
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
き
に
水
平
社
は
何
を
し
て
い

た
の
か
。
一
九
三
三
年
の
高
松
差
別
裁
判
闘
争
ま
で
、
低
迷
期
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
三
七
年
に
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
戦
争
協
力

に
は
い
る
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
出
て
き
た
「
建
国
の
精
神
」
路
線
と

ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
今
後
考
え
て
い

き
た
い
課
題
で
す
。
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