
　
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
。

　
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
部
落
史
連
続
講
座
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
尚
、
二
〇
一
六
年
度
か
ら
は
「
差
別
の
歴
史
を
考
え
る

連
続
講
座
」
と
改
称
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
講
演
録
は
、
二
〇
二
二
年
に
京
都
府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
た
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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は
じ
め
に

　
―
「
解
放
令
」
は
「
何
」
を
「
廃
止
」
し
た
の
か
―

　
「
江
戸
時
代
の
身
分
と
身
分
差
別
―
江
戸
時
代
は
「
身
分
制
」
の

社
会
で
は
な
か
っ
た
―
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
江
戸
時
代
が
「
構
造
的
な
身
分
差
別
の
社
会
」
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、「
江
戸
時
代
は
身
分

制
度
の
社
会
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
表
現
す
る
の
は
、
や
は
り
事
実
に

あ
わ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
何
が
問
題
な
の
か
と
い
う
こ
と

を
、
用
意
し
ま
し
た
レ
ジ
メ
を
も
と
に
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
身
分
差
別
の
歴
史
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
の
近
代
社
会

へ
の
画
期
に
あ
る
の
は
「
解
放
令
」
で
す
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

八
月
二
八
日
の
太
政
官
布
告
で
す
。「
穢
多
非
人
等
ノ
称
被
廃
候
條

自
今
身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
事
」
と
い
う
布
告
で
す
。「
穢

多
非
人
等
ノ
称
」、
こ
れ
を
「
賤
称
」
な
ど
と
言
っ
た
り
し
ま
す
け

れ
ど
、
こ
れ
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
今
後
は
、「
身
分
職
業
」

と
も
に
「
平
民
同
様
」
で
あ
る
こ
と
が
布
告
さ
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
「
解
放
令
」
を
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
き
た
の
か
、

上
杉
聰
さ
ん
の
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』（
解
放
出
版
社
、
一

九
九
〇
年
）
と
、
吉
田
勉
さ
ん
の
「
維
新
変
革
と
「
解
放
令
」」（
朝

治
武
・
黒
川
み
ど
り
・
内
田
龍
史
編
著
『
近
代
の
部
落
問
題
〈
講
座

　
近
現
代
日
本
の
部
落
問
題
・
第
一
巻
〉』
解
放
出
版
社
、
二
〇
二

二
年
）
の
二
つ
を
紹
介
し
ま
す
。
上
杉
さ
ん
は
「
近
世
的
な
賤
民
一

般
の
根
底
的
性
格
で
あ
っ
た
「
人
外
」「
社
会
外
」
と
い
う
差
別
的

規
定
の
う
え
に
立
つ
賤
民
制
度
を
廃
止
」
し
た
と
評
価
し
、
吉
田
さ

ん
は
「
被
差
別
身
分
制
を
含
む
近
世
身
分
制
は
基
本
的
に
解
体
」
し

た
と
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
上
杉
聰
さ
ん
・
吉
田
勉
さ
ん
は
、「
解
放
令
」
が
布
告
さ
れ
る
以

前
（
江
戸
時
代
）
の
身
分
差
別
社
会
の
あ
り
方
を
、「
賤
民
制
度
」・

「
被
差
別
身
分
制
を
含
む
近
世
身
分
制
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
表
現
す
る
捉
え
方
は
、
上
杉
さ
ん
や
吉
田
さ
ん
だ
け
で
は

な
く
て
一
般
的
な
理
解
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
学
習
用
の

「
日
本
史
事
典
」（『
旺
文
社
日
本
史
事
典

　
三
訂
版
』、
レ
ジ
メ
の

八
頁
）
で
は
、「
身
分
制
度
」
を
「
国
家
権
力
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

た
政
治
的
差
別
で
、
近
代
以
前
の
社
会
（
特
に
封
建
社
会
）
に
お
い

て
、
政
治
的
に
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
べ
く
設
け
ら
れ
た
制
度
」
と

定
義
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
身
分
は
出
生
に
よ
っ
て
所
属
す
る

社
会
層
が
決
ま
り
、
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
個
人
の
努
力
で
移
る

こ
と
は
不
可
能
」、
さ
ら
に
「
江
戸
時
代
に
は
支
配
階
級
の
身
分
と

し
て
「
士
」
が
あ
り
、
そ
の
下
に
農
・
工
・
商
を
設
け
て
身
分
制
度

は
完
成
し
た
。
さ
ら
に
公
家
・
僧
侶
・
賤
民
な
ど
を
設
け
、
そ
れ
ぞ

れ
さ
ら
に
細
か
い
身
分
階
層
に
分
け
ら
れ
て
、
勝
手
に
か
わ
る
こ
と
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次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
身
分
を
広
い
意
味
（
広
義
）
と
狭
い
意
味
（
狭
義
）
で
分
け

て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
広
い
意
味
で
は
「
職

業
的
（
職
縁
）・
地
域
的
（
地
縁
）
に
共
通
の
特
徴
を
有
し
た
社
会

的
な
人
間
存
在
の
あ
り
方
」
で
す
。
言
い
方
は
固
い
で
す
が
、
一
般

的
に
「
身
分
証
明
書
」
な
ど
と
言
い
ま
す
が
、
あ
れ
で
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
身
分
で
す
。
た
と
え
ば
学
生
で
あ
る
と
か
、
大
学
の
教
員
で
あ

る
と
か
、
そ
れ
は
広
い
意
味
で
の
身
分
で
す
。
狭
い
意
味
で
は
と
い

う
と
、「
職
業
的
（
職
縁
）・
地
域
的
（
地
縁
）
に
共
通
の
特
徴
を
有

し
た
」
こ
こ
ま
で
は
一
緒
で
す
、「
出
自
（
血
縁
）
に
よ
る
社
会
的

な
人
間
存
在
の
あ
り
方
」
で
す
。
出
自
（
血
縁
）
が
必
須
の
要
素
に

な
り
ま
す
。
身
分
を
構
成
す
る
要
素
は
職
縁
、
地
縁
、
血
縁
の
三
つ

な
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
の
血
縁
を
必
須
の
要
素
と
し
て
組
み
入
れ

て
い
る
の
が
狭
義
、
狭
い
意
味
で
の
身
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
「
か
わ
た
」
身
分
に
か
か
わ
る
よ
う
な
身
分
差
別
、
近

代
以
降
の
部
落
差
別
、
こ
の
よ
う
な
身
分
差
別
に
お
い
て
、
そ
の
差

別
の
対
象
と
な
る
の
は
、
出
自
（
血
縁
）
を
必
須
の
要
素
と
す
る
、

こ
の
狭
義
の
身
分
で
す
。

は
で
き
な
か
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
身
分
制
度
」
な
ど
と
い
う
理
解
で
、「
江

戸
時
代
の
身
分
と
身
分
差
別
」
を
説
明
し
て
い
い
の
か
と
い
う
の
が
、

今
日
の
テ
ー
マ
で
す
。

Ⅰ
　
身
分
と
身
分
差
別

（
１
）
身
分
の
定
義

　
「
身
分
」
と
「
身
分
差
別
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
。
私
の

見
解
の
ポ
イ
ン
ト
は
身
分
と
身
分
差
別
と
を
区
別
し
て
捉
え
る
こ
と

で
す
。
身
分
差
別
が
、
ま
る
で
身
分
を
生
み
出
し
た
か
の
よ
う
に
、

身
分
と
身
分
差
別
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
捉
え
る
見
方
、
そ
う
思
っ
て
い

る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
身
分
と
身
分
差
別
を
明

確
に
区
別
し
て
捉
え
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
差
別
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
前
近
代
・
近
現
代
と
も
に
、
身
分
は
存
在
し
ま
す
。

現
在
も
そ
う
で
す
、
明
治
も
そ
う
で
す
、
江
戸
時
代
も
そ
う
で
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
政
治
や
制
度
の
あ
り
方
に
か
か
わ

ら
ず
、
身
分
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
身
分
は
、
政
治

や
制
度
の
あ
り
方
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
近
代
・
近
現
代
と
も
に
存
在

し
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
身
分
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
の
か
と
い
う
と
、
私
は

江戸時代の身分と身分差別
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（
２
）
身
分
と
身
分
差
別
の
構
造

　
身
分
と
身
分
差
別
と
を
区
別
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
図
式

化
し
て
説
明
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
身
分
。
先
に
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
身
分
を
構
成
す
る

の
は
基
本
的
に
は
、
職
縁
、
地
縁
、
血
縁
、
こ
の
三
つ
で
す
。
各
身

分
に
お
い
て
は
、
職
縁
、
地
縁
、
血
縁
の
あ
り
方
や
そ
の
程
度
（
濃

淡
）
に
は
差
が
あ
り
、
多
様
で
す
。
身
分
に
よ
っ
て
ち
が
い
ま
す
。

そ
し
て
、
血
縁
を
必
須
の
要
素
に
し
て
い
る
の
が
狭
い
意
味
で
の
身

分
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
次
に
、
身
分
差
別
。
身
分
差
別
に
お
い
て
「
何
が
差
別
な
の
か
」

と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
私
は
、「
差
別
」
と
い
う

の
を
別
の
言
葉
で
表
現
し
た
方
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。「
差
別
化
す
る
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
場
合
は
悪
い
意
味
で
は
使
っ
て
い
な
い
、
そ
の
場
合
は

ほ
と
ん
ど
「
区
別
」
と
同
義
で
す
。
差
別
と
は
、
も
と
も
と
は
区
別

と
同
義
な
の
で
す
ね
。
不
当
な
の
は
、
何
ら
か
の
区
別
を
口
実
に
し

て
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
差
別
な
の
で
す
ね
。
そ
の
際
の

区
別
の
仕
方
が
不
当
で
あ
り
、
そ
の
区
別
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
為

が
不
当
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
不
当
な
差
別
」
と
「
正
当
な
差
別
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
差
別
と
い
う
言
葉
だ
け
を
使
う
こ
と
で
、

 
身分 
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を結びつけ
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を正当化す

る観念 

※構成要素に「血縁」：狭義の身分
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ま
す
。
差
別
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め

に
は
、
具
体
的
に
、
個
々
の
事
象
に
お
い
て
、「
身
分
を
〈
ひ
と
く

く
り
〉
に
し
た
〈
ち
が
い
〉（
偏
見
）
を
〈
口
実
〉
に
し
て
為
さ
れ

る
侮
蔑
、
排
除
、
迫
害
」
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
を
問
題
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
で
は
次
に
、
こ
の
よ
う
な
身
分
差
別
を
正
当
化
し
て
い
る
観
念
、

そ
の
人
間
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
人
間
観
は
、「
身

分
を
〈
ひ
と
く
く
り
〉
に
し
た
〈
ち
が
い
〉（
偏
見
）」
に
根
拠
を
与
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
身
分
差
別
の
場
合
、
ベ
ー
ス
に
な
る
の
は
、

「
異
種
」
観
念
で
す
。
つ
ま
り
、「
人
間
と
し
て
違
う
」、「
住
む
世
界

が
違
う
」
な
ど
と
す
る
人
間
観
で
す
。
こ
の
よ
う
な
人
間
観
が
ベ
ー

ス
で
す
。「
ど
う
違
う
の
か
」
と
い
う
と
き
、「
浄
穢
」・「
貴
賤
」・ 

「
優
劣
」
に
よ
っ
て
、
特
定
の
人
た
ち
（
集
団
）
を
「
ひ
と
く
く
り
」

に
し
た
偏
見
で
、
そ
の
人
間
観
が
説
明
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
人
間
観
が
、
差
別
行
為
（
侮
蔑
・
排
除
・
迫
害
）
を
正
当
化
し
て

身
分
差
別
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　
身
分
と
差
別
を
結
び
つ
け
て
、
実
際
の
身
分
差
別
（
行
為
）
を
起

動
す
る
に
は
、
ス
イ
ッ
チ
が
必
要
に
な
り
ま
す
。「
忌
避
・
恐
怖
・

憎
悪
・
欲
望
」
と
い
う
、
差
別
の
対
象
に
対
す
る
特
別
の
感
情
で
す
。

よ
く
誤
解
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
原
因
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま

「
差
別
だ
、
い
や
差
別
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
難
し
い
議
論
に
な
っ
て

し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
不

当
な
差
別
」
の
「
不
当
」
と
い
う
部
分
な
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、「
不
当
な
差
別
」
で
あ
る
「
身
分
差
別
」
と
は
何
か
、

何
が
不
当
な
の
か
を
考
え
ま
す
。
そ
の
不
当
性
の
意
味
内
容
を
差
別

と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
表
現
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
ま

す
。「
身
分
を
〈
ひ
と
く
く
り
〉
に
し
た
〈
ち
が
い
〉（
偏
見
）
を
〈
口

実
〉
に
し
て
為
さ
れ
る
侮
蔑
、
排
除
、
迫
害
」
で
す
。
念
の
た
め
に

言
え
ば
、
こ
れ
は
、
差
別
を
分
類
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
実
際
の
差
別
（
事
象
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
侮
蔑
、
排

除
、
迫
害
の
内
、
一
つ
だ
け
で
は
な
く
、
二
つ
乃
至
は
三
つ
の
不
当

性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
実
際
の
差
別
（
事

象
）
は
、
そ
も
そ
も
、
侮
蔑
、
排
除
、
迫
害
と
い
う
、
こ
の
三
つ
に

分
類
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
不
当
な
差
別
」
で
あ
る
身
分
差
別
は
、「
身
分
を
〈
ひ
と
く
く
り
〉

に
し
た
〈
ち
が
い
〉（
偏
見
）
を
〈
口
実
〉
に
し
て
為
さ
れ
る
侮
蔑
、

排
除
、
迫
害
」
と
い
う
不
当
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は

逆
に
言
う
と
、「
身
分
を
〈
ひ
と
く
く
り
〉
に
し
た
〈
ち
が
い
〉（
偏

見
）
を
〈
口
実
〉
に
し
て
為
さ
れ
る
侮
蔑
、
排
除
、
迫
害
」
で
な
い

な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
不
当
な
差
別
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

江戸時代の身分と身分差別
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で
も
差
別
が
行
わ
れ
る
と
き
の
ス
イ
ッ
チ
で
す
。
差
別
の
原
因
と
な

る
の
は
、
差
別
を
正
当
化
す
る
観
念
（
人
間
観
）
で
す
が
、
し
か
し
、

そ
う
い
う
観
念
を
も
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
常
に
不
当
な
差
別

を
行
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う
し
て
差
別
は
起
こ
る
の

か
。
そ
れ
は
、
差
別
の
対
象
（
人
物
）
に
対
し
て
、
な
ん
ら
か
の
「
忌

避
・
恐
怖
・
憎
悪
・
欲
望
」
と
い
う
特
別
の
感
情
に
よ
る
ス
イ
ッ
チ

が
入
る
か
ら
で
す
。
人
と
人
が
出
会
い
、
様
々
な
思
い
を
持
ち
ま
す
。

欲
望
も
あ
れ
ば
、
憎
悪
も
恐
怖
も
あ
り
ま
す
。
我
々
は
生
き
て
い
る

限
り
、
そ
れ
ら
の
ス
イ
ッ
チ
（
感
情
）
を
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
は
で
き
て
も
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
と
こ
ろ
で
、
身
分
差
別
を
正
当
化
す
る
観

念
（
人
間
観
）
が
な
け
れ
ば
身
分
差
別
（
行
為
）
に
は
至
ら
な
い
の

で
す
。
で
す
か
ら
ス
イ
ッ
チ
は
ス
イ
ッ
チ
で
あ
っ
て
、
原
因
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

（
３
）
江
戸
時
代
の
身
分
差
別
の
社
会
構
造

　
江
戸
時
代
の
身
分
差
別
の
社
会
構
造
を
、
図
の
よ
う
に
捉
え
て
い

ま
す
。

　
三
つ
の
身
分
層
の
内
、
そ
の
一
つ
は
真
ん
中
の
大
き
な
層
の
「
平

人
」
で
す
。
全
人
口
の
約
九
割
。
当
時
、「
百
姓
町
人
」
な
ど
と
い

武家 

平人

被差別民 

う
言
い
方
も
さ
れ

ま
し
た
が
、
身
分

差
別
の
文
脈
で
言

う
時
は
、「
百
姓

町
人
」
と
い
う
よ

り
は
「
平
人
」
と

い
う
表
現
が
よ
く

使
わ
れ
ま
し
た
。

明
治
以
降
は
「
平

民
」
と
い
う
語
が

使
わ
れ
る
の
で
す

が
、
江
戸
時
代
は
、

あ
ま
り
「
民
」
と

い
う
言
葉
は
史
料

用
語
と
し
て
は
出
て
き
ま
せ
ん
、「
人
（
に
ん
）」
で
す
。
こ
の
身
分

層
を
表
現
す
る
に
は
、
や
は
り
、
史
料
用
語
と
し
て
の
「
平
人
」
が

相
応
し
い
で
す
。

　
一
番
上
に
位
置
す
る
身
分
層
を
、
私
は
「
武
家
」
と
名
前
を
つ
け

て
一
括
り
に
し
ま
し
た
。
支
配
身
分
で
す
。
従
来
は
「
武
士
」
と
い

う
表
現
を
し
て
き
た
の
で
す
が
、「
武
士
」
と
い
う
と
男
性
の
武
士
の
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従
来
、
こ
の
身
分
層
は
、「
賤
民
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
の
で
す
が
、
か
つ
て
は
私
も
そ
う
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
は

も
う
使
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
使
わ
な
い
か
と
い
う
と
、
江
戸
時
代
に
は
、

「
賤
民
」
と
い
う
用
語
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
と
、「
賤
民
」
と
い
う
用
語
を
使
え
ば
、
た
と
え
ば
古
代
の
律

令
制
下
で
の
「
賤
民
」
と
江
戸
時
代
の
社
会
的
な
身
分
で
あ
る
「
被

差
別
民
」
と
が
、
ま
る
で
同
じ
制
度
的
身
分
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤

解
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　
当
時
の
史
料
用
語
で
い
う
と
、
こ
の
身
分
層
は
、「
穢
之
身
分
」

な
ど
と
一
括
し
て
い
る
言
い
方
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
幕
府
（
役
人
）

な
ど
は
、「
穢
多
非
人
等
之
類
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
ま
す
。

し
か
し
、
詳
細
は
後
に
説
明
し
ま
す
が
、「
穢
多
」
称
は
、
そ
も
そ

も
差
別
（
侮
蔑
）
を
目
的
と
し
た
社
会
的
な
蔑
称
で
あ
り
、
江
戸
時

代
に
お
い
て
も
、
制
度
的
な
身
分
の
公
称
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
に
、「
穢
」「
穢
多
」
な
ど
の
呼
称
を
使
っ
て
、
こ
の
身
分
層
の

総
称
と
す
る
の
は
相
応
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
賤
民
」
を
こ
の
身
分

層
の
総
称
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
し
た
の
と
同
様
の
理
由
で
す
。

そ
こ
で
、「
穢
多
」
な
ど
の
蔑
称
を
用
い
ず
に
、
こ
の
身
分
層
を
よ

り
客
観
的
に
示
す
表
現
と
し
て
、
史
料
用
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、 

「
被
差
別
民
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
。

み
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま

う
な
ど
、
狭
い
捉
え
方
を

し
て
し
ま
い
ま
す
。「
武

家
」
身
分
層
に
は
、
領
主
、

そ
の
家
臣
、
そ
し
て
、
そ

の
家
族
も
含
ま
れ
ま
す
。

さ
ら
に
天
皇
・
公
家
・
大

寺
社
な
ど
も
こ
こ
に
含
め

て
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
は
封
建
社
会
の
土
地
の

支
配
者
の
こ
と
で
、
そ
こ

に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
か

ら
年
貢
を
取
る
「
領
主
」

で
す
。「
領
主
」（
治
者
）

と
「
領
民
」（
被
治
者
）
と

[支配身分]＝領主及びその家臣など（治者） 

武家 ＋ 天皇・皇族・公家・大寺社等 
[被支配身分]＝領民（被治者） 

平人（百姓・町人 等） 

     被差別民（かわた・長吏・非人 等） 
「かわた」・「長吏」…「穢多」と蔑称さ

れていた人たちの自称 

い
う
封
建
的
な
支
配
被
支
配
の
関
係
が
こ
の
「
武
家
」
と
「
平
人
」

の
身
分
層
を
区
別
し
て
い
ま
す
。

　
三
つ
め
の
身
分
層
は
、「
被
差
別
民
」
で
す
。
こ
の
身
分
層
に
含

ま
れ
る
の
は
、
世
間
か
ら
は
「
穢
多
」
と
い
う
蔑
称
で
呼
ば
れ
た
「
か

わ
た
」
や
「
長
吏
」、
そ
し
て
「
非
人
」
な
ど
の
多
様
な
身
分
で
す
。

江戸時代の身分と身分差別
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は
「
士
農
工
商
」
と
い
う
表
現
は
過
去
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
相

変
わ
ら
ず
、
テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
な
ど
で
は
最
近
で
も
、「
江
戸

時
代
の
身
分
制
度
は
「
士
農
工
商
」
で
あ
る
、
○
か
×
か
」
な
ど
と

問
い
、
そ
の
正
解
を
「
○
」
に
し
て
い
ま
す
。

　
「
農
・
工
・
商
」
は
、
職
業
に
よ
る
身
分
的
呼
称
で
あ
っ
て
、
も

ち
ろ
ん
「
農
・
工
・
商
」
に
序
列
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
出
生
（
血

縁
）
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
よ
う
な
身
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

が
、
現
代
の
多
く
の
人
は
、
江
戸
時
代
は
、
農
民
の
家
に
生
ま
れ
た

ら
ず
っ
と
農
民
、
商
人
の
家
に
生
ま
れ
た
ら
商
人
な
ど
と
、
こ
の
よ

う
に
、
身
分
と
「
農
・
工
・
商
」
の
「
職
業
」
が
、
生
ま
れ
に
よ
っ

て
固
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
極
め

て
根
強
い
で
す
。
し
か
し
、
当
時
生
き
て
い
た
人
た
ち
は
、
そ
の
よ

う
に
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
江
戸
時
代
は
、
そ
の
生
ま
れ
に

か
か
わ
ら
ず
「
農
・
工
・
商
」
の
職
業
を
変
わ
る
こ
と
が
で
き
た
社

会
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、「
か
わ
た
」
身
分
な
ど
の
「
被
差
別
民
」
の
多
く
も
、
従

事
す
る
職
業
で
は
「
農
・
工
・
商
」
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、「
農
・

工
・
商
」
は
、
広
義
の
身
分
で
あ
り
、
身
分
差
別
の
対
象
と
な
る
狭

義
の
身
分
で
は
な
か
っ
た
、
こ
の
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
「
武
家
」
と
「
平
人
」
の
身
分
層
の
間
を
画
す
る
の
は
、
封
建
社

会
の
「
領
主
」
と
「
領
民
」
と
い
う
政
治
的
な
支
配
被
支
配
の
関
係

が
ベ
ー
ス
に
あ
り
ま
す
が
、「
平
人
」
と
「
被
差
別
民
」
を
画
す
る

の
は
、
そ
れ
は
先
に
説
明
し
ま
し
た
異
種
観
念
や
浄
穢
観
念
な
ど
の

観
念
を
ベ
ー
ス
に
し
た
人
間
観
で
す
。
政
治
や
制
度
の
あ
り
方
が
、 

「
平
人
」
と
「
被
差
別
民
」
の
身
分
層
を
分
け
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
す
。

①
　「
士
農
工
商
」
と
い
う
身
分
制
度
で
は
な
か
っ
た

　
「
士
農
工
商
」
と
い
う
表
現
が
「
近
世
身
分
制
」
を
示
し
て
い
る

と
い
う
考
え
方
は
根
強
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
深
谷
克
己
さ
ん
は
、

書
い
て
い
ま
す
。「
士
農
工
商
は
、
役
目
、
職
務
、
業
種
に
よ
っ
て

編
成
さ
れ
る
近
世
身
分
制
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
」（
レ
ジ
メ
二
頁
）

と
。
し
か
し
、「
士
農
工
商
」
は
、
各
「
職
分
」（
職
業
的
本
分
）
の

あ
り
方
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
治
者
（
政
治
的
支
配
者
）
に
と
っ

て
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
を
世
に
示
す
思
想
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
で
す
。

実
態
と
し
て
、
身
分
序
列
の
社
会
制
度
を
示
す
よ
う
な
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
教
科
書
の
記
述
内
容
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
以
前
は
中
学
校
の

社
会
科
の
教
科
書
は
、
江
戸
時
代
の
「
身
分
制
度
」
を
「
士
農
工
商
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
ま
し
た
が
、
教
科
書
レ
ベ
ル
で
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ば
「
百
姓
」
と
名
乗
っ
て
い
た
の
で
す
。
史
料
に
も
「
百
姓
」
と
い

う
肩
書
で
出
て
き
ま
す
。

　
「
平
人
」
と
し
て
同
一
身
分
で
あ
る
「
百
姓
」「
町
人
」
は
、
社
会

的
交
流
・
婚
姻
等
に
障
害
は
な
く
、
職
業
や
居
住
地
の
変
更
に
よ
っ

て
随
意
に
「
百
姓
」
か
ら
「
町
人
」
へ
、「
町
人
」
か
ら
「
百
姓
」

へ
の
変
更
は
可
能
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
全
体
の
身
分
差
別
の
社
会

構
造
を
意
識
し
て
身
分
を
言
う
場
合
に
は
、
先
に
説
明
し
ま
し
た
よ

う
に
、「
百
姓
」「
町
人
」
よ
り
は
、「
平
人
」
が
、
当
時
に
お
い
て

一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
身
分
呼
称
と
し
て
相
応
し
い
の
で
す
。

　
教
科
書
や
学
習
用
の
事
典
な
ど
で
は
、「
百
姓
」「
町
人
」
が
「
生

ま
れ
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
」み
た
い
な
書
き
方
を
し
て
い
る
で
し
ょ
。

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、「
百
姓
」
の
家
に
生
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ

て
も
一
生
「
百
姓
」
な
の
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ
現
実
的
に
は
困
難

な
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
百
姓
」
の
次
男
、
三
男
に
生
ま
れ
た
ら
ど

う
し
ま
す
か
。
そ
の
生
ま
れ
た
家
が
た
く
さ
ん
土
地
を
持
っ
て
い
る

農
家
で
あ
れ
ば
分
家
な
ど
し
て
、
そ
の
村
で
生
き
て
い
け
ま
す
が
、

所
持
す
る
土
地
の
少
な
い
農
家
の
場
合
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
次
男
、

三
男
の
場
合
、
そ
れ
で
も
一
家
を
構
え
て
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
ら
ど
う
す
る
か
。
だ
か
ら
、
大
坂
な
ど
の
町
に
近
い
と
こ

②
　「
武
士
・
百
姓
・
町
人
・
差
別
さ
れ
た
人
び
と
」（
中
学
校
社
会

科
教
科
書
の
記
述
）
と
い
う
身
分
制
度
で
は
な
か
っ
た

　
今
の
中
学
校
の
社
会
科
教
科
書
は
、「
士
農
工
商
」
と
い
う
言
葉

は
使
わ
ず
に
、「
武
士
」・「
百
姓
」・「
町
人
」、
そ
し
て
「
差
別
さ
れ

た
人
び
と
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
身
分
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま

す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
間
違
い
で
す
、
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
百 

姓
」・「
町
人
」
は
居
住
地
に
よ
る
呼
称
で
あ
っ
て
、
身
分
（
狭
義
）

と
し
て
は
、「
平
人
」
と
い
う
同
一
の
身
分
で
す
。
で
す
か
ら
、「
武

士
」
と
並
べ
て
「
百
姓
」・「
町
人
」
を
異
な
る
二
つ
の
身
分
で
あ
る

か
の
よ
う
に
言
う
の
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
場
合
、「
百
姓
」
と
は
村
の
住
人
の
こ
と
で
す
。
町
の
住
人

が
「
町
人
」
で
す
。
で
す
か
ら
、
漁
村
に
住
ん
で
い
て
農
業
で
は
な

く
漁
業
を
し
て
い
て
も
村
の
住
人
だ
か
ら
「
百
姓
」
と
し
て
扱
わ
れ

ま
す
。
村
で
は
、
農
業
を
し
て
い
な
く
て
も
「
百
姓
」
な
の
で
す
。

た
だ
し
、
狭
義
の
言
い
方
で
「
百
姓
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
時
は
イ

コ
ー
ル
「
平
人
」
な
の
で
す
が
、
広
い
意
味
で
使
う
「
百
姓
」
は
農

地
を
所
持
す
る
村
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
持
っ
て
い
な
い
人
は 

「
水
呑
」「
無
高
」
な
ど
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
し
て
、
農
地
を

所
持
し
た
「
か
わ
た
」
身
分
の
人
た
ち
も
、
農
地
を
所
持
し
て
い
れ

江戸時代の身分と身分差別
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江
戸
時
代
が
構
造
的
な
身
分
差
別
の
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
政
治
権
力
が
、
そ
の
よ
う
な
身
分
差
別
を
利
用
し
て
身
分
に
か
か

わ
る
政
策
を
施
行
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
政
治
に
責

任
が
な
い
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

責
任
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
大
い
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
政
治
が
身
分
や
身
分
差
別
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
利
用

し
た
の
で
す
ね
。
す
な
わ
ち
、
政
治
権
力
の
身
分
政
策
に
よ
っ
て
構

造
的
な
身
分
差
別
の
社
会
が
誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
誕
生
さ
せ

た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
に
手
を
貸
し

た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　
「
部
落
は
政
治
が
つ
く
っ
た
」
な
ど
と
い
う
「
政
治
起
源
説
」
は

間
違
い
で
す
。
ま
た
「
江
戸
時
代
は
身
分
制
度
の
社
会
で
あ
っ
た
」

な
ど
と
説
明
す
る
こ
と
も
、
ま
さ
に
政
治
起
源
説
と
同
根
の
間
違
い

だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
具
体
的
に
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
、
身
分
と
身
分
差
別
が
、
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、

「
か
わ
た
」
身
分
な
ど
の
「
被
差
別
民
」
身
分
層
の
あ
り
方
を
中
心

に
み
て
い
き
ま
す
。

　
幕
府
や
藩
な
ど
各
領
主
は
、
必
要
に
応
じ
て
身
分
に
か
か
わ
る
政

策
を
施
行
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
被
差
別
民
」
が
「
平
人
」
と
交
流
・

接
触
す
る
よ
う
な
行
動
を
規
制
す
る
様
々
な
禁
令
を
だ
し
ま
す
が
、

ろ
の
村
の
「
百
姓
」
の
次
男
、
三
男
は
、
町
へ
出
る
の
で
す
。
当
然
、

彼
ら
は
、
そ
の
後
「
町
人
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。

③
　「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
身
分
・
職
業
・
居
住
地
が
固
定
さ
れ
る
」

と
い
う
よ
う
な
「
身
分
制
度
の
社
会
」（
身
分
制
社
会
）
で
は

な
か
っ
た

　
江
戸
時
代
が
「
身
分
制
社
会
」
な
ど
と
表
現
で
き
る
よ
う
な
社
会

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
説
明
し
て
い
き
ま

す
。
ま
ず
、
も
う
一
度
「
身
分
制
度
」
及
び
「
身
分
制
社
会
」
の
一

般
的
な
理
解
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。「
国
家
権
力
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
た
政
治
的
差
別
で
、
近
代
以
前
の
社
会
（
特
に
封
建
社
会
）
に

お
い
て
、政
治
的
に
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
べ
く
設
け
ら
れ
た
制
度
」

「
身
分
は
出
生
に
よ
っ
て
所
属
す
る
社
会
層
が
決
ま
り
、
法
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
、
個
人
の
努
力
で
移
る
こ
と
は
不
可
能
」「
江
戸
時
代
に

は
支
配
階
級
の
身
分
と
し
て
「
士
」
が
あ
り
、
そ
の
下
に
農
・
工
・

商
を
設
け
て
身
分
制
度
は
完
成
し
た
。
さ
ら
に
公
家
・
僧
侶
・
賤
民

な
ど
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
細
か
い
身
分
階
層
に
分
け
ら
れ
て
、

勝
手
に
か
わ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」、
学
習
用
の
「
日
本
史
事 

典
」
で
あ
る
『
旺
文
社
日
本
史
事
典
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て

あ
り
ま
す
（
レ
ジ
メ
の
八
頁
）。
こ
れ
が
一
般
的
な
理
解
で
す
。

　
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
き
ま
す
。
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先
に
も
説
明
し
ま
し
た
が
、「
武
家
」「
平
人
」「
被
差
別
民
」
の

三
つ
の
身
分
層
の
各
身
分
層
の
内
に
お
い
て
は
、
個
々
の
身
分
を
隔

て
て
い
る
ハ
ー
ド
ル
は
生
ま
れ
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で

は
な
く
、
職
業
や
居
住
地
の
変
更
等
の
通
常
の
条
件
獲
得
に
よ
っ
て

変
更
可
能
で
あ
り
、
生
ま
れ
に
よ
る
職
業
や
居
住
地
等
に
一
生
縛
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
異
な
る
身
分
層
と
身
分

層
と
の
間
の
垣
根
を
越
え
る
よ
う
な
身
分
の
変
更
は
ど
う
な
の
か
と

い
う
と
、
三
つ
の
身
分
層
の
全
体
構
造
の
枠
組
み
に
変
更
を
求
め
る

こ
と
な
く
、
個
別
に
特
別
な
条
件
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
武

家
」
と
「
平
人
」、「
平
人
」
と
「
被
差
別
民
」
の
各
身
分
層
を
越
え

る
こ
と
も
、
実
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
「
非
常

の
事
態
」
で
あ
り
、
通
常
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
武 

家
」・「
平
人
」・「
被
差
別
民
」
と
い
う
各
々
の
身
分
層
に
生
ま
れ
て

も
、
そ
の
生
ま
れ
に
よ
る
身
分
を
変
更
し
て
、
属
す
る
身
分
層
を
越

え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
京
の
町
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
多
く
の
「
か
わ
た
村
」
の
出
身

者
が
、
こ
の
京
の
町
に
も
住
ん
で
い
ま
し
た
。
天
保
二
年
（
一
八
三

一
）、
百
人
を
超
え
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
多
く
の
人
た
ち
が
一
斉

に
身
分
摘
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
度
に
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
た

ち
の
摘
発
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
町
で
は
誰
が 

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
れ
は
治
安
目
的
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
み
れ

ば
、
身
分
差
別
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
治
安
対
策
な

の
で
す
。
領
主
が
何
回
も
繰
り
返
し
同
じ
禁
令
を
出
す
と
い
う
こ
と

は
、
実
は
効
果
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
う
い
う

禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
と
、「
被
差
別
民
」
が
町
中
で
ご
飯
を
食
べ

た
り
、
町
の
宿
に
泊
ま
っ
た
り
と
か
で
き
な
か
っ
た
と
思
っ
て
し
ま

い
ま
す
よ
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
し

か
し
、
見
方
を
変
え
る
と
逆
な
の
で
す
。
実
際
は
、
そ
う
い
う
禁
令

を
何
回
も
出
す
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
町
の
中
で
「
被
差
別
民
」
が

「
町
人
」
と
交
流
・
接
触
し
て
い
た
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
何
回
も
何
回
も
行
動
規
制
の
禁
令
を
出
す
必
要
が
あ
る
の

で
す
。
身
分
の
隔
絶
を
強
調
す
る
よ
う
な
行
動
規
制
の
禁
令
を
何
回

も
何
回
も
出
す
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
逆
の
事
態
が
進
行
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
、「
町
人
」
と
「
被
差
別
民
」

の
交
流
・
接
触
を
よ
ろ
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
（
幕
府
や

藩
）
が
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
な
か
な
か
実
態
は

変
わ
ら
な
い
の
で
す
が
。

　
こ
の
よ
う
な
身
分
の
異
な
る
人
た
ち
の
交
流
・
接
触
の
事
態
か
ら
、

さ
ら
に
発
展
し
て
、
身
分
（
身
分
層
）
の
垣
根
を
越
え
る
よ
う
な
事

態
に
も
な
り
ま
す
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

江戸時代の身分と身分差別
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た
と
え
ば
、
農
業
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
職
業
で
は
、「
平
人
」

と
「
被
差
別
民
」
の
双
方
が
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
農
業
の
例
が
一

番
わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
。
農
業
や
っ
て
い
て
も
、「
平
人
」
で
は

な
い
人
も
い
ま
す
。「
か
わ
た
」
身
分
の
人
も
田
圃
を
所
持
し
て
農

業
を
し
て
い
ま
し
た
。「
か
わ
た
」
身
分
な
ど
の
「
被
差
別
民
」
は

農
地
を
所
持
し
て
は
い
け
な
い
、
農
業
を
し
て
は
い
け
な
い
、
そ
う

考
え
て
い
る
思
想
家
な
ど
も
い
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
江
戸
時
代

に
は
、「
被
差
別
民
」
身
分
だ
か
ら
農
業
を
し
て
は
い
け
な
い
な
ど

と
い
う
制
度
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
た
と
え
ば
雪
踏
産
業
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
の
は
「
か

わ
た
」
身
分
の
人
た
ち
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
教
科
書
に
も
、
そ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、「
平
人
」（
町
人
）
身
分
の
人
た
ち
も
雪
踏
産
業
に
従
事
し
て
い

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
雪
踏
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
「
か
わ
た
」
身
分
だ

と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
後
に

説
明
し
ま
す
。

　
ほ
と
ん
ど
の
職
業
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
職
業
は
「
被

差
別
民
」
が
従
事
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
ま
た
逆
に
「
被
差
別
民
」

な
ら
ば
、
こ
の
仕
事
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ

と
は
な
か
っ
た
、
制
度
的
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
は
い

「
か
わ
た
村
」
出
身
者
か
と
い
う
こ
と
が
、
半
ば
「
公
然
の
秘
密
」

と
し
て
黙
認
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
京
の

天
保
の
時
の
史
料
を
み
て
み
る
と
、
摘
発
さ
れ
た
「
か
わ
た
村
」
出

身
者
の
な
か
に
は
、「
町
用
人
」
を
し
て
い
た
人
が
三
人
も
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て
住
ん
で
い
た
と
想
定
で
き
る
人
も
身

分
摘
発
さ
れ
て
い
ま
す
、
そ
う
い
う
実
態
だ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
日
本
の
身
分
差
別
社
会
の
特
徴
で
す
ね
。

出
自
に
よ
っ
て
身
分
や
職
業
や
居
住
地
が
、
政
治
的
に
固
定
さ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
社
会
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。「
平
人
」
と
「
被
差
別
民
」
身
分
層
に
お
け
る
職
業
と
身

分
の
関
係
で
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
身
分
と
職
業
と

居
住
地
は
三
位
一
体
で
固
定
さ
れ
て
い
た
」
な
ど
と
、
今
で
も
主
張

す
る
人
が
い
る
の
で
す
が
、
身
分
と
職
業
は
必
ず
し
も
対
応
も
一
致

も
し
て
い
な
い
。
こ
の
職
業
な
ら
ば
こ
の
身
分
、
こ
の
身
分
な
ら
ば

こ
の
職
業
と
い
う
か
た
ち
で
は
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
の
で
す
。

「
職
縁
・
地
縁
・
血
縁
」
の
三
要
素
が
身
分
を
構
成
す
る
わ
け
で
す

か
ら
、「
職
縁
」
は
身
分
本
来
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
必
要
不
可
欠

な
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
ら

ゆ
る
職
業
が
一
対
一
で
各
々
に
特
定
の
身
分
に
対
応
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、「
従
事
し
て
い
る
職
業
が

身
分
の
標
識
に
な
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
だ
か
ら
、「
身
分
と
職
業
と
居
住
地
が
三
位
一
体
で
固
定

さ
れ
て
い
た
」
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。

　
で
は
、「
居
住
地
」
と
身
分
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

居
住
地
は
、
身
分
に
よ
っ
て
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
町
で
も
武
家
の
住
む
「
武
家
地
」、「
町
人
」
の
住
む
「
町
人

地
」
は
隔
絶
し
て
い
ま
し
た
。
村
で
も
、「
平
人
」
の
住
む
集
落
と 

「
か
わ
た
」
な
ど
「
被
差
別
民
」
の
住
む
集
落
は
隔
絶
し
て
い
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
居
住
地
は
身
分
標
識
で
も
あ
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
居
住
地
（
た
と
え
ば
「
か
わ
た

村
」）
の
情
報
が
身
分
標
識
に
な
り
得
る
の
は
、
狭
い
範
囲
の
地
域

に
限
定
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、「
か
わ
た
村
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

村
の
呼
称
か
ら
直
ち
に
「
か
わ
た
村
」
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
ら
な
い

か
ら
で
す
。「
穢
多
村
」
な
ど
と
い
う
呼
称
は
、
差
別
（
侮
蔑
）
の

た
め
に
使
わ
れ
る
蔑
称
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
公
称
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

制
度
的
な
呼
称
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
、
身
分
標
識
で
あ
る
居
住
地
を
越
え
る
、

そ
し
て
身
分
を
越
え
る
こ
と
に
繋
が
る
可
能
性
の
あ
る
、
そ
の
よ
う

な
居
住
地
を
越
え
る
人
の
移
動
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

な
か
っ
た
の
で
す
。
実
態
は
、
多
く
の
職
業
に
「
平
人
」
も
「
被
差

別
民
」
も
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
特
定
の
職
業
が
身
分
の
成
り
立
ち

に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら

と
言
っ
て
、
そ
の
職
業
に
必
ず
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
そ

の
職
業
以
外
の
仕
事
に
就
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、「
身
分
と
職
業
（
職
縁
）
は
一
致

し
て
い
る
、
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
」
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
で

す
。

　
人
び
と
が
、
そ
の
身
分
（
狭
義
）
の
成
り
立
ち
に
深
く
関
わ
る
職

業
（
職
縁
）
を
変
え
て
も
（
異
に
し
て
も
）、
そ
の
身
分
が
地
域
や

世
代
を
超
え
て
維
持
・
継
承
さ
れ
て
い
く
と
き
、
血
縁
が
大
き
な
役

割
を
は
た
し
て
い
た
と
は
言
え
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
か
わ
た
」
身
分
の
人
た
ち
は
、

詳
細
は
後
に
説
明
し
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
身
分
の
成
り
立
ち

に
深
く
関
わ
る
斃
牛
馬
処
理
に
従
事
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
は
い

な
か
っ
た
の
で
す
。
実
態
と
し
て
、
遅
く
と
も
、
江
戸
時
代
も
後
期

に
な
る
と
、
斃
牛
馬
処
理
の
仕
事
に
従
事
し
な
い
「
か
わ
た
」
身
分

の
人
た
ち
の
方
が
多
数
派
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
か
わ
た
」
身
分

の
人
た
ち
は
、
斃
牛
馬
処
理
以
外
の
仕
事
（
た
と
え
ば
農
業
な
ど
）

に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

江戸時代の身分と身分差別
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は
、
ど
こ
か
に
明
確
な
「
身
分
標
識
」
を
求
め
よ
う
と
し
ま
す
。「
平

人
」
と
「
被
差
別
民
」
の
違
い
を
風
俗
で
分
け
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

風
俗
や
服
装
や
行
動
様
式
で
視
覚
的
に
差
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で

す
。
だ
か
ら
全
国
の
多
く
の
領
主
は
何
回
も
何
回
も
風
俗
規
制
、
行

動
規
制
の
禁
令
を
出
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
禁
令
を
繰
り
返
し
出
す

と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
大
し
た
実
効
性
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
風
俗
規
制
や
行
動
規
制
が
有
効
な
場
合
の
み
、

服
装
や
行
動
様
式
で
身
分
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、

な
か
な
か
、
そ
の
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
何
回
も
何

回
も
禁
令
を
出
そ
う
と
す
る
の
で
す
。

　
従
事
し
て
い
る
職
業
や
居
住
地
や
服
装
や
行
動
様
式
な
ど
で
、
こ

の
人
は
「
平
人
」
身
分
、
こ
の
人
は
「
か
わ
た
」
身
分
な
ど
と
い
う

こ
と
は
直
ち
に
は
分
か
ら
な
い
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
の
身
分
差
別
社

会
の
実
態
で
し
た
。

Ⅱ
　
身
分
を
越
え
る
雪
踏
職
人

　
―
大
坂
と
南
王
子
村
―

　
こ
こ
か
ら
（「
Ⅱ
」「
Ⅲ
」「
Ⅳ
」）
は
、「
か
わ
た
村
」
で
あ
る
和

泉
国
泉
郡
南
王
子
村
の
事
象
・
事
例
を
も
と
に
し
て
、「
Ⅰ
」
で
説

明
し
た
江
戸
時
代
の
身
分
と
身
分
差
別
の
具
体
例
を
さ
ら
に
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。
南
王
子
村
と
い
う
の
は
、「
か
わ
た
」
身
分
の
み
で

　「
江
戸
時
代
は
穢
多
と
い
う
呼
称
で
身
分
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
」

な
ど
と
考
え
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
間
違
い
な
の
で
す
。 

「
穢
多
」
称
は
、
制
度
化
さ
れ
た
よ
う
な
「
公
称
」
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
、
幕
府
が
四
回
に
わ
た
っ
て
、
全
国
の
行
政
村
（
村

請
制
村
・
近
世
村
）
の
「
村
高
」
や
村
名
（
公
称
）
を
「
国
」「
郡
」

ご
と
に
編
纂
し
た
「
郷
帳
」
と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
郷

帳
」
に
、「
穢
多
」
と
い
う
表
記
は
一
切
出
て
き
ま
せ
ん
。
幕
藩
権

力
や
世
間
は
、「
穢
多
」「
穢
多
村
」
な
ど
と
言
っ
て
日
常
的
に
差
別

（
侮
蔑
）
し
ま
す
が
、
公
的
な
村
の
名
前
が
登
録
さ
れ
た
「
郷
帳
」

に
「
穢
多
」
と
い
う
表
記
は
一
つ
も
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
私

は
、
こ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
を
重
視
し
ま
す
。
こ
れ
は
、「
穢
多
」

称
が
制
度
化
さ
れ
た
よ
う
な
公
称
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
証

明
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
か
わ
た
村
」
の
人
た
ち
が
、

居
住
す
る
村
の
村
名
（
公
称
）
を
名
乗
っ
た
際
に
、
直
ち
に
は
、「
か

わ
た
村
」（「
か
わ
た
」
身
分
）
で
あ
る
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

「
居
住
地
が
身
分
標
識
と
な
る
の
は
地
域
限
定
で
あ
る
」
と
い
う
の

は
、
こ
う
い
う
事
情
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、
服
装
・
行
動
様
式
な
ど
の
風
俗
が
身
分
標
識
に
な
り
得
る

の
は
、
権
力
に
よ
る
風
俗
規
制
・
行
動
規
制
な
ど
の
身
分
規
制
が
有

効
に
働
い
て
い
る
場
合
で
す
。
身
分
の
隔
絶
を
志
向
す
る
政
治
権
力
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今
の
も
の
よ
り
少
し
細
長
い
印
象
が
あ
り
ま
す
ね
。
特
徴
的
な
の

は
、
裏
の
踵
の
部
分
に
尻
金
と
い
う
大
き
な
鉄
板
が
あ
る
と
こ
ろ
で

す
。

　
こ
れ
（
次
頁
・
上
）
は
京
の
町
の
「
雪
踏
師
」
の
姿
を
紹
介
し
た

も
の
で
す
、『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
と
い
う
本
の
「
職
の
部
」（
巻
六
）

に
収
載
さ
れ
て
い
る
絵
で
す
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
・
貴
重
資

料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）。
一
番
右
に
い
る
の
が
雪
踏
師
。
こ
の

雪
踏
師
は
「
町
人
」（
平
人
）
で
す
。「
雪
踏
仕
上
げ
」（
鼻
緒
た
て
・

表
と
裏
革
の
縫
い
付
け
）
と
い
う
最
終
工
程
の
作
業
を
し
て
い
る
雪

踏
職
人
の
姿
で
す
。

　
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
「
勧
進
餬
部
」（
巻
七
）
に
は
、
雪
踏
に

関
し
て
も
う
一
つ
の
絵
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
次
頁
・
下
）。
一

番
右
後
ろ
に
「
せ
き
た
な
を
し
」（
雪
駄
直
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

「
雪
駄
直
し
」（
一
般
的
に
は
「
雪
踏
直
し
」
と
表
記
）
と
は
雪
踏

の
修
繕
の
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
修
繕
を
行
う
人
の
こ
と
で
す
。
近
辺

の
「
か
わ
た
村
」
か
ら
京
に
や
っ
て
来
て
、
町
を
流
し
て
歩
き
、
雪

踏
を
修
繕
す
る
仕
事
を
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
「
か
わ
た
」
身
分

の
姿
で
す
。『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
が
、「
雪
踏
師
（
せ
っ
た
し
）」
と
「
雪

駄
直
（
せ
き
た
な
を
し
）」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
表
記
の
仕
方
に

敢
え
て
差
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
従
事
す
る
人
た
ち
の
身
分

構
成
す
る
「
か
わ
た
村
」
で
す
、
領
主
の
「
直
支
配
」
下
に
あ
る
行

政
村
（
村
請
制
村
・
近
世
村
）
の
一
つ
で
す
。

（
１
）
大
坂
か
ら
南
王
子
村
へ

　
ま
ず
、
レ
ジ
メ
の
四
頁
、「
身
分
を
越
え
る
雪
踏
職
人
」
と
見
出

し
を
付
け
ま
し
た
が
、
ど
う
身
分
を
越
え
た
の
か
を
み
て
い
き
ま
す
。

大
坂
は
「
平
人
」
の
町
で
す
ね
。
そ
の
大
坂
と
南
王
子
村
と
の
間
で
、

「
平
人
」
と
「
被
差
別
民
」
が
そ
の
身
分
層
の
垣
根
を
越
え
る
の
で
す
。

　
そ
の
話
の
前
に
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
雪
踏
産
業
に
つ
い
て

説
明
し
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
、
雪
踏
（
せ
っ
た
）
と
は
何
か
で
す
。
竹

皮
表
、
牛
革
裏
の
草
履
、
こ
れ
が
雪
踏
で
す
。
戦
国
時
代
の
終
わ
り

頃
か
、
も
し
く
は
江
戸
時
代
の

は
じ
め
頃
が
起
源
で
す
。
一
般

的
に
は
明
治
以
降
は
「
雪
駄
」

と
表
記
し
ま
す
が
、
江
戸
時
代

は
「
雪
」「
踏
」
で
「
雪
踏
」
と

表
記
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

　
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
「
安

政
二
年
一
月
」
の
日
付
が
書
か

れ
て
い
る
雪
踏
で
す
。
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職
人
が
最
終
的
な
「
雪
踏
仕
上
げ
」
を
し
た
の
で
す
。
描
か
れ
て
い

る
京
の
町
の
「
雪
踏
師
」
は
明
ら
か
に
革
を
扱
う
「
雪
踏
仕
上
げ
」

の
作
業
を
し
て
い
ま
す
。「
革
を
扱
う
」
の
は
「
被
差
別
民
」
だ
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
、
明
ら
か

に
「
町
人
」
が
従
事
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
雪
踏
産
業
に
関
わ
っ

て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
も
、「
か
わ
た
」
身
分
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
中
学
校
の
社
会
科
教
科
書
な
ど
に
も
、「
雪
踏
」
は
「
か

わ
た
」
の
み
が
扱
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
実

際
に
は
「
平
人
」
も
従
事
し
て
い
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
雪
踏
産
業
の
展
開
の
な
か
で
、
大
坂
と
「
か
わ
た
村
」

の
繋
が
り
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
坂
と
「
か
わ
た
村
」

で
あ
る
南
王
子
村
と
の
間
で
、
身
分
層
を
越
え
る
人
の
移
動
が
起
こ

る
の
で
す
。

　
で
は
、
こ
こ
で
大
坂
か
ら
南
王
子
村
へ
の
「
身
分
を
越
え
る
」
事

例
を
紹
介
し
ま
す
。
レ
ジ
メ
の
四
頁
の
史
料
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
「
摂
州
大
坂
嶋
之
内
南
毛
綿
町
」
の
「
加
島
屋
利
兵
衛
忰
虎
吉
」

が
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
正
式
に
転
籍
し
ま
す
。
大
坂
か
ら

南
王
子
村
へ
の
正
式
な
転
籍
で
す
。
大
坂
は
「
平
人
」
の
町
で
す
。

平
人
の
「
虎
吉
」
が
、「
か
わ
た
」
身
分
の
み
で
構
成
す
る
「
か
わ

た
村
」
の
南
王
子
村
へ
正
式
に
転
籍
し
た
こ
と
を
示
す
「
人
別
送
り

の
違
い
（「
平
人
」
と
「
被
差
別
民
」）
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
雪
踏
の
「
表
づ
く
り
」（
表
編
み
・
表
仕
上
げ
）、
そ
し
て
、
町
中

で
の
「
雪
踏
直
し
」
は
「
か
わ
た
」
身
分
の
事
実
上
の
専
業
で
す
が
、

町
の
履
物
屋
で
最
終
的
に
製
品
を
完
成
さ
せ
る
「
雪
踏
仕
上
げ
」（
鼻

緒
た
て
・
表
と
裏
革
の
縫
い
付
け
）
は
「
町
人
」
が
行
っ
て
い
ま
し

た
。
経
済
力
の
あ
る
大
き
な
「
か
わ
た
村
」
で
は
、「
雪
踏
仕
上
げ
」

も
行
っ
て
い
て
、
完
成
品
（
最
終
製
品
）
を
作
っ
て
町
の
履
物
屋
に

卸
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
雪
踏
仕
上
げ
」
の
工
程
は
、
こ
の

よ
う
に
、「
町
人
」（
平
人
）
と
「
か
わ
た
」
身
分
の
双
方
が
同
じ
作

業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
の
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
絵
に
あ
り
ま
し
た
町
の
雪
踏
職

人
が
、
ど
う
し
て
、「
雪
踏
仕
上
げ
」（
鼻
緒
た
て
・
表
と
裏
革
の
縫

い
付
け
）
を
主
導
し
た
の
か
と
い
う
と
、「
武
家
」
や
「
町
人
」
た

ち
の
住
む
町
に
履
物
屋
が
あ
る
か
ら
で
す
。
雪
踏
と
い
う
履
物
は
町

場
の
履
物
な
の
で
す
。
村
で
も
履
か
れ
ま
す
が
、
地
面
が
悪
路
の
と

こ
ろ
で
は
履
き
ま
せ
ん
。
雪
踏
の
需
要
は
圧
倒
的
に
町
な
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
町
に
履
物
屋
が
あ
り
、「
町
人
」
が
営
ん
で
い
ま
す
。

江
戸
時
代
は
、
注
文
生
産
・
販
売
が
一
般
的
で
す
か
ら
、
お
客
さ
ん

か
ら
の
注
文
を
受
け
て
後
に
、
町
の
履
物
屋
に
か
か
え
ら
れ
た
雪
踏
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村
に
転
籍
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
手

続
き
と
同
時
に
作
成
さ
れ
発
行
さ
れ
た
「
寺
送
り
証
文
」
で
は
、
宛

先
が
「
南
王
子
村
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
の
で
、
こ
の
「
人

別
送
り
証
文
」
で
「
南
」
を
わ
ざ
と
隠
し
た
と
い
う
可
能
性
は
低
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
史
料
を
最
初
に
読
ん
だ
時
は
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。
正
式
な

手
続
き
を
経
ず
に
内
緒
で
「
か
わ
た
村
」
に
、「
平
人
」
身
分
の
者

が
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
や
っ
て
来
て
い
る
、
そ
う
い
う
事
例
は

あ
る
だ
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
転
籍
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
示
す
正
式
な
史
料
が
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。

　
大
坂
の
南
毛
綿
町
を
地
図
で
確
認
し
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の

大
坂
の
地
図
で
す
。
右
上
の
方
に
あ
る
の
が
大
坂
城
で
す
。
大
坂
城

の
周
辺
か
ら
南
は
上
町
台
地
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
武
家
が
住
ん
で

い
ま
し
た
。
上
町
台
地
の
西
の
方
に
広
が
る
地
域
は
「
町
人
」
の
町

で
す
。
南
毛
綿
町
と
い
う
の
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
長
堀
と
東
横
堀
、

西
横
堀
、
そ
し
て
道
頓
堀
に
囲
ま
れ
た
こ
の
地
域
が
「
嶋
之
内
」、

大
坂
三
郷
の
中
で
も
こ
の
辺
り
は
、「
町
人
」
の
住
む
町
の
中
心
地

で
す
。
南
毛
綿
町
は
こ
こ
で
す
。
ま
た
、
別
の
地
図
で
み
る
と
、
南

王
子
村
は
こ
の
辺
で
す
。
虎
吉
は
、
大
坂
か
ら
こ
の
南
王
子
村
へ
転

籍
し
た
の
で
す
。

証
文
」
で
す
。
居
住
元
の
町
や
村
の
役
所
か
ら
、
転
籍
先
の
村
や
町

の
役
所
宛
に
出
さ
れ
た
書
類
が
「
人
別
送
り
証
文
」
で
す
。
特
徴
的

な
の
は
、
こ
の
段
階
で
は
領
主
（
役
所
）
が
一
切
関
わ
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
多
く
は
こ
の
よ
う
に
村
と
町
の
間
、
あ
る
い
は

村
同
士
と
い
っ
た
行
政
組
織
間
で
の
書
類
の
や
り
と
り
で
転
籍
が
実

現
し
ま
す
。

　
「
加
島
屋
利
兵
衛
」
は
父
親
の
名
前
で
、「
虎
吉
」
は
そ
の
息
子

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
加
島
屋
利
兵
衛
」、
そ
の
名
前
に
は
「
借

家
」
と
も
「
借
地
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
加
島
屋
利
兵

衛
は
「
家
持
」
の
「
町
人
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
虎
吉
は

こ
の
時
、「
弐
拾
八
才
」
で
す
。
次
に
「
御
村
新
次
郎
方
へ
同
家
に

引
越
申
し
た
き
由
申
し
出
候
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
御
村
」
と
は
転

籍
先
の
南
王
子
村
で
す
。
南
王
子
村
の
新
次
郎
さ
ん
の
家
に
同
居
す

る
と
言
っ
て
き
た
の
で
認
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
他
、

「
人
別
送
り
証
文
」
に
は
、
虎
吉
は
ト
ラ
ブ
ル
を
か
か
え
て
い
ま
せ

ん
、
人
物
を
保
証
し
ま
す
よ
、
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
差
出

人
の
南
毛
綿
町
の
会
所
の
「
印
」
も
あ
り
ま
す
。
宛
先
は
「
王
子
村
」

と
な
っ
て
い
て
「
南
」
が
抜
け
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
書
類

は
間
違
い
な
く
南
王
子
村
の
村
役
人
が
保
存
し
て
き
ま
し
た
の
で
、

こ
の
虎
吉
が
大
坂
の
南
毛
綿
町
か
ら
「
か
わ
た
村
」
で
あ
る
南
王
子
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移
住
し
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
以
前
か
ら
、
雪
踏
産
業
の
展

開
を
通
じ
て
、
南
王
子
村
と
大
坂
に
繋
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
よ
う
な
身
分
を
越
え
た
、
人
と
人
の
交
流
が
既
に
生
ま
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
大
坂
か
ら
南
王
子
村
へ
の
移
住
者
は
、
こ
の
虎
吉
以
外
に
も
他
に

数
例
、
史
料
か
ら
確
認
で
き
ま
す
が
、
本
日
は
、
そ
の
紹
介
は
、
省

略
し
ま
す
。

（
２
）
南
王
子
村
（「
か
わ
た
村
」）
か
ら
大
坂
（「
平
人
」
の
町
）
へ

　
こ
こ
で
は
、
虎
吉
と
は
逆
の
場
合
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
虎
吉

と
は
逆
の
場
合
、
南
王
子
村
か
ら
大
坂
へ
と
い
う
転
籍
は
表
だ
っ
て

な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。
町
は
「
か
わ
た
村
」
の
出
身
者
を
な
か

な
か
大
っ
ぴ
ら
に
は
受
け
入
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
態
と
し
て
移
住

し
て
い
る
事
例
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
京
の
町
の
場
合
で
も
言
い

ま
し
た
が
、
実
際
に
は
「
か
わ
た
村
」
出
身
の
人
が
た
く
さ
ん
移
り

住
ん
で
い
ま
す
。
京
の
町
の
役
人
ま
で
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、

ま
わ
り
の
人
間
も
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。「
か
わ
た
村
」

の
出
身
者
で
は
な
い
か
と
疑
わ
し
い
場
合
で
あ
っ
て
も
受
け
入
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
表
向
き
は
簡
単

に
は
了
解
し
な
い
の
で
す
。

　
虎
吉
の
移
住
（
転
籍
）
の
事
情
・
理
由
は
、
移
り
住
ん
で
行
っ
た

先
の
新
次
郎
が
雪
踏
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
判
明
し
ま
す
。
虎
吉

は
雪
踏
職
人
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
雪
踏
職
人
と
し
て
、
南
王
子
村

に
奉
公
稼
で
来
た
の
で
す
。
実
は
、
虎
吉
は
、
弘
化
二
年
の
「
人
別

送
り
証
文
」
に
よ
っ
て
正
式
に
南
王
子
村
に
籍
を
移
す
以
前
か
ら
、

新
次
郎
の
所
で
既
に
一
〇
年
間
の
奉
公
稼
を
し
て
い
た
の
で
す
。
奉

公
稼
の
期
間
中
は
籍
を
移
さ
な
く
て
、
籍
は
大
坂
に
お
い
た
ま
ま
で

よ
か
っ
た
の
で
す
。
奉
公
稼
が
終
わ
っ
た
ら
多
く
の
場
合
は
元
の
居

住
地
へ
帰
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
虎
吉
は
大
坂
の
町
へ
は
戻
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
虎
吉
は
奉
公
稼
ぎ
の
期
間
中
に
村
内
の
女
性
と

結
婚
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
か

と
い
う
と
、
転
籍
を
済
ま
せ
た
後
の
「
宗
門
改
帳
」
の
虎
吉
家
の
と

こ
ろ
に
は
、
奥
さ
ん
の
名
前
と
子
ど
も
の
名
前
が
書
い
て
あ
る
か
ら

で
す
。
虎
吉
は
大
坂
の
町
へ
は
帰
ら
ず
に
、
正
式
に
南
王
子
村
の
住

人
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
す
。
南
王
子
村
に
住
む
決
意
を
し

た
と
き
、「
人
別
送
り
証
文
」
を
出
身
地
の
大
坂
か
ら
取
り
寄
せ
る

必
要
が
生
じ
ま
し
た
。
虎
吉
は
、
転
籍
の
時
点
で
二
八
才
で
す
、
と

い
う
こ
と
は
一
〇
年
前
の
一
八
才
の
頃
に
南
王
子
村
に
奉
公
稼
に
来

て
、
雪
踏
職
人
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

も
そ
も
、
ど
う
し
て
大
坂
の
人
間
が
雪
踏
職
人
と
し
て
南
王
子
村
に
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を
し
た
と
い
う
人
物
、
こ
の
「
詫
状
」
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
人
物

で
す
。
大
坂
高
津
新
地
壱
丁
目
の
伊
丹
屋
源
兵
衛
借
家
泉
屋
次
兵
衛

で
す
。「
町
人
」
が
亦
二
郎
の
奉
公
を
仲
介
し
て
い
た
の
で
す
。
こ

れ
は
、「
か
わ
た
村
」
出
身
者
が
、
大
坂
の
町
の
中
へ
「
町
人
」
の

仲
介
で
奉
公
稼
に
来
て
い
た
と
い
う
事
例
な
の
で
す
。
そ
の
背
景
に

は
、
こ
こ
で
も
雪
踏
産
業
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
ま
す
。

※
以
下
の
「
Ⅲ
」
と
「
Ⅳ
」
は
、
当
日
の
報
告
（
講
演
）
は
、
私
の

責
任
で
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
「
Ⅳ
」

は
、
ほ
と
ん
ど
説
明
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
当
日
報
告
し

よ
う
と
予
定
し
て
い
た
内
容
を
、
実
際
の
「
講
演
録
」
の
形
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
概
要
（
報
告
主
旨
の
結
論
部
分
）
を
、
紹

介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

Ⅲ
　
身
分
呼
称
と
斃
牛
馬
処
理
と
村
の
生
業
構
造

（
１
）
身
分
呼
称
―
「
か
わ
た
」
と
「
穢
多
」
―

　
和
泉
国
泉
泉
郡
南
王
子
村
の
事
例
を
、
引
き
続
き
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。
南
王
子
村
が
領
主
一
橋
家
の
在
地
役
所
（
和
泉
国
泉
郡
府
中

村
「
府
中
役
所
」・
大
坂
「
川
口
役
所
」）
宛
に
提
出
し
た
書
類
（
村

に
遺
さ
れ
て
い
る
控
）
か
ら
は
、
村
名
や
人
名
の
肩
書
等
に
は
「
穢

　
「
平
人
」
の
町
か
ら
「
か
わ
た
村
」
へ
の
転
籍
は
、
虎
吉
の
場
合

の
よ
う
に
、
手
続
き
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
障
害
な
く
認
め
ら
れ
ま
す

が
、「
か
わ
た
村
」
か
ら
「
平
人
」
の
町
へ
の
転
籍
は
、
正
式
（
公
的
）

に
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。
何
か
事
情
が
あ
っ
て
明
る
み
に
出

た
場
合
し
か
史
料
と
し
て
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
一
例
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
レ
ジ
メ
の
四
頁
を
見
て
く
だ
さ
い
。

処
罰
さ
れ
た
事
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
南
王
子
村
五
兵
衛
の
忰
で

あ
る
亦
二
郎
が
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
三
月
、
出
身
の
村
名
を

偽
っ
て
、
七
年
前
か
ら
大
坂
市
中
の
「
白
革
師
」
の
も
と
で
、「
鹿
白

皮
張
薫
之
仕
事
」（
鹿
皮
関
係
の
仕
事
）
の
奉
公
稼
を
し
て
い
た
こ

と
が
露
見
し
ま
す
。
当
時
の
社
会
的
な
慣
例
で
は
、
鹿
皮
に
関
し
て

は
「
白
革
師
」（
町
人
）
が
扱
っ
て
い
ま
し
た
。「
白
革
師
」
は
、「
か

わ
た
」
身
分
の
人
た
ち
が
鹿
皮
を
扱
う
こ
と
に
反
対
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
争
論
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下

で
、「
か
わ
た
」
身
分
の
人
が
大
坂
の
町
で
鹿
皮
関
係
の
仕
事
を
し

て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
の
で
す
ね
。
亦
二
郎
は
、
奉
公
先
の
「
白

革
師
」
に
対
し
て
「
詫
状
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
「
詫
状
」
の
写
し
が
史
料
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
鹿
皮
は
、
雪

踏
の
鼻
緒
の
材
料
な
ど
に
な
り
ま
す
。
亦
二
郎
の
親
で
あ
る
五
兵
衛

は
、
雪
踏
商
人
で
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
亦
次
郎
の
奉
公
の
手
引
き
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よ
っ
て
社
会
的
に
強
制
さ
れ
た
身
分
呼
称
で
あ
っ
て
、
制
度
的
（
公

的
）
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
公
的
な
場
面
に
お
い
て
、

可
能
な
限
り
（
許
容
さ
れ
る
限
り
）、「
穢
多
」
称
の
使
用
を
拒
否
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
「
穢
多
」
称
に
対
し
て
、「
か
わ
た
」
称
は
、
積
極

的
に
名
乗
る
よ
う
な
「
自
称
」
と
は
、
必
ず
し
も
言
い
得
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
穢
多
」
称
が
強
制
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
に
お

い
て
、
そ
の
こ
と
を
拒
否
し
、
抗
議
す
る
際
に
、
そ
の
対
抗
手
段
と

し
て
、「
か
わ
た
」
称
が
「
自
称
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。

（
２
）
斃
牛
馬
処
理
と
身
分
認
識

　
南
王
子
村
の
事
象
・
事
例
を
素
材
に
し
て
、
斃
牛
馬
処
理
（
斃
牛

馬
の
無
償
取
得
・
解
体
処
理
・
皮
な
ど
の
販
売
）
と
「
か
わ
た
」
身

分
の
あ
り
方
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
斃
牛
馬
の
無
償
取
得
の
圏
域
（「
草
場
」）
は
、「
草
場
」
の
隣
接

す
る
「
か
わ
た
村
」
間
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
泉
州
三
郡
ニ

而
凡
弐
百
三
拾
余
之
村
」、
和
泉
国
大
鳥
郡
（
の
南
部
）・
泉
郡
・
南

郡
（
の
北
部
）
に
あ
る
二
三
〇
余
の
村
が
、
南
王
子
村
の
「
草
場
」

で
す
。
北
は
大
鳥
郡
塩
穴
村
の
「
草
場
」
と
、
南
は
南
郡
嶋
村
の
「
草

多
」
称
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
か
わ
た
」
称

も
ほ
と
ん
ど
使
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
書
式
一
般
に
お
い
て
も
、
他
の

「
百
姓
村
」
と
相
異
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
南
王
子
村
か
ら
役
所
等
へ
提
出
し
た
書
類
（
控
）
に
、
肩
書
と
し

て
「
穢
多
」
称
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
幕
府
の
役
所
で
あ
る
大
坂

町
奉
行
所
や
堺
奉
行
所
宛
の
書
類
の
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
で
も
、 

「
穢
多
」
称
を
記
載
し
て
い
な
い
提
出
書
類
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、

幕
府
の
役
所
へ
の
提
出
の
際
に
は
、
提
出
の
窓
口
（
受
け
付
け
た
担

当
者
の
段
階
）
に
お
い
て
、「
穢
多
」
称
を
記
載
す
る
よ
う
行
政
指

導
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
言
え
る
の
は
、
領
主
や
幕
府
の
役
所
へ
の

提
出
書
類
に
「
穢
多
」
な
ど
の
身
分
呼
称
を
記
載
す
る
こ
と
が
必
ず

し
も
義
務
付
け
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
幕
府
の

役
所
で
は
、「
穢
多
」
称
の
記
載
を
求
め
る
行
政
指
導
は
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
領
主
（
一
橋
家
）
の
役
所
に
お
い
て
は
、
そ
の

よ
う
な
行
政
指
導
も
一
切
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
南
王
子
村
の
側
か
ら
言
え
ば
、「
穢
多
」
称
の
使
用

を
忌
避
す
る
南
王
子
村
の
明
確
な
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
可
能
な
限
り
（
許
容
さ
れ
る
限
り
）
に
お
い
て
、「
穢
多
」
称
は

使
用
し
な
い
と
い
う
明
確
な
意
思
で
す
。「
穢
多
」
称
は
、
差
別
に 
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南
王
子
村
に
お
い
て
斃
牛
馬
処
理
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
人
び

と
の
数
（
規
模
）
は
、
ど
の
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

十
八
世
紀
末
以
降
の
状
況
を
推
定
し
ま
す
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）

の
段
階
で
「
死
牛
馬
獣
類
買
仲
間
」
は
十
六
名
（
戸
）、
文
久
二
年 

（
一
八
六
二
）
の
段
階
で
「
死
牛
馬
取
捌
仲
間
（
番
郷
）」
は
四
九

名
（
戸
）
で
す
。「
買
仲
間
」
と
「
取
捌
仲
間
」
が
全
く
重
な
ら
な

い
と
し
て
、
こ
の
場
合
の
両
「
仲
間
」
の
合
計
数
は
、
六
五
名
（
戸
）

と
な
り
ま
す
。
六
五
名
（
戸
）
と
い
う
の
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六

三
）
の
村
の
総
戸
数
の
二
割
弱
に
相
当
し
ま
す
。
両
「
仲
間
」
以
外

で
雇
用
さ
れ
る
人
た
ち
の
数
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
斃
牛
馬

処
理
に
従
事
し
て
い
た
村
人
の
総
数
（
戸
数
）
は
、
全
体
の
二
割
を

大
き
く
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
で
す
か
ら
、
村

人
の
七
～
八
割
は
、
斃
牛
馬
処
理
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
斃
牛
馬
処

理
に
携
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
斃
牛
馬
処
理
を
行
う
身

分
と
し
て
「
か
わ
た
」
身
分
を
捉
え
る
こ
と
は
、「
か
わ
た
村
」
の

人
た
ち
を
も
含
め
た
当
時
の
一
般
的
な
身
分
認
識
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
南
王
子
村
に
遺
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
言
い
得
る

こ
と
は
、
斃
牛
馬
処
理
は
、
彼
ら
の
身
分
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
獲

得
さ
れ
た
職
業
（
生
業
）
で
あ
り
、
政
治
権
力
な
ど
に
よ
っ
て
強
制

場
」
と
境
界
を
接
し
て
い
ま
し
た
。

　
斃
牛
馬
処
理
に
関
わ
る
権
益
は
、
遅
く
と
も
江
戸
時
代
中
期
以
降

に
は
、
村
内
で
「
株
」
化
し
て
い
ま
し
た
。
南
王
子
村
の
場
合
、
そ

の
「
株
」
持
の
組
織
で
あ
る
「
死
牛
馬
取
捌
仲
間
（
番
郷
）」
と
、

解
体
処
理
後
の
皮
な
ど
を
「
株
」
持
か
ら
入
札
に
よ
っ
て
買
取
り
、

独
占
的
に
売
買
す
る
権
利
を
持
つ
人
た
ち
の
組
織
「
死
牛
馬
獣
類
買

仲
間
」
が
村
内
に
あ
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
後
期
（
特
に
十
八
世
紀
末
以
降
）
の
斃
牛
馬
処
理
の
あ

り
方
（
実
態
）
に
つ
い
て
、
南
王
子
村
に
お
い
て
斃
牛
馬
処
理
を
統

括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
人
た
ち
（「
番
郷
惣
代
」・「
買
仲
ケ
間
」）
は
、

次
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
ま
し
た
（
レ
ジ
メ
五
頁
）。
斃
牛
馬
処
理

を
「
穢
村
之
家
業
」
と
言
い
、
不
祥
事
が
発
生
す
れ
ば
「
一
村
之
穢

名
詰
ル
処
、
村
方
衰
微
之
基
ニ
相
成
」
と
懸
念
し
て
い
ま
す
。
斃
牛

馬
処
理
の
職
業
と
し
て
の
実
態
は
、
も
は
や
取
締
り
の
対
象
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
斃
牛
馬
処
理
＝
「
穢
村
之

家
業
」
＝
南
王
子
村
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

斃
牛
馬
処
理
が
、
引
き
続
き
南
王
子
村
全
体
の
身
分
認
識
に
深
く
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、「
穢
村
之
家
業
」「
一

村
之
穢
名
」
な
ど
と
い
う
表
現
に
は
、
斃
牛
馬
処
理
＝
「
穢
多
」
と

い
う
世
間
か
ら
の
差
別
的
な
身
分
認
識
が
内
面
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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見
込
額
に
は
、
雪
踏
商
人
な
ど
一
部
特
定
の
富
裕
層
の
収
入
は
、
計

上
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、
倹
約
を
呼
び
か
け
る
対
象
で

あ
る
大
多
数
を
占
め
る
一
般
の
村
人
の
年
間
収
入
と
支
出
を
問
題
に

し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
ま
ず
、
こ
の
内
の
「
草
場
徳
」
に
注
目
し
ま
す
。
銀
三
貫
目
は
、

斃
牛
馬
処
理
、
す
な
わ
ち
「
斃
牛
」
の
「
取
捌
」
な
ど
に
か
か
わ
る

村
人
の
収
入
見
込
額
で
す
。「
壱
ヶ
年
ニ
数
六
拾
と
見
て
壱
日
ニ
付

五
拾
匁
ツ
ゝ
」
と
し
て
算
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
場
合
の
「
数

六
拾
」
と
い
う
の
は
「
斃
牛
」
の
数
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
草
場
徳
」

の
銀
三
貫
目
は
、
決
し
て
少
額
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
村
人
全
体
の

収
入
見
込
額
（
銀
四
二
二
貫
四
五
〇
匁
）
か
ら
み
れ
ば
一
％
に
も
満

た
な
い
額
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
一
一
五
〇
人
（
村
内
の
十
五
歳
か
ら
六
〇
歳
の
労
働
力
人
口
）
に

よ
る
一
人
一
日
銀
一
匁
で
計
算
さ
れ
て
い
る
年
間
三
〇
〇
日
分
の 

「
稼
代
」（
銀
三
四
五
貫
目
）
が
、
実
に
全
体
の
八
割
以
上
を
占
め

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
「
稼
」
の
内
容
は
、
雪
踏
（
製
作
・
販
売
・

修
繕
）
に
か
か
わ
る
日
稼
ぎ
や
近
隣
で
の
農
作
業
の
手
伝
い
な
ど
、

多
種
多
様
な
仕
事
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
史
料
（「
村
方
借
財
返
済
方
仕
法
」）
か
ら
は
、
村
人
が
農
業

や
雪
踏
関
連
業
な
ど
、
多
様
な
職
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

さ
れ
た
職
業
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
か
わ
た
村
」
間
で
、

斃
牛
馬
処
理
の
圏
域
（
草
場
）
な
ど
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

な
ど
は
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
で
は
何
故
に
、
そ
の
生

業
（
斃
牛
馬
処
理
）
が
、
ま
る
で
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ

う
に
認
識
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
、
斃
牛
馬
処
理
に
対
す
る
差
別
（
侮

蔑
）
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
か
わ
た
」
を
「
穢
多
」
と
呼
ぶ
の
と
同

様
の
身
分
差
別
の
故
で
す
。

（
３
）
南
王
子
村
の
生
業
構
造

　
南
王
子
村
の
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
生
業
に
従
事
し
て
い
た
の

か
説
明
し
ま
す
。

　
十
九
世
紀
中
頃
の
村
人
の
年
間
総
収
入
の
見
込
額
が
記
さ
れ
た 

「
村
方
借
財
返
済
方
仕
法
」
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
（
レ
ジ
メ
六
頁
）。

増
大
す
る
村
借
の
返
済
対
策
と
し
て
、
村
人
に
倹
約
を
要
請
す
る
た

め
に
作
成
さ
れ
た
書
類
で
す
。
村
人
の
総
収
入
の
見
込
額
（
銀
四
二

二
貫
四
五
〇
匁
）
を
、「
作
徳
」（
農
業
経
営
に
よ
る
収
入

：

銀
六
五

貫
四
五
〇
匁
）、「
稼
代
」（
一
一
五
〇
人
の
「
稼
」
に
よ
る
収
入

：

銀
三
四
五
貫
目
）、「
草
場
徳
」（
斃
牛
馬
処
理
に
か
か
わ
る
収
入

：

銀
三
貫
目
）、「
入
場
徳
」（「
入
場
」
で
の
「
貰
」
に
よ
る
収
入

：

銀

九
貫
目
）
の
四
つ
に
分
類
し
て
算
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
総
収
入
の
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南
王
子
村
を
信
太
明
神
（
聖
神
社
）
の
同
格
の
「
氏
子
」
と
は
認
め

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

（
２
）「
信
太
山
境
内
変
死
人
取
片
付
」
一
件

　
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
二
月
、
信
太
山
「
明
神
境
内
」
に
お
け

る
「
首
く
ゝ
り
人
」
の
「
番
并
取
片
付
」
を
め
ぐ
っ
て
、
信
太
郷
七

か
村
（
上
代
村
・
中
村
・
太
村
・
尾
井
村
・
富
秋
村
・
王
子
村
・
上

村
）
と
南
王
子
村
と
の
間
で
紛
争
が
あ
り
ま
し
た
。
斃
牛
馬
処
理
と

同
様
の
認
識
で
、
信
太
郷
七
か
村
は
、「
変
死
人
取
片
付
」（
死
穢
の

処
理
）
を
南
王
子
村
に
要
請
し
て
き
た
の
で
す
。
南
王
子
村
は
、
そ

れ
を
拒
否
し
ま
す
。
南
王
子
村
は
、「
変
死
人
取
片
付
」
を
拒
否
す

る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
ま
す
。「
当
村
之
儀
者
、
外

之
皮
多
と
者
格
別

　
御
殿
御
高
護
持
致
候
百
姓
ニ
候
」
と
い
う
よ
う

に
、「
百
姓
」
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
ま
す
。
い
わ
ば
、「
百
姓
」

宣
言
で
す
。「
変
死
人
取
片
付
」
を
す
れ
ば
「
穢
名
」
を
受
け
て
、「
御

大
切
之
御
高
御
公
役
・
国
役
等
務
方
へ
も
差
響
」、
ま
た
、
村
人
の 

「
人
気
」
に
も
関
わ
り
、
村
内
「
取
締
」
に
も
支
障
を
き
た
す
と
い

う
説
明
を
し
ま
す
。「
穢
名
」
を
受
け
る
と
は
、
す
な
わ
ち
「
穢
多
」

と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
南
王
子
村
は
〈「
穢
多
」
で

は
な
い
〉
が
故
に
「
変
死
人
取
片
付
」
を
拒
否
す
る
と
い
う
主
張
を

り
ま
す
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ

こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
特
定
の
職
業
（
た
と
え
ば
斃
牛
馬
処
理
な

ど
）
に
従
事
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

特
定
の
職
業
（
た
と
え
ば
農
業
な
ど
）
に
従
事
す
る
こ
と
か
ら
排
除

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
南
王
子
村
の
人
た

ち
が
従
事
し
て
い
た
仕
事
の
多
く
は
、「
平
人
」
の
人
た
ち
も
従
事

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
身
分

と
職
業
が
一
対
一
で
対
応
す
る
よ
う
な
、「
従
事
し
て
い
る
職
業
が

身
分
を
示
す
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
「
身
分
制
度
」「
身
分
制
社
会
」

な
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

Ⅳ
　
地
域
社
会
に
お
け
る
〈
身
分
・
差
別
〉
と
〈
交
流
・
排
除
〉

（
１
）
信
太
明
神
（
聖
神
社
）
及
び
信
太
郷
の
村
々
と
南
王
子
村

　
南
王
子
村
が
、
他
の
「
か
わ
た
村
」
な
ど
か
ら
「
し
の
だ
村
」
と

呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
、
南
王
子
村
形
成
の
経
緯
に
よ

り
ま
す
。
南
王
子
村
は
、
信
太
明
神
（
聖
神
社
）
の
神
事
に
か
か
わ

る
役
務
の
負
担
者
と
し
て
、
そ
の
「
境
内
」
域
内
で
の
集
住
に
始
ま

り
、
そ
の
後
、
信
太
明
神
（
聖
神
社
）
か
ら
信
太
郷
内
に
居
住
地 

（「
除
地
」）
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
信
太
郷
七
か
村
（
上

代
村
・
中
村
・
太
村
・
尾
井
村
・
富
秋
村
・
王
子
村
・
上
村
）
は
、
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す
。
こ
こ
で
の
文
言
を
使
え
ば
、〈
御
武
家
方
―
平
人
―
穢
之
身
分
〉

と
い
う
身
分
差
別
の
構
造
に
な
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る 

「
平
人
」
と
の
〈
隔
絶
・
排
除
〉
の
前
提
に
は
、
南
王
子
村
の
人
び

と
と
「
平
人
」
と
の
〈
接
触
・
交
流
〉
の
機
会
（
場
面
）
が
日
常
的

に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
村
人
へ
の
こ
の
よ
う
な
行
動

規
制
は
、
経
済
活
動
（
生
産
・
流
通
・
消
費
）
に
お
け
る
〈
接
触
・

交
流
〉
の
場
面
で
の
ト
ラ
ブ
ル
を
想
定
し
た
も
の
で
す
。
ほ
と
ん
ど

の
経
済
活
動
は
、
本
来
、
一
つ
の
身
分
内
で
完
結
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
〈
接
触
・
交
流
〉
の
機
会
（
場

面
）
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
南
王
子
村
の
人
び
と
と
「
平
人
」
と
の

ト
ラ
ブ
ル
は
起
こ
り
得
ま
せ
ん
。「
か
わ
た
」
と
「
平
人
」
と
の
、〈
接

触
・
交
流
〉
と
〈
隔
絶
・
排
除
〉
と
い
う
両
面
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な

か
で
、
身
分
差
別
の
社
会
は
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

お
わ
り
に

　
―
近
代
社
会
へ
持
ち
越
さ
れ
た
課
題
―

　
南
王
子
村
は
、「
聖
明
神
氏
子
一
件
」
の
係
争
中
に
、「
解
放
令
」

（
明
治
四
年
八
月
二
八
日
「
太
政
官
布
告
」）
公
布
を
迎
え
ま
す
。「
聖

明
神
氏
子
一
件
」
と
は
、
維
新
政
府
の
役
所
か
ら
提
出
を
求
め
ら
れ

て
い
た
戸
籍
の
原
稿
に
、
信
太
明
神
（
聖
神
社
）
を
「
氏
神
」
と
し

展
開
し
ま
す
。

（
３
）
村
方
取
締
と
身
分
規
制

　
地
域
社
会
に
お
い
て
、
村
人
の
不
祥
事
や
「
平
人
」
と
の
ト
ラ
ブ

ル
を
如
何
に
し
て
避
け
る
か
、
南
王
子
村
の
村
役
人
に
と
っ
て
は
重

要
な
課
題
で
し
た
。
そ
れ
は
、
幕
府
の
役
所
で
あ
る
堺
奉
行
所
や
領

主
で
あ
る
一
橋
家
の
在
地
役
所
（「
川
口
役
所
」）
の
役
人
と
も
共
有

す
る
課
題
意
識
で
す
。
そ
の
た
め
の
村
方
（
村
内
）
取
締
は
、
村
人

に
対
す
る
行
動
規
制
で
あ
り
、
身
分
規
制
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
二
月
、
南
王
子
村
の
村
役
人
は
、
堺

奉
行
所
か
ら
の
意
向
も
あ
っ
て
、
六
か
条
に
わ
た
る
「
村
方
取
締
」

を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
堺
奉
行
所
に
報
告
し
ま
す
。
そ
の
内
の
一
つ

の
条
項
に
書
か
れ
て
い
た
文
言
（
レ
ジ
メ
七
頁
）
に
注
目
し
ま
す
。

　
そ
こ
で
は
、
自
ら
を
「
穢
之
身
分
」
と
し
て
自
己
規
制
し
、
た
と

え
「
平
人
」
に
「
不
束
之
儀
」
が
あ
ろ
う
と
も
「
神
妙
」
に
振
る
舞

う
こ
と
を
村
人
に
求
め
て
い
ま
す
。
堺
奉
行
所
の
意
向
を
反
映
し
て

い
る
と
は
言
え
、「
穢
之
身
分
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
に
説
明
し
ま
し
た
江
戸
時
代
の
〈
武
家
―

平
人
―
「
被
差
別
民
」〉
と
い
う
三
つ
の
身
分
層
の
構
造
は
、
村
役

人
の
守
る
べ
き
身
分
規
範
の
枠
組
み
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

江戸時代の身分と身分差別
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し
ま
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
南
王
子
村
の
人
た
ち
（
村
役
人
）
は
、

「
解
放
令
」
を
契
機
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
世
間
か
ら
の
支
配
的
な

観
念
（
人
間
観
）
を
逆
に
受
け
容
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
今
後
は

斃
牛
馬
処
理
に
携
わ
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
平
民
同
様
」
を
実
現

し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　
南
王
子
村
の
「
旧
弊
一
洗
」
の
切
な
る
願
い
と
行
動
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
近
代
社
会
に
お
い
て
「
平
民
同
様
」
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
身
分
差
別
を
正
当
化
し
て
き
た
江
戸
時
代
の
支
配
的
な
観
念 

（
特
に
異
種
観
念
・
浄
穢
観
念
な
ど
の
人
間
観
）
に
よ
る
〈
ひ
と
く

く
り
〉
の
身
分
認
識
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
世
間
一
般
の
み
な
ら
ず

旧
「
か
わ
た
村
」
に
お
い
て
も
、
近
代
以
降
の
課
題
と
し
て
持
ち
越

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

※
拙
稿
「「
身
分
制
度
」「
身
分
制
社
会
」
な
ど
と
言
う
勿
れ
―
江
戸

時
代
の
身
分
と
身
分
差
別
―
」（『
佐
賀
部
落
解
放
研
究
所
紀
要
』

第
四
〇
号
、
二
〇
二
三
年
三
月
）
は
、
こ
の
「
講
演
」
と
同
主
旨

で
書
い
た
も
の
で
す
。「
講
演
」
の
内
容
を
再
整
理
し
、「「
身
分

制
度
」「
身
分
制
社
会
」
な
ど
と
言
う
勿
れ
」
を
テ
ー
マ
の
メ
イ

ン
に
据
え
て
、
改
め
て
論
じ
た
も
の
で
す
。
あ
わ
せ
て
お
読
み
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

て
記
載
し
た
南
王
子
村
に
対
し
て
、
信
太
郷
七
か
村
（
上
代
村
・
中

村
・
太
村
・
尾
井
村
・
富
秋
村
・
王
子
村
・
上
村
）
が
異
を
唱
え
た

一
件
で
す
。
信
太
郷
七
か
村
の
主
張
の
根
拠
は
、
南
王
子
村
が
「
穢

多
」
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
尽
き
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
係
争
は
、

「
穢
多
廃
止
」
が
宣
言
さ
れ
た
「
解
放
令
」
の
布
告
に
よ
っ
て
、
南

王
子
村
側
の
勝
利
と
な
っ
て
終
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
解
放
令
」
布
告
後
の
南
王
子
村
の
動
向
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き

は
、
斃
牛
馬
処
理
に
か
か
わ
る
村
人
へ
の
職
業
規
制
で
し
た
。「
穢 

多
」
の
「
汚
名
」
は
斃
牛
馬
処
理
に
携
わ
っ
て
い
た
が
故
の
結
果
だ

と
し
て
、
以
降
は
斃
牛
馬
処
理
に
携
わ
ら
な
い
こ
と
を
村
の
規
定
と

し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
〇
月
、
村
役

人
（
旧
庄
屋
・
年
寄
及
び
旧
組
頭
）
は
、
そ
の
規
定
に
違
反
し
た
村

人
を
堺
県
に
告
発
す
る
に
至
り
ま
す
。
そ
の
際
の
同
年
一
〇
月
一
四

日
付
「
御
歎
願
書
（
控
）」
に
書
か
れ
て
い
た
内
容
（
レ
ジ
メ
七
頁
）

を
紹
介
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
「
斃
牛
解
捌
肉
食
を
い
た
し
汚
穢
不
厭
」
を
、「
別
火
一

段
之
村
方
」「
穢
多
之
汚
名
」「
人
外
同
様
ニ
落
入
」
の
「
濫
觴
」
と

し
て
い
る
の
は
、「
か
わ
た
」
＝
「
穢
多
」
と
し
て
差
別
を
正
当
化

し
て
き
た
江
戸
時
代
の
支
配
的
な
観
念
（
特
に
異
種
観
念
・
浄
穢
観

念
の
人
間
観
）
に
よ
る
〈
ひ
と
く
く
り
〉
の
身
分
認
識
を
肯
定
し
て
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江戸時代の身分と身分差別 
―江戸時代は「身分制」の社会ではなかった― 

  

2022年 6月 10日 畑中 敏之 

はじめに―「解放令」は「何」を「廃止」したのか― 
「解放令」（明治 4年 8月 28日 太政官布告） 

「穢多非人等ノ称被廃候條自今身分職業共平民同様タルヘキ事」 
○「近世的な賤民一般の根底的性格であった「人外」「社会外」という差別的規定のうえに立つ賤民制

度を廃止」（上杉聰『明治維新と賤民廃止令』解放出版社、1990年） 
○「被差別身分制を含む近世身分制は基本的に解体」（吉田勉「維新変革と「解放令」」、朝治武・黒川み

どり・内田龍史編著『近代の部落問題〈講座 近現代日本の部落問題・第 1巻〉』解放出版社、2022年） 
 
「解放令」が「廃止」「解体」したという「賤民制度」・「近世身分制」とは、そもそも何か？？ 

※後掲（8頁）の「「身分制度」の一般的な理解―日本史事典の「身分制度」の説明」参照 
 

Ⅰ 身分と身分差別 

 

（１）身分の定義 

〈広義〉職業的（職縁）・地域的（地縁）に共通の特徴を有した社会的な人間存在のあり方 

〈狭義〉職業的（職縁）・地域的（地縁）に共通の特徴を有した出自（血縁）による社会的な人間

存在のあり方 

 

（２）身分と身分差別の構造 

 
身分 

貴賤観念 

浄穢観念 異種観念 

血縁 

職縁 地縁 

身分差別 排除 

侮蔑 

迫害 

忌避・恐怖・憎悪・欲望 

優劣観念 

身分を構成する３要素 

身分差別のスイッチ 

身分と差別

を結びつけ

て身分差別

を正当化す

る観念 

※構成要素に「血縁」：狭義の身分 

江戸時代の身分と身分差別
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（３）江戸時代の身分差別の社会構造     三つの身分層〈 武家 ― 平人 ― 被差別民 〉※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※〈「御武家方」―「平人」―「穢之身分」〉：史料用語による〈三つの身分層〉 

堺奉行所の意向を反映した和泉国泉郡南王子村（「かわた村」）村役人の認識（後掲Ⅳの（３）参照） 

 

①「士農工商」という身分制度ではなかった 

 
◆「士農工商」＝近世身分制という根強い偏見 

「士農工商は、役目・職務・業種によって編成される近世身分制をよく表現している」 

（深谷克己『江戸時代の身分願望―身上りと上下無し―』吉川弘文館、2006年） 

◆「士農工商」は、各「職分」（職業的本分）のあり方、治者にとっての「あるべき姿」を示す思想

（イデオロギー）：身分序列の社会制度の実態を示すものではない 

◆「農・工・商」（農人、職人、商人）：職業による身分的呼称（出生による身分ではない） 

○「農・工・商」に身分的な序列はなく、職業や居住地の変更によって呼称は変わる 

○「被差別民」の多くも、従事する職業では「農・工・商」 

 

②「武士・百姓・町人・差別された人々」（中学校社会科教科書の記述）という身分制度ではなかった 

 

◆「百姓」（村の住人）と「町人」（町の住人）：居住地による身分的呼称、「平人」として同一身分 

  ○社会的交流・婚姻等に障害はなく、職業や居住地の変更によって随意に「百姓」⇔「町人」

の変更は可能 

  ○狭義の「百姓」＝「平人」、広義の「百姓」には農地を所持する「被差別民」も含む 

 

 

武家 

平人 

被差別民 

 

天皇・皇族・公家・大寺社 等 

（百姓・町人等） 

[支配身分]＝領主及びその家臣など（治者） 
武家 ＋ 天皇・皇族・公家・大寺社等 

[被支配身分]＝領民（被治者） 
平人（百姓・町人 等） 

     被差別民（かわた・長吏・非人 等） 
「かわた」・「長吏」…「穢多」と蔑称さ

れていた人たちの自称 
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③「生まれによって身分・職業・居住地が固定される」というような「身分制度の社会」（身分制社

会）ではなかった 

 

◆「身分制度」及び「身分制社会」の一般的な理解：「国家権力によって設定された政治的差別で，

近代以前の社会（特に封建社会）において，政治的に社会秩序を維持するべく設けられた制度」

「身分は出生によって所属する社会層が決まり，法によって規定され，個人の努力で移ることは

不可能」（後掲 8頁の「旺文社日本史事典」） 

◆江戸時代が「構造的な身分差別の社会」であったこと、そして、政治権力が、そのような身分差

別を利用して身分にかかわる政策を施行したことは間違いない。しかし、この逆ではない。すな

わち、政治権力の身分政策によって「構造的な身分差別の社会」が誕生したわけではない。 

※「江戸時代は身分制度の社会であった」という説明と「「部落」は政治がつくった」（「政治

起源説」）などという考え方は、同根の間違いである。 

※領主単位で展開される身分にかかわる政策は、場当たり的に繰り返される対策（対症療法）

であり、「制度」を構築するというような首尾一貫したものではなかった。 

◆「構造的な身分差別の社会」≠身分制度の社会：「身分は出生によって所属する社会層が決まり，

法によって規定され，個人の努力で移ることは不可能」（「旺文社日本史事典」）な社会 

◆三つの身分層（「武家」「平人」「被差別民」）の各身分層の内において、個々の身分を隔てている

ハードルは生まれによって固定されているものではなく、職業や居住地の変更等の通常の条件獲

得によって変更可能であり、生まれによる職業や居住地等に一生縛られているわけではない。 
◆「武家」と「平人」の身分層を画するのは領主と領民という封建社会の政治的支配・被支配の関

係である。「平人」と「被差別民」の身分層を画するのは、身分差別を正当化する異種観念や浄穢

観念等に基づく構造的な社会関係であり、制度によって画された関係ではない。〈三つの身分層〉

の全体構造（枠組み）に変更を求めることなく、個別に特別な条件を獲得することによって、「武

家」と「平人」、「平人」と「被差別民」の各身分層を越えることは不可能ではなかった。 

◆「平人」「被差別民」身分層における個々の身分と職業は必ずしも対応（一致）しない 

身分を構成する三要素（地縁・血縁・職縁）の内、職業（職縁）は、〈身分〉本来の成り立ち

において必要不可欠な構成要素ではあるが、あらゆる職業が一対一で特定の身分に対応してい

たわけではない。たとえば、農業（農地所持・農業経営・農作業）をはじめとする多くの職業

は、「平人」「被差別民」の双方が従事していた。「かわた」身分の専業と見られがちな雪踏産業

（雪踏の生産・販売等）においても「平人」（町人）が従事していた。 
また、人びとが身分（狭義）の成り立ちに関わる職業（職縁）を異にしても、その身分が地

域や世代を越えて維持・継承されていくとき、地縁や血縁が大きな役割を果たした。 
    ◆「被差別民」の居住地が身分標識となり得るのは地域限定のことであり、また風俗（服装・行動

様式）等が身分標識になり得るのは、権力による身分規制（風俗規制・行動規制）が有効な場合。 

江戸時代の身分と身分差別
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Ⅱ 身分を越える雪踏職人―大坂（「平人」の町）と南王子村（「かわた村」）― 

※以下（Ⅱ～おわりに）は、和泉国泉郡南王子村（「かわた村」）の事象を対象にした分析 

 

 （１）大坂（「平人」の町）から南王子村（「かわた村」）へ 

※「人別送り手形」とは、江戸時代の正

式な転籍届。居住元の役所（「摂州大坂

嶋之内南毛綿町会所」）から転籍先の役

所（「（南）王子村御役人中」）宛に作成

された書類。大坂の「加島屋利兵衛忰虎

吉」（「平人」）が、泉州（和泉国）の南

王子村（「かわた」身分のみで構成する

「かわた村」）に正式に転籍したことを

示す史料 

 

① 虎吉（寅吉）は、「職稼」のために南

王子村に転入 

 

② 虎吉は、「親方」＝新治郎（転居先の

雪踏商人）の下で 雪踏職人として 10
年季の「奉公稼」 

 

③ 虎吉は、何故この時期に転籍の手続

きをしたのか 

「奉公稼」年季中に南王子村にて結婚  

➜ 年季明け後の転籍（定住）決意か 

 

 

（２）南王子村（「かわた村」）から大坂（「平人」の町）へ 

 

 南王子村五兵衛忰亦次郎：明和 9（1772）年 3月に大坂市中での 7か年以前からの奉公が露見 

           「鹿白皮張薫之仕事」（鹿皮関係の仕事） 

           介在した人物……南王子村の五兵衛（亦次郎の親、雪踏関連の商人）、安兵衛 

大坂の高津新地壱丁目伊丹屋源兵衛かしや（借家）泉屋次兵衛 

人
別
送
り
手
形
の
事    

一
、 

摂
州
大
坂
嶋
之
内
南
毛
綿
町
加
島
屋
利
兵
衛
忰
虎
吉
、
当
巳
弐
拾
八
才
に
罷
り
な
り
候
者
、

そ
の
御
村
新
次
郎
方
へ
同
家
に
引
越
申
し
た
き
由
申
し
出
で
候
に
つ
き
、
寺
送
り
相
添
え
、
当

町
内
人
別
帳
面
相
除
き
、
送
り
一
札
差
し
出
し
候
間
、
以
来
そ
の
御
村
人
別
帳
面
に
御
書
き
載

せ
御
加
え
下
さ
る
べ
く
候
、
是
迄
の
義
に
つ
き
、
当
町
内
に
於
て
少
し
も
諸
か
ゝ
り
合
等
御
座

無
く
候
、
人
別
送
り
一
札
、
仍
而
件
の
如
し 

摂
州
大
坂
嶋
之
内 

   
 
 
 

弘
化
二
年
巳
四
月                      

 
 
 
 
 

南
毛
綿
町 

      
 
 
                                         

 
 
 
 
 

会    

所
㊞ 

      
 
 
     

泉
州 

        
 
 
       

王
子
村 

御
役
人
中 

                                       
 
 
      

（『
奥
田
家
文
書
』
第
四
巻
） 
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Ⅲ 身分呼称と斃牛馬処理と村の生業構造 

 

（１）身分呼称―「かわた」と「穢多」― 

 
①  南王子村から領主一橋家の在地役所（和泉国泉郡府中村「府中役所」・大坂「川口役所」）宛の書類
において肩書等に「穢多」称を使用しない、「かわた」称もほとんど使用せず 

② 南王子村から幕府の役所である大坂町奉行所、堺奉行所宛の書類において肩書等に「穢多」称を使用

する場合が多いが、必ずしも義務付けられていなかった 

➡ 領主や幕府の役所への提出書類に「穢多」などの身分呼称記載が必ずしも義務付けられていない 

➡ 「穢多」称の使用を忌避する南王子村の明確な意思、可能な限り（許容される限り）において、「穢

多」称は使用しないという意思 

➡「穢多」は、差別によって社会的に強制された身分呼称であるが、制度的（公的）なものではない 

③ 「かわた」称は、強制される「穢多」称を拒否する際に、その対抗手段として使用される「自称」 

 

（２）斃牛馬処理と身分認識 

 

① 斃牛馬処理（斃牛馬の無償取得・解体処理・販売）と「かわた」身分の成り立ち 

   ② 南王子村の斃牛馬処理の圏域 

     「泉州三郡ニ而凡弐百三拾余之村」：和泉国大鳥郡（南部）・泉郡・南郡（北部）に 230余の村 

 ③ 南王子村「番郷帳元」等の斃牛馬処理に対する認識（19世紀以降、幕末期） 

天保 9年 11月、「番郷帳元」1名・「番郷惣代」3名・「買仲ケ間」16名が、村役人（庄屋・年寄中）

に提出した「番郷・買仲間取極書」（『奥田家文書』第 12巻） 

 
（前略）右獣類死躰之類、穢村之家業と者乍申、一段村方慎ミ方第一之儀ニ付、厳敷取締仕置候

ハ而者、一村之穢名詰ル処、村方衰微之基ニ相成、 御上様江対し奉恐入候儀ニ付、何事も村役

人共篤と相考候上、左之通ケ条取締仕置候、（後略） 
 

   ④ 南王子村における「斃牛馬処理」関連業の従事者（近世後期、19世紀以降） 

「死牛馬取捌仲間（番郷）」＋「死牛馬獣類買仲間」＋解体処理や販売の実務に雇われていた人たち 

    ＝ 全戸数の約 2～3割程度 

 

 

江戸時代の身分と身分差別
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（３）南王子村の生業構造 

――嘉永 2年（1849年）「村方借財返済方仕法」（『奥田家文書』第 6巻）から 

    

①南王子村全体の年間生活費の支出と生業による収入の見積もり 

     「村方人別」1780人、総支出：銀 474貫 192匁、総収入：銀 422貫 450匁 

      ※356戸（1793人）：嘉永 2年 3月付「南王子村宗門改帳」（『奥田家文書』第 3巻） 

   ②総収入見積もり（銀 422貫 450匁）の内訳 

     ◆「作徳」：農業経営による収入――15.5％ 

米・麦・菜種 770石（70町歩、一反：一石一斗）＝銀 65貫 450匁（一石：85匁） 

※村高（146石余）と出作高（約 500石） と小作高（約 130石） 

     ◆「稼代」：1150人（15～60歳の労働力人口）の稼代――81.7％ 

銀 345貫目（1人 1日 1匁・300日分の稼） 

主要な三つの「稼」：雪踏関連業の稼・近隣農村での農作業の日雇・その他の日雇 

     ◆「草場徳」：斃牛馬処理にかかわる収入――0.7% 

銀 3貫目（「壱ヶ年ニ数六拾と見て壱日ニ付五拾匁ツゝ」） 

     ◆「入場徳」：「入場（入所）」（「草場」に準じる圏域）の村  々での「貰」による収入――2.1％ 

銀 9貫目（大晦日～正月の 12日間に銀 6貫目、盆・まつりの 5日間に銀 3貫目） 

 

 

Ⅳ 地域社会における〈身分・差別〉と〈交流・排除〉 

 

（１）信太明神（聖神社）及び信太郷の村々と南王子村 

① 南王子村が他の「かわた村」などから「しのだ村」と呼称されることが多かったのは、南王子村形成の

経緯による。南王子村は、信太明神（聖神社）の神事にかかわる役務の負担者として、その「境内」域

内での集住に始まり、その後、信太明神（聖神社）から信太郷内に居住地（「除地」）を与えられた。 

② 信太郷 7か村（上代村・中村・太村・尾井村・富秋村・王子村・上村）は、南王子村を信太明神（聖神

社）の同格の「氏子」とは認めていなかった。 

 

（２）「信太山境内変死人取片付」一件 

  ① 1826（文政 9）年 2月、信太山「明神境内」における「首くゝり人」の「番并取片付」をめぐって、信

太郷 7か村（上代村・中村・太村・尾井村・富秋村・王子村・上村）と南王子村との間で紛争 

② 斃牛馬処理と同様の認識で、信太郷 7か村は、〈死穢の処理〉を南王子村に要請 

34



- 7 - 
 

③ 南王子村が「変死人取片付」を拒否する理由 

◆「当村之儀者、外之皮多と者格別 御殿御高護持致候百姓ニ候」という「百姓」宣言 

◆「変死人取片付」をすれば「穢名」を受けて、「御大切之御高御公役・国役等務方へも差響」、また、

村人の「人気」にも関わり、村内「取締」にも支障をきたすという説明 

◆「穢名」を受けるとは、すなわち「穢多」とみなされるということであり、南王子村は〈「穢多」では

ない〉が故に「変死人取片付」を拒否するという主張 

 
（３）村方取締と身分規制 

 
1814（文化 11）年 2月、南王子村の村役人は、堺奉行所からの意向もあって、六か条にわたる「村方

取締」を決定し、その旨を堺奉行所に報告（「文化十一年二月 村方取締請書」『奥田家文書』第 4巻）。 

 
（前略）御武家方之儀ハ不及申、在〻町家江対し、一切無礼法外之儀仕間鋪、村中男女子供ニ至迄、

急度相守可申候、穢之身分ニ付、平人与間近応対あるひハ立交候様之儀致、迷惑候儀候得ハ、猶更差

扣、縦令平人ゟ不束之儀有之候とも、其席ハ神妙ニ致し罷帰り、難捨置儀ニ候ハゝ、村役人江相達、

差図を請候様可致候、無其儀、却而為困可申抔与、多人数又ハ四五人も申合罷越、理不尽ニ平人宅江

入込、相手ニ不成儀見込、重高法外之儀、決而致間鋪事（後略） 

 

 

おわりに―近代社会へ持ち越された課題― 

 

 ◆「解放令」（明治 4年）以降、南王子村は〈斃牛馬処理に携わらないこと〉を村の規定とする 

◆1873（明治 6）年 10月、村役人（旧庄屋・年寄及び旧組頭）は、その規定に違反した村人を堺県に告発す

るに至る。その際の同年 10月 14日付「御歎願書（控）」（「明治 6年 10月 伝染病牛馬不取扱嘆願書」

『大阪府南王子村文書』第 5巻） 

 

（前略）斃牛ニ相携候儀忌嫌候始末、左ニ奉申上候／一、当村之儀者元々別火一段之村方ニ有之候、

此濫觴何故なれハ、斃牛解捌肉食をいたし汚穢不厭ゟ自然と卑下し、依去卑視しられて穢多之汚名を

発し、終ニハ人外同様ニ落入罷在候処、今般之 御聖徳ハ新平民之身ニ取テハ、天地開闢以来ノ𠮷𠮷辰

（中略）弐千余百人之其中ニわづか三、五人之不心得を以、一村之汚名を発し旧弊一洗不成段、村中

一同相挙而愁歎仕候（後略） 

江戸時代の身分と身分差別
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 ※「身分制度」の一般的な理解 

――日本史事典の「身分制度」の説明（フォント変換は引用者による） 

 

身分とは国家権力によって設定された政治的差別で，近代以前の社会（特に封建社会）において，

政治的に社会秩序を維持するべく設けられた制度 

経済的な差別で，移ることも可能な階級とは異なり，身分は出生によって所属する社会層が決まり，

法によって規定され，個人の努力で移ることは不可能である。日本においては邪馬台国 (やまたいこ

く) の大人 (たいじん) ・下戸にすでにみられ，氏姓制度や律令国家の官人，良・賤の別などが定め

られている。鎌倉・室町時代にも武士の進出という過渡期で明瞭ではないが，身分の別は存在した。

江戸時代には支配階級の身分として「士」があり，その下に農・工・商を設けて身分制度は完成した。

さらに公家・僧侶・賤民などを設け，それぞれさらに細かい身分階層に分けられて，勝手にかわるこ

とはできなかった。明治維新で四民平等となったが，皇族・華族・士族・平民が存在した。第二次世

界大戦後の新憲法でもごくわずかの皇族が残っている。 

（『旺文社日本史事典 三訂版』、2000年） 

 

 

〈参考文献〉 

畑中敏之『近世村落社会の身分構造』（部落問題研究所、1990年） 

畑中敏之『「部落史」を問う』（兵庫部落問題研究所、1993年） 

畑中敏之『「部落史」の終わり』（かもがわ出版、1995年) 

畑中敏之『「かわた」と平人 ―近世身分社会論―』（かもがわ出版、1997年） 

畑中敏之『雪踏をめぐる人びと ―近世はきもの風俗史―』（かもがわ出版、1998年） 

畑中敏之『身分・差別・アイデンティティ ―「部落史」は墓標となるか―』（かもがわ出版、2004年） 

畑中敏之『身分を越える ―差別・アイデンティティの歴史的研究―』（阿吽社、2014年） 

畑中敏之「〈身分〉〈差別〉の歴史研究の意義と課題」（『部落解放研究』第 206号、2017年 3月） 

畑中敏之「〈南王子村の歴史〉研究が明らかにしたこと ―「奥田家文書」の研究史的意義―」（『日本史研究』第

670号、2018年 6月） 

畑中敏之「〈身分・差別・観念〉の構造 ―「〈身分〉にかかわる意識調査」をもとに考える―」（朝治武・谷元昭

信・寺木伸明・友永健三編著『部落解放論の最前線―多角的な視点からの展開―』解放出版社、2018年） 

畑中敏之「かくす・あばく・かくさない ―「被差別部落」にかかわる情報の公開をめぐって―」（『佐賀部落解

放研究所紀要』第 37号、2020年 3月） 

畑中敏之「身分呼称「元穢多」の成り立ち ―「解放令」以後の社会へ―」（全国部落史研究会紀要『部落史研

究』第 6号、2021年 3月） 

畑中敏之「近世社会の身分と身分差別」（朝治武・黒川みどり・内田龍史編著『近代の部落問題〈講座 近現代

日本の部落問題・第 1巻〉』解放出版社、2022年 3月） 
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今
日
の
講
演
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
南
山
城
相
楽
・
綴
喜
二
郡
」

と
書
い
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
相
楽
・
綴
喜
に
限
ら
ず
南
山
城
・

大
和
全
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、
五
畿
内
に
渡
り
、
今
分
か
っ
て
い
る
夙
に
関
す
る
こ
と

に
触
れ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
で
は
「
中
世
非
人
宿
と
近
世
夙
村
」
と

題
し
て
お
り
ま
す
が
、
両
者
の
関
係
を
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
こ
と

が
私
の
こ
こ
し
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ら
く
の
研
究
課
題
で
あ
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、
今
日
は
こ
の
問
題
を

中
心
に
お
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し
し
て
行
き
た
い
と
考
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て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

は
じ
め
に
―
な
ぜ
夙
研
究
が
求
め
ら
れ
る
の
か
―

　
ま
ず
、
な
ぜ
今
夙
研
究
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し
上

げ
ま
す
。

　
現
在
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
部
落
史
・
部
落
問
題
研
究
は
明
ら
か
な

限
界
を
持
っ
て
い
ま
す
。
大
変
失
礼
な
物
言
い
に
な
る
の
で
す
が
、

被
差
別
民
の
問
題
を
被
差
別
部
落
・
同
和
地
区
に
限
定
し
て
考
え
て

き
た
た
め
被
差
別
民
の
全
体
像
を
見
よ
う
と
し
な
い
、
見
え
な
い
た

め
の
限
界
で
す
。
こ
の
限
界
を
突
破
す
る
に
は
被
差
別
民
全
体
に
配

意
し
て
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
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、
そ
の
一
つ
に
夙
研
究
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
認
識
を
前
提
に
夙
研
究
の
成
果

と
今
後
の
課
題
を
ま
ず
お
話
し
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
あ
ら
た
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
京
都
、
奈
良

な
ど
の
古
い
歴
史
を
持
つ
地
域
の
住
民
は
、
差
別
を
受
け
る
被
差
別

民
は
江
戸
時
代
に
穢
多
と
呼
ば
れ
た
身
分
の
系
譜
を
引
く
、
現
在
は

被
差
別
部
落
と
か
同
和
地
区
と
呼
ば
れ
る
集
落
だ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
被
差
別
民
は
実
は
多
様
だ

と
い
う
事
を
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
奈
良
で
は
一
般
県
民
は

そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
最
も
知
ら
な
い
の
は
同
和
教
育

を
推
進
し
て
き
た
教
員
の
方
々
で
す
。
そ
う
い
う
多
様
な
被
差
別
民
、

穢
多
以
外
の
被
差
別
民
に
は
同
和
教
育
は
全
く
触
れ
な
い
も
の
で
す

か
ら
先
生
方
は
知
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
、

そ
う
し
た
先
生
方
も
家
へ
帰
れ
ば
「
み
ん
な
知
っ
て
い
る
世
界
」
に

戻
る
こ
と
に
な
る
の
で
実
際
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
学

校
に
お
け
る
同
和
教
育
で
は
部
落
問
題
と
切
り
離
し
、「
知
ら
な
い

ふ
り
」を
し
て
一
切
触
れ
な
い
の
で
す
。こ
こ
に
同
和
教
育
の
矛
盾
・

限
界
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
状
況
を
ど
う
変
え
て
い
く
の
か
が

私
の
夙
研
究
の
目
的
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
穢
多
以
外
の
被
差
別
民
の
こ
と
は
古
く
か
ら
多
く
の
研
究
者
が
取

り
上
げ
、
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
に
な
っ
て
こ
の
京

都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
の
前
身
の
京
都
部
落
史
研
究
所
で
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難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
時
代
ご
と
に
多
様
な
被
差
別

民
を
取
り
上
げ
、
自
画
自
賛
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
、

こ
れ
が
か
な
り
よ
く
ま
と
ま
っ
た
も
の
に
な
り
、
好
評
で
県
民
が
多

く
求
め
て
く
れ
ま
し
た
の
で
何
回
か
改
版
を
重
ね
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
私
た
ち
は
そ
の
中
で
部
落
史
・
部
落
問
題
研
究
の
限
界
に
触
れ
て

行
き
ま
し
た
。
京
都
で
も
特
に
山
城
南
部
で
は
大
和
と
同
様
の
例
が

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
貧
困
や
低
位
や
劣
悪
な
生
活
環
境
は
多
く
の

被
差
別
部
落
に
見
ら
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
正
面
か

ら
指
摘
し
た
の
で
す
。む
ろ
ん
、個
別
の
貧
困
や
低
位
・
劣
悪
は
あ
っ

た
で
し
ょ
う
し
、
貧
乏
な
住
民
は
部
落
の
中
に
か
な
り
住
ん
で
い
た

で
し
ょ
う
が
、
集
落
全
体
と
し
て
の
貧
困
は
一
般
的
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
と
考
え
ま
し
た
。
南
山
城
の
相
楽
・
綴
喜
の
二
郡
へ
行
き
ま

す
と
豊
か
な
住
民
が
い
る
の
で
す
。
奈
良
で
も
明
治
時
代
か
ら
大
正

時
代
に
か
け
て
被
差
別
部
落
の
な
か
に
貴
族
院
議
員
の
互
選
資
格
を

持
つ
住
民
と
か
、
一
郡
最
大
の
大
地
主
と
か
、
そ
う
い
う
方
が
た
く

さ
ん
い
た
の
で
す
。
今
も
そ
の
子
孫
の
多
く
は
大
富
豪
で
、
奈
良
に

は
昔
の
家
を
置
い
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
芦
屋
な
ど
に
住
ん
で

る
と
い
う
大
富
豪
が
い
る
の
で
す
。

　
貧
困
や
低
位
、
劣
悪
な
生
活
環
境
な
ど
は
被
差
別
部
落
に
広
範
に

師
岡
佑
行
先
生
や
山
本
尚
友
さ
ん
た
ち
が
『
京
都
の
部
落
史
』（
史 

料
・
年
表
ふ
く
め
全
一
〇
巻
）
に
被
差
別
部
落
民
以
外
の
被
差
別
民

の
歴
史
像
を
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
は
じ
め
て
部
落
史
の

な
か
で
旧
穢
多
以
外
の
被
差
別
民
が
記
述
対
象
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。
通
史
の
な
か
に
声
聞
師
や
夙
や
非
人
宿
が
初

め
て
正
面
か
ら
書
か
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
大
き
な
衝
撃
を
部
落

問
題
研
究
者
に
与
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
続
く

取
り
組
み
が
な
か
っ
た
た
め
広
が
り
を
欠
く
こ
と
な
り
ま
し
た
。
誰

も
と
い
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、『
京
都
の
部
落
史
』
の
理
念
に

追
随
す
る
人
が
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
見
な
が
ら
で
す
が
、
奈
良
で
も
部
落
以
外
の
被

差
別
民
に
取
り
組
ん
で
行
き
ま
し
た
。
一
九
九
五
年
に
奈
良
県
教
育

委
員
会
内
に
同
和
問
題
史
料
セ
ン
タ
ー
が
作
ら
れ
、
高
等
学
校
の
教

員
だ
っ
た
私
が
赴
任
し
、
三
、
四
年
の
準
備
期
間
を
お
い
て
、
二
〇

〇
一
年
に
『
奈
良
の
被
差
別
民
衆
史
』
と
題
し
た
歴
史
書
を
ま
と
め

ま
し
た
。
こ
の
中
で
旧
穢
多
以
外
の
中
世
の
非
人
宿
、
あ
る
い
は
近

世
の
夙
、
遺
体
処
理
に
か
か
わ
る
隠
亡
（
烟
亡
）、
京
都
に
は
見
ら

れ
な
い
よ
う
で
す
が
大
和
万
歳
と
呼
ば
れ
る
祝
福
芸
を
行
う
被
差
別

民
、
口
寄
せ
を
行
う
巫
女
な
ど
に
つ
い
て
当
時
可
能
な
か
ぎ
り
の
史

料
を
集
め
て
執
筆
し
ま
し
た
。『
京
都
の
部
落
史
』
以
上
の
通
史
は
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に
は
当
時
一
五
郡
あ
り
ま
し
た
）、
史
料
セ
ン
タ
ー
の
初
代
所
長
が

県
庁
の
地
下
か
ら
史
料
セ
ン
タ
ー
ま
で
借
り
出
し
、
一
年
間
か
け
で

調
べ
た
の
で
す
。
す
る
と
な
ん
と
当
時
の
大
和
国
で
は
就
学
率
が
部

落
の
ほ
う
が
明
ら
か
に
高
い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
の
で
す
。
こ

の
研
究
は
「
大
和
国
に
お
け
る
小
学
校
就
学
状
況
」
と
題
し
て
一
九

九
五
年
の
『
研
究
紀
要
』
二
号
に
登
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
初
に
聞

い
た
時
こ
れ
は
何
か
の
間
違
い
だ
、
こ
の
ま
ま
出
し
た
ら
同
和
教
育

や
解
放
運
動
の
関
係
者
か
ら
批
判
を
受
け
る
と
考
え
、
も
う
一
度
み

ん
な
で
点
検
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
や
は
り

部
落
の
方
が
高
い
。
特
に
部
落
の
男
子
は
、
県
平
均
男
子
よ
り
は
っ

き
り
と
上
回
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
研
究
成
果
を
目
の
当
た
り

に
し
て
、
部
落
の
就
学
率
が
低
い
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
と

こ
ろ
か
ら
デ
ー
タ
を
持
っ
て
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
の
で
す
。

奈
良
で
も
別
の
史
料
を
使
っ
て
や
っ
た
ら
そ
う
し
た
結
論
が
得
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
と
議
論
に
も
な
り
ま
し
た
。
神
社
史
に
か
か
わ
る
仲

間
た
ち
は
部
落
の
貧
困
を
証
明
す
る
た
め
の
研
究
は
、
特
に
農
村
部

落
の
場
合
か
な
り
き
つ
い
だ
ろ
う
な
と
認
識
し
な
が
ら
部
落
問
題
研

究
を
見
て
い
た
の
で
す
が
、
明
確
な
都
市
の
な
い
奈
良
で
は
貧
困
・

低
位
・
劣
悪
な
生
活
環
境
は
さ
ほ
ど
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
部
落
史
や
部

は
確
認
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
は
都
市
に
お
け
る
部
落

の
顕
著
な
特
徴
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
部
落
史
や
部
落
問
題
研

究
で
は
都
市
と
農
村
と
の
差
違
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
被
差
別
の

問
題
を
貧
困
・
低
位
・
劣
悪
の
問
題
、
つ
ま
り
政
治
経
済
問
題
に
押

し
込
め
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
部
落
史
や
部
落
問
題
研

究
は
す
べ
て
の
問
題
を
政
治
と
経
済
の
問
題
に
置
き
換
え
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
か
あ
る
と
そ
れ
は
政
治
の
問
題
だ
。
そ
れ

は
経
済
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
部
落
史
や
部
落
問
題
研

究
者
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
部
落
は
な
ぜ
貧
困
・
低
位
・
劣
悪
な

の
か
に
つ
い
て
の
究
明
に
力
を
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　
も
と
も
と
私
は
部
落
問
題
を
研
究
対
象
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
大
学
、
大
学
院
時
代
や
教
員
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
は
神
社
史
研

究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
奈
良
の
石
上
神
宮
や
広
瀨
神
社
な
ど

の
大
社
の
祭
祀
組
織
の
研
究
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
研
究

を
や
っ
て
い
る
と
部
落
が
如
何
に
貧
乏
で
あ
る
か
を
証
明
す
る
研
究

に
対
し
て
感
覚
的
に
反
感
を
抱
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、

奈
良
県
庁
の
地
下
に
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
の
、
当
時
は
奈
良

県
は
大
阪
府
に
合
併
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
大
阪
府
下
の
大
和
国
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
大
和
国
の
小
学
校
就
学
台
帳
が
あ

り
ま
し
た
。
郡
ご
と
に
分
か
れ
て
一
五
冊
あ
り
ま
し
た
が
（
大
和
国
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ま
す
か
」
と
言
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
分
か
っ
て
い
る
の

で
す
。
参
加
者
の
皆
さ
ん
も
分
か
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、

旧
穢
多
の
問
題
だ
け
を
考
え
て
い
て
は
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
壁
に
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
な
ぜ
旧
穢
多
の
問
題
に
こ

だ
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
、
そ
れ
以
外
の
被
差
別
民
の
問
題
に
触
れ
る

の
は
嫌
な
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
夙
、
歴
代
組
と
呼

ば
れ
る
陰
陽
師
、
万
歳
、
巫
（
み
こ
）
に
つ
い
て
と
に
か
く
研
究
を

重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

　
部
落
差
別
と
貧
困
、
低
位
の
問
題
、
劣
悪
な
生
活
と
い
う
問
題
を

切
り
離
さ
な
い
こ
と
に
は
問
題
の
本
質
が
絶
対
に
見
え
て
こ
な
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
部
落
の
中
に
は
非
常
に
豊
か
な
家
が
沢
山
あ
り

ま
す
。
私
の
住
む
安
堵
町
に
も
鎌
倉
時
代
の
法
隆
寺
の
記
録
に
出
て

く
る
非
常
に
大
き
な
被
差
別
部
落
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
部
落
は
過
去

も
現
在
も
優
秀
な
人
が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。
あ
る
お
宅
で
は
男

三
人
兄
弟
の
長
男
は
東
大
、
次
男
は
京
大
、
三
男
は
阪
大
へ
行
っ
た
、

長
男
は
家
を
継
ぎ
た
く
な
い
か
ら
次
男
に
「
俺
は
東
大
や
、
お
前
そ

の
下
の
京
大
や
か
ら
家
を
継
げ
」
と
言
い
、
京
大
卒
の
弟
は
さ
ら
に

一
番
下
の
弟
に
「
お
前
、
阪
大
や
ろ
、
京
大
よ
り
下
や
か
ら
お
ま
え

が
家
を
継
げ
」
と
言
い
、
結
局
末
弟
が
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
末
弟
は
大
阪
大
学
工
学
部
大
学
院
を
出
て
家
を
継
い
だ
と
い
う

落
問
題
研
究
と
呼
ん
だ
が
た
め
の
必
然
な
の
で
し
ょ
う
が
、
江
戸
時

代
の
穢
多
以
外
の
被
差
別
民
は
研
究
の
対
象
外
で
、
取
り
上
げ
な
い

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
研
究
を
始
め
た
頃
、
水
平
社
の

研
究
を
さ
れ
て
い
る
当
時
解
放
同
盟
と
非
友
好
的
な
組
織
に
属
し
た

有
名
な
先
生
に
い
ろ
い
ろ
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
あ
る
時
そ
の
先
生

に
「
先
生
、
奈
良
で
は
旧
穢
多
以
外
の
被
差
別
の
集
落
が
一
杯
あ
り
、

今
な
お
強
い
差
別
を
受
け
て
い
る
で
は
な
い
で
す
か
。
私
の
住
ん
で

い
る
奈
良
県
生
駒
郡
安
堵
町
に
は
差
別
を
受
け
る
集
落
が
被
差
別
部

落
一
か
所
と
隱
亡
と
呼
ぶ
遺
体
処
理
に
関
わ
る
集
落
が
一
か
所
、
万

歳
と
呼
ぶ
祝
福
芸
能
を
行
う
集
落
が
二
か
所
、
都
合
四
か
所
あ
る
の

で
す
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
私
の
住
む
町
で
は
そ
の
存
在
を
み
ん
な

が
知
り
、
か
つ
差
別
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
な
の
に
何
故
先
生
方

は
部
落
の
問
題
し
か
や
ら
な
い
の
で
す
か
。
ま
た
な
ぜ
差
別
は
な
く

な
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」
と
申
し
上
げ
た
ら
、「
そ
ん
な

こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
」「
そ
う
い
う
被
差
別
の
集
落
が
あ
る
の
は

分
か
っ
て
い
る
し
、
深
刻
な
差
別
を
受
け
て
い
る
の
も
分
か
っ
て
い

る
け
れ
ど
上
が
そ
の
研
究
を
認
め
な
い
ん
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

で
す
。
上
と
は
誰
の
こ
と
か
は
聞
か
な
か
っ
た
で
す
が
、
お
よ
そ
の

見
当
は
付
き
ま
し
た
。
し
か
し
、「
研
究
で
あ
る
以
上
、
だ
れ
が
認

め
よ
う
が
、
認
め
よ
う
ま
い
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
と
違
い
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さ
れ
松
井
源
之
助
と
い
う
非
常
に
優
秀
な
軍
人
が
い
ま
す
。
諜
報
機

関
に
属
し
た
よ
う
で
す
が
、
蒋
介
石
が
日
記
に
「
憎
っ
く
き
松
井
源

之
助
」
と
書
く
く
ら
い
蒋
介
石
を
悩
ま
せ
、
苦
し
ま
せ
た
軍
人
が
い

た
の
で
す
。
彼
の
弟
は
陸
軍
大
佐
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
兄
ほ
ど

優
秀
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
部
落
出
身
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

う
が
、
優
秀
で
、
機
会
が
あ
っ
て
、
運
に
恵
ま
れ
て
、
学
歴
が
あ
っ

た
な
ら
陸
軍
や
海
軍
の
将
軍
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
の

で
す
。
当
時
、
私
が
こ
の
問
題
の
研
究
に
入
っ
た
頃
の
同
和
教
育
の

世
界
で
は
「
部
落
出
身
者
は
大
企
業
に
就
職
で
き
な
い
」「
部
落
出

身
者
は
会
社
で
出
世
で
き
な
い
」
と
い
う
の
こ
と
が
常
識
に
な
り
、 

「
歴
史
的
に
そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
よ
」
と
言
っ
て
も
、
誰

も
耳
を
傾
け
て
く
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
京
都
帝
国
大
学
の
米
田
庄
太
郎
教
授
、
ど
ん
な
辞
書
に
も

出
て
く
る
ほ
ど
の
有
名
人
で
す
。
日
本
社
会
学
の
父
と
言
わ
れ
る
人

で
す
。
こ
の
人
は
奈
良
県
の
部
落
出
身
で
京
都
帝
国
大
学
の
文
学
部

教
授
に
は
じ
め
て
な
っ
た
人
で
す
。
米
田
博
士
を
例
に
京
都
帝
国
大

学
の
教
授
で
部
落
出
身
者
が
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
言
う
の
で
す

が
、
多
く
の
場
合
そ
れ
は
例
外
だ
と
退
け
ら
れ
、
部
落
民
＝
二
等
兵

説
が
広
が
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
部
落
は
決
し
て
貧
困
・

低
位
一
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。貧
困
・

こ
と
で
す
。
ま
た
、
大
企
業
の
重
役
や
学
界
・
官
界
な
ど
で
活
躍
す

る
人
が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
等
も
強
い
差
別
を
受

け
て
い
ま
す
。
実
際
そ
の
周
辺
に
住
ん
で
い
る
者
の
感
覚
と
す
れ
ば
、

部
落
は
貧
困
・
低
位
で
劣
悪
な
生
活
環
境
で
差
別
を
受
け
て
い
る
と

い
う
の
は
あ
る
種
の
虚
構
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
京
都
や

大
阪
、
神
戸
な
ど
の
都
市
に
お
い
て
は
確
か
に
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
農
村
か
ら
貧
困
者
が
都
市
の
部
落
に
集
ま
り
、
都
市
部
落
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
貧
困
・
低
位
・
劣
悪
は
確
認

で
き
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
い
う
の
で
し
ょ
う

か
、
農
村
部
落
の
多
く
に
そ
ん
な
事
態
は
広
範
に
は
起
こ
っ
て
い
な

い
、
起
こ
っ
て
い
た
と
し
て
も
戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
の
こ
と
で
は

な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
私
が
こ
の
問
題
の
研
究
を
は
じ
め
た
頃
、「
部
落
民
は
軍
隊
入
っ

て
も
出
世
で
き
へ
ん
、
ず
っ
と
二
等
兵
の
ま
ま
や
」
と
い
う
こ
と
を

「
部
落
の
オ
ッ
ち
ゃ
ん
」
か
ら
聞
か
さ
れ
る
の
で
す
。「
い
や
そ
ん

な
こ
と
な
い
の
と
違
い
ま
す
か
。
頑
張
っ
た
ら
上
等
兵
に
も
な
れ
る

し
、
軍
曹
に
も
な
れ
る
ん
と
違
い
ま
す
か
」
と
言
う
と
、「
い
や
、

な
れ
へ
ん
の
や
」
と
言
う
の
で
、
そ
う
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す

が
当
然
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
奈
良
に
は
陸
軍
士
官
学
校
か

ら
陸
軍
大
学
校
を
出
て
、
最
後
は
陸
軍
少
将
と
し
て
予
備
役
に
編
入
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で
す
。
相
模
、
あ
る
い
は
武
蔵
な
ど
へ
行
き
ま
す
と
、
ど
う
考
え
て

も
夙
だ
と
思
え
る
被
差
別
の
集
落
が
存
在
し
ま
す
。
相
模
、
武
蔵
に

は
関
西
で
は
穢
多
と
い
わ
れ
る
長
吏
の
集
落
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
も

う
少
し
厳
密
に
調
査
す
れ
ば
様
々
な
地
域
で
確
認
で
き
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
五
畿
内
と
周
辺
の
六
か
国
に
あ

わ
せ
て
史
料
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
一
〇
〇
か
所
程
度
の
存
在
が
確

認
で
き
る
だ
け
で
す
。

　
山
城
で
は
二
〇
か
所
く
ら
い
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
も
う
少
し
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
京
都
市
の
山
科
か

ら
大
津
へ
抜
け
る
街
道
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
街
道
沿
い
に
一
か

所
史
料
の
上
に
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
賀
茂
川
沿
い
や
桂
川
近
く
な

ど
も
史
料
上
出
て
く
る
の
で
実
際
は
も
っ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

今
の
と
こ
ろ
二
〇
か
所
く
ら
い
は
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
和
で
は
今
の
と
こ
ろ
分
か
っ
て
い
る
限
り
で
二
六
か
所
の
集
落
が

確
認
で
き
て
い
ま
す
。
大
和
と
山
城
で
五
〇
か
所
で
す
か
ら
、
こ
の

二
か
国
で
だ
い
た
い
全
国
の
半
分
く
ら
い
に
な
る
よ
う
で
す
。

　
山
城
の
場
合
は
『
京
都
の
部
落
史
』
に
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
ま
す

し
、
京
都
部
落
史
研
究
所
の
山
本
尚
友
さ
ん
が
何
本
か
論
文
書
い
て

お
ら
れ
ま
す
。
大
和
の
場
合
は
私
が
こ
こ
二
〇
年
位
ず
っ
と
研
究
し

て
き
た
の
で
か
な
り
の
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
と
の
地
域

低
位
・
劣
悪
は
部
落
差
別
の
本
質
的
な
要
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
認
識
を
ふ
ま
え
、
部
落
差
別
の
本
質
に
迫
る
た
め
、
政

治
や
経
済
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
直
す
た
め
に
夙
の
研
究
を

は
じ
め
た
の
で
す
。「
な
ぜ
夙
研
究
が
求
め
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う

の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
。
結
局
こ
れ
ま
で
の
部
落
史

や
部
落
問
題
の
研
究
は
こ
れ
以
上
積
み
重
ね
て
も
何
も
見
え
て
こ
な

い
、
史
料
は
あ
っ
て
も
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
、
無
前
提
に
政
治
的

に
作
ら
れ
た
貧
困
・
低
位
・
劣
悪
が
部
落
差
別
の
本
質
だ
と
い
う
、

そ
う
し
た
認
識
を
変
え
な
い
限
り
だ
め
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
れ

を
ど
う
変
え
て
い
く
か
。
私
は
夙
や
、
万
歳
、
陰
陽
師
な
ど
の
研
究

に
よ
っ
て
切
り
替
え
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
す
。

１
、
夙
と
は
何
者
な
の
か

　
夙
と
は
何
者
な
の
か
。
こ
れ
が
本
日
の
本
題
の
一
つ
で
す
。
レ
ジ

メ
一
頁
の
①
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
近
世
の
夙
は
五
畿
内
（
山
城
・
大
和
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
）
と
、

丹
波
・
近
江
・
播
磨
・
淡
路
・
伊
賀
・
紀
伊
の
畿
内
周
辺
あ
わ
せ
て

一
一
か
国
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
地
域
に
も
な
い
こ

と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
明
確
に
確
認
で
き
る
も
の
は
な
い
の

中世非人宿と近世夙村
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く
）」
と
「
夙
（
し
ゅ
く
）」
が
一
致
す
る
か
ら
と
い
う
説
で
す
。
こ

れ
も
一
見
冗
談
か
と
思
え
る
よ
う
な
説
で
す
。
実
際
に
夙
村
に
「
巫

祝
」
の
要
素
を
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

　
ｃ
の
「
土
師
部
起
源
説
」
で
す
が
、
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
野
見
宿

禰
が
殉
死
者
を
救
う
た
め
に
埴
輪
を
作
っ
た
、
そ
の
野
見
宿
禰
と
一

緒
に
大
和
に
き
た
出
雲
国
の
埴
輪
づ
く
り
の
集
団
の
子
孫
が
夙
だ
と

い
う
説
で
す
。
こ
の
説
は
京
都
や
奈
良
な
ど
で
は
明
治
時
代
以
降
圧

倒
的
に
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
説
が
生
ま
れ
た
の
は
そ

ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
本
格
的
に
唱
え

始
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
南
山
城
と
大
和
の

夙
村
に
か
な
り
の
策
略
家
が
い
て
、
自
ら
へ
の
賤
視
を
取
り
除
く
た

め
野
見
宿
禰
を
貴
種
と
し
、
夙
の
遠
祖
と
し
た
説
を
巧
み
に
広
げ
た

の
で
す
。
そ
の
策
略
家
は
米
屋
利
兵
衛
と
い
う
大
和
子
国
内
で
よ
く

知
ら
れ
た
大
地
主
・
大
富
豪
で
、『
振
濯
録
』
と
い
う
夙
の
由
緒
書

を
書
き
現
し
た
岡
本
通
理
と
い
う
国
学
者
を
支
援
し
、
も
し
こ
の
本

が
出
来
上
り
、
世
の
中
に
自
分
た
ち
へ
の
差
別
が
冤
罪
で
あ
る
と
分

か
れ
ば
、
私
は
全
財
産
を
失
っ
て
も
な
ん
の
悔
も
な
い
と
書
い
て
い

ま
す
。
彼
は
当
時
大
和
最
大
級
の
大
地
主
、
大
富
豪
だ
っ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
で
も
差
別
を
受
け
ま
し
た
。
彼
は
そ
の
差
別
が
い
わ
れ
の

な
い
も
の
だ
と
証
明
す
る
た
め
に
学
者
に
金
を
出
し
て
『
振
濯
録
』

は
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
分
か
っ
て
な
い
だ
け
で

実
際
の
数
は
も
っ
と
増
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
②
で
す
。
夙
の
起
源
、
夙
と
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
江
戸
時
代
か
ら
世
間
で
は
か
な
り
関
心
を
持
た
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
は
っ
き
り
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が

正
解
で
、
大
き
く
分
け
て
四
つ
く
ら
い
の
説
が
あ
り
ま
し
た
。

　
一
つ
は
ａ
の
「
守
戸
起
源
説
」
で
す
。
こ
れ
は
古
代
に
陵
墓
守
る

た
め
に
そ
の
周
辺
に
「
守
戸
」
と
い
う
も
の
を
置
く
の
で
す
が
、
そ

の
「
守
戸
」
の
子
孫
だ
と
い
う
説
で
、
江
戸
時
代
に
は
議
論
の
中
心

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
柳
田
國
男
が
彼
ら
し
い
言
い
方
で
「
お
よ
そ

千
年
も
の
時
代
を
そ
の
ま
ま
越
え
て
奈
良
時
代
の
も
の
が
江
戸
時
代

に
残
っ
て
い
る
の
か
。
他
は
み
ん
な
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
夙
だ
け

そ
ん
な
は
ず
な
い
で
は
な
い
か
」
と
こ
の
説
を
批
判
し
、
こ
ん
な
説

は
成
り
立
た
な
い
と
否
定
し
て
い
ま
す
。「
守
戸
」
が
差
別
を
受
け

て
い
た
か
ど
う
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
こ
の
説
は
要
す
る
に
「
守

戸
（
し
ゅ
こ
）」
と
「
夙
（
し
ゅ
く
）」
の
読
み
が
よ
く
似
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
研
究
全
体
が

未
熟
な
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
説
に
す
ぎ
な
い
と
見
て
い
ま
す
。

　
次
に
ｂ
の
「
巫
祝
起
源
説
」
が
あ
り
ま
す
。「
巫
祝
」
と
い
う
の
は

占
い
を
す
る
一
種
の
陰
陽
師
で
す
が
、
こ
の
「
巫
祝
」
の
「
祝
（
し
ゅ
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を
置
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
最
後
の
ｄ
「
非
人
宿
起
源
説
」
が

多
分
今
の
研
究
レ
ベ
ル
で
は
正
解
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
の
学
者
た
ち
も
「
非
人
宿
起
源
説
」
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
非

人
宿
と
は
貧
困
や
病
気
（
ハ
ン
セ
ン
病
な
ど
）
に
よ
っ
て
住
ん
で
い

る
集
落
を
離
れ
（
あ
る
い
は
追
わ
れ
）
た
人
々
、
そ
う
し
た
人
々
を

非
人
と
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
非
人
が
住
ん
だ
集
落
が
非
人
宿
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
色
々
批
判
も
あ
り
ま
す
が
、
現

在
の
被
差
別
民
は
全
部
こ
の
非
人
宿
か
ら
分
か
れ
た
と
い
う
大
雑
把

な
説
が
あ
り
ま
す
。
夙
も
非
人
宿
か
ら
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
非
人
宿
の
「
宿
」
は
「
シ
ュ
ク
」
と
も
読
み
、「
夙
（
シ
ュ
ク
）」

と
通
じ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
レ
ジ
メ
の
ｄ
に
書
い
て
い
ま
す
よ
う
に
、

非
人
宿
が
夙
の
原
型
だ
と
い
う
「
非
人
宿
起
源
説
」
が
正
解
だ
と
当

面
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
③
に
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
非
人
宿
か
ら
始
ま
っ
た
夙
で
す
が
、

南
山
城
の
相
楽
・
綴
喜
二
郡
と
大
和
に
限
れ
ば
、
そ
の
実
態
が
か
な

り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
ａ
で
す
が
、
周
辺
の
百
姓
か
ら
非
常
に
強
い
蔑
視
や
賤
視
、

排
斥
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
絶
え
ま
な
く
差
別
が
起
こ
っ
て
い
た
と

言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
夙
に
対
す
る
周
辺
百

姓
の
扱
い
が
蔑
視
・
賤
視
・
排
斥
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
問
題
が
あ

を
編
纂
さ
せ
た
の
で
す
。

　
『
振
濯
録
』
の
中
で
ｃ
の
「
土
師
部
起
源
説
」
が
説
か
れ
る
わ
け

で
す
。
た
ぶ
ん
作
っ
て
い
る
人
も
こ
ん
な
の
で
通
る
の
か
な
と
思
い

な
が
ら
書
い
て
い
た
程
度
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
実
に
い
い
加
減

な
も
の
で
す
。
野
見
宿
禰
が
垂
仁
天
皇
の
皇
后
の
日
葉
酢
媛
命
（
ヒ

バ
ス
ヒ
メ
）
が
亡
く
な
っ
た
時
に
殉
死
す
る
人
が
い
て
そ
れ
が
可
哀

想
だ
か
ら
身
代
わ
り
に
埴
輪
を
作
っ
た
、
だ
か
ら
元
々
貴
種
だ
っ
た

が
、
そ
の
こ
と
が
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
て
、
今
の
よ
う
に
賤
に

な
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
す
。
貴
か
ら
賤
へ
と
い
う
、
そ
う
い
う
移

行
を
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
荒
唐
無
稽
の
説
で
す
が
、
米
屋
利
兵

衛
の
策
謀
ど
お
り
こ
れ
が
当
た
り
、
世
間
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
な
っ

た
の
で
す
。

　
米
屋
利
兵
衛
は
奈
良
県
葛
上
郡
の
夙
村
の
住
民
で
す
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
「
土
師
部
起
源
説
」
を
世
間
に
広
げ
ま
し
た
。
差
別
反

対
の
闘
い
を
重
ね
、
幕
府
巡
見
使
に
訴
え
、
奉
行
所
に
訴
え
る
な
ど

あ
ら
ゆ
る
方
法
を
使
っ
て
土
師
部
起
源
説
を
流
布
さ
せ
、
夙
が
貴
種

で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
結
果
幕
末

か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
南
山
城
や
大
和
に
土
師
部
末
裔
由
緒
が
広

が
り
、
支
持
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
ａ
～
ｃ
は
か
な
り
怪
し
い
説
で
、
さ
ほ
ど
の
信
頼
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対
立
を
引
き
起
こ
す
の
で
す
。
だ
か
ら
江
戸
時
代
に
お
い
て
周
辺
の

百
姓
か
ら
強
い
蔑
視
と
賤
視
や
排
斥
を
受
け
た
と
い
う
時
、
丁
寧
に

一
つ
ず
つ
見
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
問
題
な
の
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
史
料
に
よ
く
出
て
く
る
の
は
夙
と
賤
し
め
る
と
い
う
問
題
で
す
。

夙
と
言
っ
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
③
の
ａ
の
問
題
は
こ
れ
か
ら
も
被
差
別
民
を
め
ぐ
る
課
題
と

し
て
残
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
ｂ
で
す
が
、
幕
府
や
大
名
や
旗
本
、
あ
る
い
は
寺
社
な

ど
の
領
主
か
ら
は
一
般
の
百
姓
と
特
段
異
な
る
扱
い
は
受
け
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ

る
よ
う
な
例
も
あ
り
ま
し
た
。
山
城
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で

す
が
、
大
和
で
は
、
例
え
ば
郡
山
藩
領
に
は
夙
村
が
五
か
所
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
ら
の
夙
村
の
上
層
部
、
村
役
人
層
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
彼
ら
に
苗
字
帯
刀
を
許
し
て
一
種
の
郷
士
と
し
て
取
り
立

て
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
郡
山
藩
が
経
済
的
に
困
窮
し
て
献
金
が
ほ
し

か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
が
、
藤
堂
藩
で
も

夙
村
の
人
を
無
足
人
と
い
う
郷
士
、
在
村
武
士
に
取
り
立
て
て
い
ま

す
。
あ
る
い
は
庄
屋
全
体
を
束
ね
る
大
庄
屋
に
夙
村
の
住
民
を
任
命

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
旗
本
領
で
は
地
代
官
に
も
任
命
し
て
い

り
ま
す
。
私
の
住
ん
で
お
り
ま
す
町
に
被
差
別
部
落
が
一
か
所
、
す

で
に
先
に
申
し
上
げ
て
い
ま
す
が
万
歳
が
二
か
所
、
隠
亡
が
一
か
所

あ
り
ま
す
。
部
落
以
外
に
三
か
所
の
差
別
を
受
け
る
集
落
が
あ
り
ま

す
。
部
落
は
む
ろ
ん
万
歳
・
隠
亡
も
蔑
視
・
賤
視
・
排
斥
を
受
け
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
集
落
か
ら
は
地
域
の
有
力
者
が
た
く
さ
ん
出

て
い
ま
す
。
町
会
議
員
や
町
の
幹
部
な
ど
、
そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
名

士
が
数
多
く
出
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
の
集
落
の
人
た
ち
が
、

そ
れ
以
外
の
集
落
の
人
た
ち
と
喋
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
外
の
集
落
の

人
が
た
と
え
ば
何
気
な
し
に
「
お
前
ら
の
村
は
」
っ
て
い
い
ま
す
。

今
の
時
期
だ
っ
た
ら
「
お
前
ら
の
村
、
水
入
っ
た
か
」
と
聞
き
た
い

の
で
す
。
そ
の
つ
も
り
で
「
お
前
ら
の
村
は
」
っ
て
聞
く
の
で
す
が
、

聞
か
れ
た
側
で
は
「
そ
れ
ど
う
い
う
こ
っ
ち
ゃ
」
と
直
ち
に
反
撃
す

る
の
で
す
。「
お
前
ら
の
村
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
や
、
そ
れ
は
差
別

や
な
い
か
」、「
そ
の
次
に
も
う
水
入
っ
た
か
、
田
植
え
終
わ
っ
た
か
」

と
聞
く
つ
も
り
や
っ
た
と
言
っ
て
も
、「
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、 

『
お
前
ら
の
村
は
』
と
い
う
こ
と
自
体
が
差
別
や
な
い
か
」
と
激
し

く
詰
め
寄
り
、
言
い
争
い
が
起
こ
る
の
で
す
。「
差
別
や
」、「
そ
う 

じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
争
い
が
お
こ
る
の
で
す
。
む
ろ
ん
、
そ
の
レ
ベ

ル
の
諍
い
は
そ
の
場
で
お
さ
ま
る
の
で
す
け
れ
ど
、
背
後
に
非
常
に

セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
が
あ
っ
て
、
今
も
な
お
そ
う
し
た
感
情
的
な
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方
が
実
際
に
南
山
城
の
綴
喜
・
相
楽
二
郡
の
夙
村
を
お
歩
き
に
な
っ

た
ら
よ
く
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
差
別
を
受
け
て
い
る
か

ら
貧
乏
だ
と
の
先
入
観
を
持
っ
て
行
か
れ
た
ら
大
き
な
間
違
い
に
な

り
ま
す
。
驚
く
ほ
ど
豊
か
で
す
。
江
戸
時
代
や
明
治
時
代
に
建
て
ら

れ
た
巨
大
な
家
が
あ
り
、
一
見
し
て
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
被
差
別
の
集
落
が
貧
困
と
は
限
ら
な
い
の

で
す
。
こ
れ
は
部
落
に
も
当
て
は
ま
り
、
差
別
を
受
け
な
が
ら
富
を

集
積
し
て
周
辺
村
々
に
比
し
て
豊
か
な
村
を
作
る
こ
と
が
あ
る
の
で

す
。
む
ろ
ん
、
豊
か
な
住
民
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
和
で

は
大
方
そ
の
よ
う
に
い
え
る
と
思
い
ま
す
し
、
南
山
城
の
綴
喜
・
相

楽
二
郡
で
も
同
様
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ｅ
で
す
が
、
夙
村
全
体
で
共
有
さ
れ
る
固
有
の
職
能
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
他
の
被
差
別
の
集
落
は
み
ん
な
あ
る
の
で
す
。
万
歳
は

万
歳
を
す
る
。
隠
亡
は
遺
体
の
処
理
を
す
る
。
歴
代
組
は
陰
陽
師
の

仕
事
を
す
る
。
み
ん
な
固
有
の
職
能
が
あ
る
の
で
す
。
穢
多
の
場
合

は
何
か
と
い
う
の
は
議
論
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
草
場
に
関
わ

る
斃
牛
馬
処
理
だ
と
か
、
あ
る
い
は
清
目
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
が
、
必
ず
何
か
あ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
夙
の
場
合
は
な
い
の
で

す
。
あ
っ
て
も
特
殊
な
事
例
に
限
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
清
水
坂
の
犬

神
人
。
京
都
の
清
水
坂
に
昔
、
弦
指
（
ツ
ル
メ
ソ
）
と
呼
ば
れ
る
祇

ま
す
。
地
代
官
と
は
有
能
で
経
済
力
の
あ
る
自
領
内
の
住
人
を
任
命

し
た
代
官
の
こ
と
で
す
が
、
夙
村
住
民
が
地
代
官
に
な
っ
た
と
い
う

例
も
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
お
金
が
あ
る
か
ら
、
政

治
的
な
能
力
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
が
、
そ
う
し
た
力
の
前
に
夙
だ

か
ら
と
領
主
は
差
別
し
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
経
済
力
が
あ
っ
て
有

能
だ
か
ら
ど
ん
ど
ん
登
用
し
、
苗
字
帯
刀
を
許
し
て
支
配
の
先
端
で

使
っ
て
い
ま
す
。
南
山
城
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
は
で
き
て
な
い
の
で

す
が
丁
寧
に
探
せ
ば
多
分
同
じ
も
の
が
た
く
さ
ん
検
出
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

　
ｃ
で
す
が
、
独
立
村
が
非
常
に
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

被
差
別
部
落
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
が
枝
郷
で
す
が
、
夙
村
の
場
合
は

独
立
村
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
独
立
村
の
領
域
の
面
積
が
非
常
に
広

い
場
合
が
多
い
の
で
す
。
も
し
夙
の
原
型
が
非
人
宿
に
流
れ
込
ん
で

き
た
ハ
ン
セ
ン
病
に
罹
っ
た
人
だ
と
す
る
と
、
非
人
宿
が
広
範
に
現

れ
る
の
は
一
三
世
紀
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
そ
の
後
二
〇
〇
年
か
三
〇

〇
年
経
っ
た
だ
け
で
広
大
な
村
領
域
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た

の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
③
の
ｃ
は
夙
村
の
成
り

立
ち
を
考
え
る
上
で
非
常
に
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。

　
ｄ
で
は
周
辺
村
々
と
比
較
し
て
非
常
に
豊
か
な
村
が
多
い
こ
と
を

指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
夙
村
の
豊
か
さ
は
今
も
そ
う
で
す
。
皆
さ
ん
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の
夙
が
宿
か
ら
転
じ
て
い
る
こ
と
は
『
天
文
年
間
抜
粋
録
』
天
文
二

年
（
一
五
三
三
年
）
九
月
六
日
の
記
事
に
「
□
□
□
宿
長
吏
神
鹿
殺

害
之
由
」
と
あ
り
、『
多
聞
院
日
記
』
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
一

二
月
一
六
日
の
記
事
に
「
不
空
院
北
ノ
山
ニ
テ
鹿
殺
四
人
（
中
略
）

□
□
□
夙
者
番
ヲ
被
申
付
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
□
□
□
宿
と
□

□
□
夙
は
同
一
の
集
落
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
戦
国
時
代
後
半
に
宿
が
夙
に
変
化
し
た
と
考

え
て
大
き
な
間
違
い
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
変
化
に
最
初
に
気
付
か
れ
た
人
は
有
名
な
網
野
善
彦
さ
ん
で

す
。
さ
す
が
だ
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
網
野
さ
ん
は
せ
っ
か
く

気
が
付
い
て
お
き
な
が
ら
的
外
れ
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
レ
ジ
メ
の
一
頁
の
下
の
方
を
見
て
く
だ
さ
い
。
網
野
さ
ん
は
一

九
八
六
年
の
『
中
世
に
お
け
る
聖
と
賤
の
関
係
に
つ
い
て
』（
中
央

大
学
学
長
室
学
事
課
編
）
と
い
う
論
文
、
こ
れ
は
お
話
に
な
っ
た
こ

と
を
活
字
に
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
宿
が
夙
に
変
わ
っ
こ
と

は
「
明
ら
か
に
非
人
に
対
す
る
差
別
が
現
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
網
野
さ
ん
が
も
と
も
と
非
人
は
差
別

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
構
図
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
こ
う
い
う
言

い
方
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
非
人
に
対
す
る
差
別
は
非
人
が

史
料
上
に
出
現
し
た
時
か
ら
存
在
す
る
の
で
、
せ
っ
か
く
気
が
付
い

園
会
に
加
わ
る
夙
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
大
和
で
は
奈
良
町
の

北
側
に
あ
る
夙
村
の
人
た
ち
が
年
末
に
な
る
と
「
富
、
富
」
と
言
っ

て
奈
良
町
で
富
売
り
を
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
権
利
と
義
務
だ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
井
原
西
鶴
が
描
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
夙

村
全
体
に
共
有
さ
れ
る
職
能
で
は
な
く
、
特
定
の
夙
村
が
特
定
の
神

社
な
ど
と
の
間
に
有
し
て
い
る
特
別
な
権
利
・
義
務
と
考
え
る
べ
き

で
、
夙
全
体
に
共
有
さ
れ
る
職
能
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
ｆ
で
す
が
、
戦
国
時
代
中
期
に
は
も
う
す
で
に
脱
賤
闘

争
を
繰
り
広
げ
て
い
ま
す
。
永
禄
年
間
、
一
五
五
〇
年
前
後
に
は
始

ま
っ
て
い
ま
す
。大
和
か
ら
京
都
ま
で
出
か
け
、北
野
天
満
宮
に
行
っ

て
五
条
家
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
り
、
北
野
天
満
宮
を
自
分
の
村
に

勧
請
し
て
い
る
の
で
す
。

　
ま
た
、
そ
の
時
期
ま
で
後
の
夙
村
の
表
記
は
「
宿
」
で
し
た
。
多

分
「
シ
ュ
ク
」
と
呼
ん
だ
の
で
し
ょ
う
が
、
例
え
ば
「
清
水
坂
宿
（
キ

ヨ
ミ
ズ
ザ
カ
シ
ュ
ク
）」「
北
山
宿
（
キ
タ
ヤ
マ
シ
ュ
ク
）」
と
呼
ん
で

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
五
五
〇
年
ぐ
ら
い
か
ら
「
宿
」

の
文
字
が
史
料
か
ら
消
え
て
行
き
、
代
わ
っ
て
夙
の
文
字
が
現
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
レ
ジ
メ
一
頁
の
ｆ
の
※
印
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
奈
良
に
お
け
る
夙
の
初
見
は
『
二
条
宴
乗
記
』
永
禄
一
二
年
（
一

五
六
九
年
）
二
月
一
一
日
の
「
夙
人
夫
今
日
不
罷
出
」
で
す
が
、
こ
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で
す
。
つ
ま
り
夜
泊
る
所
で
す
。「
夙
」
は
夜
明
け
、
朝
で
す
。
当

時
の
夙
村
に
は
か
な
り
の
知
識
人
が
い
て
、
夜
を
表
す
「
宿
」
か
ら

同
じ
音
を
持
つ
夜
明
け
を
表
す
「
夙
」
に
変
え
、
わ
ず
か
で
も
賤
視

や
蔑
視
を
拭
お
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
夙
自

身
が
こ
の
転
称
に
よ
り
、
閉
ざ
さ
れ
た
夜
か
ら
新
し
い
朝
を
迎
え
た

と
世
間
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
「
脱

賤
」
宣
言
と
読
み
取
っ
た
わ
け
で
す
。

　
次
に
ｇ
で
す
が
、
脱
賤
化
の
動
き
は
こ
れ
以
後
も
続
き
ま
す
。
大

和
で
追
い
か
け
ま
す
と
、
よ
く
こ
れ
だ
け
や
っ
て
い
る
な
と
い
う
く

ら
い
手
を
変
え
品
を
変
え
脱
賤
化
へ
の
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
後
に
米
屋
利
兵
衛
を
生
む
大
和
の
夙
村
で
は
、
一
七
五
、

六
〇
年
ご
ろ
に
五
条
家
と
の
関
係
が
ま
だ
な
か
っ
た
た
め
か
、
土
御

門
家
か
ら
土
御
門
家
の
神
、
陰
陽
道
の
神
を
貰
っ
て
き
て
神
社
に
作

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
多
分
な
ん
で
も
良
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
そ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
し
ば
ら
く

し
て
五
条
家
に
依
頼
し
て
「
家
系
之
来
由
」
と
い
う
由
緒
書
を
手
に

入
れ
ま
す
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
中
身
は
問
題
外
で
す
。

空
理
空
論
、
空
虚
な
で
っ
ち
上
げ
な
の
で
す
が
、
こ
の
「
家
系
之
来

由
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
中
心
に
な
っ
て
動
い
た
の
が
綴
喜
郡
の
夙

村
の
人
な
の
で
す
。
随
分
と
献
金
を
し
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ

て
お
き
な
が
ら
、
的
外
れ
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
次
に
気
付
か
れ
た
の
は
山
本
尚
友
さ
ん
で
す
。
山
本
さ
ん
は
世
界

人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
の
紀
要
（
紀
要
六
、
二
〇
〇
一
）
の
『
京

枡
座
福
井
家
相
続
一
件
―
近
世
末
期
の
都
市
に
お
け
る
差
別
意
識
―
』

と
い
う
論
文
で
「
語
源
で
あ
っ
た
非
人
宿
の
記
憶
が
薄
れ
、
宿
駅
施

設
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
用
字
の
変
更
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
こ
れ
も
的
外
れ
な
話
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
宿
か
ら
夙
へ
の
変
化
は
、
非
人
宿
に
か
か
わ
る
者
と

し
て
降
り
か
か
る
蔑
視
や
賤
視
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
非
人
宿
の
記
憶
が
薄
れ
て
」、「
宿
駅
」

宿
屋
み
た
い
な
と
こ
ろ
と
一
緒
に
さ
れ
た
ら
混
乱
す
る
の
で
「
夙
」

に
変
え
た
の
だ
と
、
山
本
さ
ん
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
仮
に
非
人
宿
の
記
憶
が
薄
れ
た
と
し
て
、
な
ぜ
宿
駅
施
設
と

の
混
同
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
か
。
む
し
ろ
宿
駅
施
設
と
混
同
さ
れ

た
方
が
脱
賤
の
た
め
に
は
都
合
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
い

ま
す
。
山
本
さ
ん
が
本
当
は
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
違
う
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
宿
か
ら
夙
へ
の
移
行
は
、
戦
国
時
代
な
か
ご
ろ
に
非
人
宿
住

民
が
「
癩
」
と
の
関
係
を
断
ち
切
る
た
め
、
夙
（
当
時
は
宿
と
表
記
）

自
身
が
唱
え
始
め
た
と
推
定
し
て
い
ま
す
。「
宿
」
と
い
う
の
は
夜
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く
な
っ
て
い
ま
す
。
土
師
部
末
裔
由
緒
が
世
間
か
ら
支
持
さ
れ
る
の

を
見
て
、
結
局
は
受
容
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
た
闘
争
を
リ
ー
ド
し
た
人
々
が
広
く
大
和
・
南
山
城
に
散

ら
ば
っ
て
い
ま
し
た
。
相
楽
郡
内
の
あ
る
夙
村
に
五
条
家
と
つ
な
が

り
が
あ
る
人
が
い
て
、
そ
の
人
が
先
頭
を
切
っ
て
土
師
部
末
裔
由
緒

を
手
に
入
れ
た
と
柳
田
國
男
が
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
や
は
り
相

楽
郡
の
別
の
夙
村
、
こ
の
村
は
南
山
城
で
も
最
大
級
の
夙
村
で
今
も

昔
も
非
常
に
豊
か
な
村
で
す
が
、
こ
の
村
の
住
民
の
新
右
衛
門
と
い

う
人
が
五
畿
内
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
脱
賤
闘
争
を
指
導
し
ま
す
。
先

に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
大
和
で
は
米
屋
利
兵
衛
で
す
。
米
屋
利
兵
衛

は
幕
末
の
大
和
を
代
表
す
る
儒
学
者
谷
三
山
の
弟
子
で
す
が
、
そ
の

影
響
下
で
『
振
濯
録
』
と
い
う
本
を
出
版
し
て
い
ま
す
。
幕
府
の
巡

検
使
が
河
内
の
古
市
に
来
た
時
に
、
そ
こ
へ
押
し
か
け
て
夙
が
賤
し

く
な
い
こ
と
を
触
流
し
て
ほ
し
い
と
の
要
求
を
突
き
つ
け
る
な
ど
中

心
的
に
活
動
し
ま
す
。
彼
ら
は
お
互
い
に
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
、

闘
争
を
展
開
し
て
行
っ
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
闘
争
の
結
果
夙
は
何
を
得
た
か
と
言
い
ま
す
と
、「
賤

だ
が
貴
」
と
い
う
理
解
不
能
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
京
都
で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い

よ
う
で
す
が
、
大
和
で
は
「
夙
は
賤
だ
け
ど
貴
だ
」
と
い
い
ま
す
。

の
「
家
系
之
来
由
」、
つ
ま
り
土
師
部
末
裔
の
由
緒
で
す
が
、
こ
れ

を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
五
畿
内
の
夙
を
組
織
化
し
て
広
範
な
脱
賤
闘

争
を
繰
り
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
南
山
城
相
楽
・
綴
喜
の
両
郡
の
夙
村
一
三
か
村
は
脱
賤
に
向
け
て

行
動
を
起
こ
し
ま
す
。
相
楽
郡
の
一
か
村
だ
け
が
こ
れ
に
加
わ
ら
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
こ
の
村
だ
け
が
か
つ
て
の
奈
良
の

北
山
宿
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
た
め
と
考
え
て
い
ま
す
。
北
山

宿
以
来
の
伝
統
を
持
つ
夙
村
で
は
土
師
部
末
裔
由
緒
を
拒
絶
し
、
ハ

ン
セ
ン
病
と
か
か
わ
っ
た
春
日
王
を
祀
り
ま
し
た
。
夙
村
に
あ
る
春

日
神
社
の
多
く
は
天
児
屋
命
を
祀
る
春
日
神
社
で
は
な
く
、
春
日
王

を
祀
る
春
日
神
社
で
あ
り
、
春
日
神
社
を
持
つ
夙
村
は
北
山
宿
の
一

種
の
支
配
を
受
け
、
土
師
部
末
裔
由
緒
を
受
け
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

相
楽
郡
の
一
村
は
そ
の
種
の
夙
村
な
の
で
す
。

　
大
和
で
は
二
六
か
村
の
う
ち
の
一
三
か
村
が
「
家
系
之
来
由
」
を

受
け
取
っ
た
の
で
す
が
、
残
り
の
一
三
か
村
は
受
け
取
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
受
け
取
ら
な
か
っ
た
夙
村
で
は
「
野
見
宿
禰
云
々
」
と
い
う

説
は
、
は
じ
め
て
聞
い
た
話
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

受
け
取
ら
な
か
っ
た
一
三
か
村
で
は
、
そ
ん
な
い
い
加
減
な
話
は
聞

け
な
い
と
し
て
土
師
部
末
裔
由
緒
説
を
拒
否
し
た
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
し
ば
ら
く
の
間
は
拒
否
し
た
け
れ
ど
、
最
後
は
拒
否
し
き
れ
な
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そ
の
内
部
構
造
は
レ
ジ
メ
の
②
の
ａ
の
ア
を
見
て
く
だ
さ
い
。 

「
長
吏
」、
こ
の
長
吏
と
い
う
の
は
関
東
地
方
の
い
わ
ゆ
る
穢
多
、

被
差
別
民
の
長
吏
で
は
な
く
て
、
お
寺
の
一
番
偉
い
人
を
長
吏
と
い

い
ま
す
が
、
非
人
宿
の
一
番
偉
い
人
、
統
率
者
、
そ
の
よ
う
な
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
非
人
宿
の
長
吏
、
非
人
宿
の
支
配
者
の

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
各
非
人
宿
に
は
長
吏
が
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

イ
に
示
し
た
よ
う
に
、
長
吏
の
配
下
集
団
、
こ
れ
は
長
吏
の
一
族
と

か
、
家
族
と
か
、
あ
る
い
は
親
戚
と
か
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
ウ
の
乞
食
・
不
具
者
、
あ
ま
り
働
く
こ
と
が
出
来
な
い
人
た
ち

で
す
。
最
後
が
エ
の
癩
罹
患
者
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
で
す
。
黒
田
さ
ん

は
非
人
宿
は
こ
の
四
種
類
の
人
間
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い

う
大
枠
を
お
作
り
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
先
に
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
非
人
宿
が
後
の
夙
に
な
っ
た
と

い
う
話
で
す
が
、
非
人
宿
と
夙
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

る
の
で
す
。
例
え
ば
非
人
宿
の
長
吏
と
い
う
の
は
癩
罹
患
者
で
も
な

ん
で
も
な
い
の
で
す
。【
史
料
２
】
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、

こ
れ
は
寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年
の
『
奈
良
坂
非
人
陳
状
』
と
い
う

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
史
料
で
す
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
問
題
に
当
然

網
野
さ
ん
も
気
が
付
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
一
文
に
は
、「
清
水

坂
之
当
長
吏
」
は
清
水
坂
の
寺
僧
で
「
清
水
寺
尓
候
志
加
土
母
（
き

別
の
言
い
方
で
は
「
血
が
清
す
ぎ
る
、
天
皇
に
も
っ
と
も
近
い
」
と

い
う
言
い
方
も
し
ま
す
。
差
別
の
裏
返
し
と
し
て
、
夙
村
の
人
は
血

が
清
す
ぎ
る
、
だ
か
ら
「
賤
だ
が
貴
」
だ
、
貴
族
な
の
だ
、
天
皇
に

近
い
、だ
け
ど
も
賤
し
い
の
だ
と
い
い
ま
す
。理
解
不
能
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
な
の
で
す
。
し
か
し
、
差
別
と
い
う
の
は
た
ぶ
ん
本
当
の
所
は
そ

う
し
た
理
解
不
能
の
心
情
に
根
ざ
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。
部
落
に
対
す
る
差
別
も
同
様
で
す
が
。
で
す
か
ら
「
夙
と
は
何

者
か
」
と
聞
か
れ
ま
す
と
、
今
の
と
こ
ろ
「
何
者
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
」
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
そ
の
「
賤
だ
が
貴
」
と
い

う
と
こ
ろ
を
こ
れ
か
ら
、ど
う
考
え
て
行
く
の
か
、そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
他
の
被
差
別
民
と
の
関
係
が
見
え
て
く
る
、
あ
る
い
は

連
携
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

２
、
夙
は
な
ぜ
差
別
を
う
け
た
の
か

　
夙
は
な
ぜ
差
別
を
う
け
た
の
か
、
こ
れ
は
当
然
答
え
な
く
て
は
い

け
な
い
問
題
な
の
で
す
が
、
要
す
る
に
「
非
人
宿
」
な
ん
で
す
。
以

前
非
人
宿
研
究
が
日
本
中
世
史
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
、
大
山

恭
平
さ
ん
や
黒
田
日
出
男
さ
ん
、
細
川
涼
一
さ
ん
ら
超
一
流
の
学
者
、

先
生
方
が
非
人
宿
の
研
究
を
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
黒
田

日
出
夫
さ
ん
が
そ
の
内
部
構
造
を
分
析
さ
れ
ま
し
た
。
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そ
の
一
族
と
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
居
住
地
が
か
な
り
離
れ
て
い
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
奈
良
の
北
山
十
八
軒
戸
は

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
が
収
容
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
を
管
理
し

た
人
々
の
集
落
、
つ
ま
り
長
吏
や
そ
の
一
族
が
い
る
集
落
は
北
に
お

よ
そ
一
・
五
㎞
ほ
ど
離
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
薬
師
寺
西
方
に
奈
良

時
代
か
ら
続
く
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
集
落
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で

も
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
収
容
し
た
西
山
光
明
院
と
、
そ
れ
を
管
理
す

る
夙
の
集
落
は
少
し
距
離
の
あ
る
、
ま
っ
た
く
別
の
集
落
と
し
て
存

在
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
大
和
郡
山
市
額
田
部
町
に
聖
徳
太
子
開
基
の

額
安
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
寺
の
西
方
に
鎌
倉
時
代

額
安
寺
西
辺
宿
と
い
う
非
人
宿
が
あ
り
ま
し
た
。
有
名
な
忍
性
と
い

う
西
大
寺
僧
が
お
母
さ
ん
の
菩
提
を
弔
っ
た
と
い
う
非
人
宿
で
す
。

こ
の
非
人
宿
は
江
戸
時
代
に
夙
村
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
夙
村
と
は

別
途
に
小
夙
村
と
い
う
集
落
が
近
在
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
小
夙
村
は

領
主
か
ら
様
々
な
免
除
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
非
人
宿
以
来

の
夙
村
が
大
和
・
伊
賀
・
紀
伊
な
ど
に
五
～
六
か
所
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
・
室
町
期
の
非
人
宿
は
、
長
吏
や
そ
の
配

下
集
団
が
住
ん
で
い
る
場
所
と
、
乞
食
や
不
具
者
、
癩
罹
患
者
が
住

ん
で
い
る
場
所
は
異
な
り
、
黒
田
さ
ん
が
い
う
よ
う
に
、
非
人
宿
は

長
吏
―
そ
の
配
下
集
団
―
乞
食
―
ハ
ン
セ
ン
病
者
と
い
う
構
成
を
持

よ
み
ず
で
ら
に
そ
う
ろ
う
し
か
ど
も
）」
と
続
く
の
で
す
が
、
重
要

な
点
は
こ
の
下
線
を
引
い
た
所
で
す
。
清
水
坂
の
「
当
長
吏
」
つ
ま

り
非
人
宿
の
今
の
長
吏
は
清
水
寺
の
僧
侶
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
が
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
、
他
の
方
が
す
で
に
触
れ
て
お
ら
れ
る

だ
ろ
う
と
思
っ
て
探
し
た
と
こ
ろ
網
野
さ
ん
が
す
で
に
触
れ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
要
す
る
に
長
吏
と
い
う
の
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
で
も
な

ん
で
も
な
い
健
常
者
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
管
理
を
す
る
人
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
清
水
坂
だ
っ
た
ら
、
清
水
寺

か
ら
ハ
ン
セ
ン
病
、
癩
患
者
た
ち
の
世
話
を
し
な
さ
い
と
命
ぜ
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
非
人
宿
が
ま
る

ご
と
近
世
の
夙
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

非
人
宿
の
長
吏
お
よ
び
長
吏
の
配
下
集
団
と
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
や

そ
の
他
の
非
人
と
は
別
の
集
団
と
考
え
た
方
が
理
解
で
き
る
わ
け
で

す
。
非
人
宿
長
吏
は
土
地
を
持
ち
、
元
気
で
お
そ
ら
く
有
能
な
人
間

で
す
。
一
方
乞
食
や
不
具
者
、
癩
罹
患
者
が
後
の
夙
に
な
っ
た
の
な

ら
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
前
近
代
に
は
か
な
り
強
く
忌
避
さ
れ
ま
し
た
の

で
強
い
差
別
を
受
け
た
で
し
ょ
う
。

　
私
は
三
年
ほ
ど
前
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
さ
さ
や
か
な
論
文
を
書

き
ま
し
た
。
奈
良
で
も
そ
う
で
す
し
、
伊
賀
で
も
そ
う
で
す
し
、
南

山
城
で
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
い
く
つ
か
の
非
人
宿
で
は
、
長
吏
や
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興
造
先
生
や
川
嶋
将
生
先
生
、
下
坂
守
さ
ん
な
ど
の
研
究
に
大
き
な

刺
激
を
受
け
た
わ
け
で
す
。
奈
良
は
な
か
な
か
そ
う
い
う
所
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。今
申
し
上
げ
た
方
々
も
部
落
問
題
を
主
と
し
て
や
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
芸
能
史
研
究
を
や
っ
て
、
そ
こ
か

ら
部
落
問
題
に
発
言
す
る
と
か
い
う
事
で
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
地

域
で
は
部
落
問
題
研
究
が
実
は
そ
の
多
様
な
被
差
別
民
、
非
人
と
か

夙
と
か
隠
亡
・
産
所
と
か
巫
、
歴
代
組
と
か
、
あ
る
い
は
万
歳
な
ど

を
放
置
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
最
近
よ
う
や
く
多
様
な
被
差
別
民
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
隠
亡
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
一
年
、
細
川
涼
一

さ
ん
が
編
集
、
監
修
者
に
な
っ
て
『
三
昧
聖
の
研
究
』
と
い
う
本
が

二
〇
〇
一
年
に
碩
文
社
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
九
九

一
か
ら
九
四
年
に
名
著
出
版
か
ら
『
陰
陽
道
叢
書
』
が
刊
行
さ
れ
ま

し
て
、
陰
陽
道
の
論
文
集
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
〇
年

た
っ
て
同
じ
く
名
著
出
版
か
ら
『
新
陰
陽
道
叢
書
』
が
こ
の
あ
い
だ

刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
徐
々
に
カ
バ
ー
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
戦
前
の
喜
田
貞
吉
や
柳
田
國
男
、
戦
後
の
渡
辺
広
先
生
、
あ

る
い
は
網
野
義
彦
さ
ん
、
山
本
尚
友
さ
ん
な
ど
の
研
究
が
あ
り
、
私

も
そ
の
研
究
に
入
ろ
う
と
努
力
し
、
今
入
り
口
ま
で
来
た
と
い
う
自

覚
は
あ
る
の
で
す
が
、「
賤
だ
が
貴
」
と
い
う
観
念
に
ど
の
程
度
ま

つ
の
で
は
な
く
、
長
吏
お
よ
び
配
下
集
団
と
乞
食
・
ハ
ン
セ
ン
病
者

は
別
の
存
在
で
あ
り
、
非
人
宿
は
前
者
を
指
し
て
い
る
と
い
う
結
論

に
達
し
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
近
世
の
夙
は
ア
の
長
吏
、
イ
の
長
吏
の
配
下
集
団
、

ウ
の
乞
食
・
不
具
者
、
エ
の
癩
罹
患
者
の
四
つ
の
集
団
の
う
ち
ア
と

イ
の
「
長
吏
と
そ
の
配
下
集
団
」
だ
け
、
つ
ま
り
私
が
い
う
非
人
宿

を
引
き
継
い
で
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
く
な
る
の
で
す
。
ウ
と
エ

の
「
乞
食
や
不
具
者
、
癩
罹
患
者
」
は
引
き
継
い
で
い
な
い
よ
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
非
人
宿
は
戦
国
期
に
「
乞
食
や
不
具
者
、
癩
罹
患

者
」
と
絶
縁
す
る
た
め
宿
か
ら
夙
へ
移
行
し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
が
、
そ
う
い
う
非
人
宿
の
内
部
構
造
を
踏
ま
え
た
分
析
を
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
研
究
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
難

し
く
前
へ
進
ま
な
い
わ
け
で
す
。

　
次
の
頁
、
三
頁
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
、
京
都
は
ほ
ん
と
に
う
ら

や
ま
し
い
な
と
一
九
九
〇
年
代
の
後
半
な
ど
に
奈
良
か
ら
見
て
お
り

ま
し
た
。
私
も
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
の
前
近
代
の
勉
強
会

に
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
で
も
そ
う
い
う
視
点

を
持
っ
て
研
究
を
お
や
り
に
な
る
の
で
、
奈
良
は
民
俗
学
と
か
芸
能

史
と
か
誰
も
や
ら
な
い
な
と
思
い
な
が
ら
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
角
度
で
被
差
別
民
を
見
て
い
く
と
い
う
山
路

中世非人宿と近世夙村
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で
し
ょ
、
だ
か
ら
差
別
さ
れ
る
の
で
し
ょ
」
と
い
う
は
る
か
以
前
に

作
ら
れ
た
、
ま
さ
に
政
治
経
済
の
枠
組
み
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
し
か
し
、
二
一
世
紀
初
頭
の
社
会
は
そ
こ
を
抜
け
出
し
て
、
部
落

差
別
の
本
質
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

時
期
に
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
戦
後
七
七
年
、
水
平
社
が
出
来
て
か
ら
一
〇
〇
年
。
解
放
令

か
ら
す
る
と
一
五
〇
年
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ま
ま
で
は
い

け
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
な
に
か
突
破
口
を
探
し
て

い
た
の
で
す
が
、
そ
の
突
破
口
は
「
賤
だ
が
貴
」
と
い
う
夙
に
向
け

ら
れ
た
観
念
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
観
念
を
ど
う
い
う
ふ

う
に
部
落
問
題
に
つ
な
い
で
行
く
の
か
、
あ
る
い
は
陰
陽
師
の
問
題
、

隠
亡
の
問
題
な
ど
を
ど
う
投
げ
か
け
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
通

じ
て
、
政
治
経
済
問
題
に
矮
小
化
さ
れ
た
部
落
問
題
を
解
放
す
る
と

い
う
課
題
に
取
り
組
む
べ
き
な
の
で
す
。
私
は
部
落
解
放
と
は
、
部

落
を
政
治
経
済
問
題
か
ら
解
放
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
分

か
っ
て
く
れ
る
人
は
分
か
っ
て
く
れ
る
の
で
す
が
、
な
ん
か
悪
い
冗

談
言
っ
て
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
、
な
か
な
か
う
ま
く
広
が
ら
な
い

の
で
す
が
、
そ
ん
な
事
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
夙
と
い
う
の
は
ま
だ
今
の
所
、
よ
う
や
く
半
分
く
ら
い
の
姿
が
見

え
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
ま
だ
ま
だ
見
な
い
と
い
け
な
い
と
こ
ろ
が

で
踏
み
込
め
る
の
か
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
天
皇
に

近
い
、
血
が
き
れ
い
だ
、
貴
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
相
楽
・
綴
喜

郡
で
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
そ
ん
な
の
知
ら
ん
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
本
当
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
奈
良
だ
っ
た

ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。「
賤
だ
が
貴
」「
貴
だ
が
賤
」

ど
っ
ち
で
も
い
い
の
で
す
が
、
外
形
的
な
所
に
止
ま
ら
ず
に
こ
れ
を

如
何
に
追
求
し
て
い
く
か
と
い
う
の
が
今
後
の
問
題
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
夙
の
特
異
性
を
象
徴
す
る
「
賤
だ
が
貴
」
の
本
質
を
さ
ら
に

追
及
す
る
。
そ
の
事
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
穢
多
の
問
題
に
も
入
っ
て

い
け
る
と
思
い
ま
す
。

　
政
治
経
済
の
問
題
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
部
落
問
題
を
解
放
し
な
く

て
は
い
け
な
い
と
ず
っ
と
言
い
続
け
て
い
る
の
で
す
が
、
私
の
力
で

は
容
易
に
解
放
で
き
な
い
の
で
す
。
む
ろ
ん
奈
良
で
は
だ
い
た
い
の

と
こ
ろ
は
出
来
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
解
放
運
動
の
指
導
者
た
ち

や
同
和
教
育
の
指
導
者
た
ち
は
一
定
程
度
分
か
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
個
々
の
現
場
の
先
生
方
に
な
る
と
こ
の
よ
う
に
話
を
さ
せ

て
も
ら
っ
た
ら
分
か
っ
た
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

次
の
日
に
な
っ
た
ら
「
士
農
工
商
穢
多
非
人
」
と
舞
い
戻
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。
形
状
記
憶
合
金
の
よ
う
に
「
部
落
は
貧
乏
や
っ
た
の
で

し
ょ
、
だ
か
ら
差
別
さ
れ
る
の
で
し
ょ
。
学
校
へ
行
け
な
か
っ
た
の
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た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
し
た
視
点
を
持
っ
て

研
究
に
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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22.06.24 京都部落問題研究資料センター連続講座資料 

 

中世非人宿と近世夙村 

―南山城相楽・綴喜二郡を事例として― 

 

元奈良県立同和問題関係史料センター所長 

吉田栄治郎 

 

はじめに―なぜ夙研究が求められるのか― 

 

 ○部落史・部落問題研究の限界 

 ○夙研究の成果と今後の課題 

 

１、夙とは何者なのか 

  ①近世五畿内（山城・大和・摂津・河内･和泉）、丹波・近江・播磨・淡路・伊賀・紀伊に１０ 

 ０か所程度存在する（実数は不明）集落。確定的ではないが、集落は山城では２０か所前後（正 

 確な数はわからず、実数はもう少し増えるだろう）、大和では２６か所。 

  ②その起源として、江戸時代から 

  ａ守戸起源説→守戸は古代に陵墓に附属させられた民。守戸（しゅこ）と夙（しゅく）の類似 

        から。 

  ｂ巫祝起源説→祝（しゅく）と夙（しゅく）の一致から。 

  ｃ土師部起源説→垂仁天皇の時殉死者を救うため埴輪を考案したとされる野見宿禰の隷属民の 

         末裔。 

  ｄ非人宿起源説→非人宿は鎌倉～室町時代の「癩」罹患者＝非人の集落。宿（しゅく）と夙（し 

         ゅく）の一致から。 

    の４説があったが、江戸時代末から戦後しばらくまで土師部起源説が支持され、近年の研究に 

 よりｄ非人宿起源説が定説化している。 

  ③近世の南山城・大和にかぎれば、その実態として 

    ａ周辺の百姓から強い蔑視・賤視・排斥を受けた。 

    ｂ領主からは一般の百姓と特段異なる扱いを受けず、時に苗字・帯刀を許された郷士や大庄屋、 

  地代官（領地で任命する代官）に任命されることもあった（家の経済力と当主の能力如何に 

  よる）。 

    ｃ独立村、ないしは独立性が高い集落が過半を占め、村領域も百姓村（一般村落）と比較して 

  広い村が多かった。 

    ｄ周辺村々と比較して富裕な村が多かった。 

ｅ夙集落全体に共有される固有の職能がなかった。 

※個別には、京都清水坂の夙（犬神人）の祇園会とのかかわり、大和国では井原西鶴が描く 

奈良町北郊夙の「富売り」がある。ただ、これらは他の夙村と共有されず、したがって「夙 

故」の職能ではなく、個々にその理由がある。 

    ｆ早い時期から（早ければ戦国時代中期には、遅くとも江戸時代中期には）自らにかかる賤視 

  ・蔑視を拒絶し、「脱賤」へ動き出していること。山城・大和では永禄年間（１５５８～７ 

  ０）に宿から夙への呼称の変化が見られる。 

※大和における夙称の初見は『二条宴乗記』永禄１２年（１５６９）２月１１日の記事に「夙

人夫今日不罷出」であり、夙が宿から転じていることは「天文年間抜粋録」天文２年（１

５３３）９月６日の記事に「□□□宿長吏神鹿殺害之由」とあり、『多聞院日記』慶長３

年（１５９８）１２月１６日の記事に「不空院北ノ山ニテ鹿殺四人（中略）□□□夙者番

ヲ被申付」とあり、□□□は共通する地名であることから、戦国時代末期に□□□宿が□

□□夙に変化したことがわかる。 

   ※網野善彦氏はこの変化を「明らかに非人に対する差別が現れてきたことを物語」るという 

   が（「中世における聖と賤の関係について」、中央大学学長室学事課編、１９８６）、非人 

   に対する差別は非人が史料上に出現した時から存在するので的外れな見解である。また、 

   山本尚友氏は「語源であった非人宿の記憶が薄れ、宿駅施設との混同を避けるため、用字 

   の変更が行われたものであろう」（「京枡座福井家相続一件―近世末期の都市における差 

   別意識―」、世界人権問題研究センター『研究紀要』６、２００１）というが、仮に非人 
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   宿の記憶が薄れたとして、なぜ宿駅施設との混同を避けようとするのか。むしろ宿駅施設 

   との混同の方が都合がよいのではないか。山本説は網野説以上に論外である。 

   ※吉田は非人宿、「癩」との関係を断ち切るため夙（当時は宿）自身が唱え始めたと推定し 

   た。宿は夜、夙は夜明けのことであり、夙自身がこの転称により、閉ざされた夜から新し 

   い朝を迎えたと世間に宣言しているのではないか（つまり「脱賤」宣言）と読み取った。 

ｇ近世の夙は百姓村と変わらない実態を持ちつつ、また他の被差別民とは異なり、特定の職能 

を持たないにもかかわらず蔑視・賤視・排斥を受けた。これに対して夙はｆ以降も繰り返し 

「脱賤」への動きを示し、１８世紀中頃には山城綴喜郡の夙村が公家の五条家（野見宿禰の 

末裔）に接近し、土師部末裔を認めた「家系之来由」と題した由緒書を手に入れ、土師部末 

裔由緒を掲げて五畿内の夙を組織化して広範な「脱賤闘争」を繰り広げた。 

 ※山城では相楽・綴喜両郡の１３村が、大和でも２６村中１３村が「家系之来由」を下賜さ 

 れている。 

 ※山城で「脱賤闘争」の中心になったのは相楽郡Ｓ村・Ｔ村、綴喜郡Ｔ村だが、とりわけＳ 

 村は大和の中心になった葛上郡Ｍ村の米屋利兵衛とともに終始リードした。 

ｈ幕末には国学者岡本通理（谷三山の弟子）に依頼して土師部由緒の実証書『振濯録』を編纂 

してもらい、これによって土師部末裔を喧伝した。こうした「脱賤闘争」により大和にかぎ 

れば（おそらく山城でも）、夙は「賤だが貴」という理解不能のポジションを獲得し、その 

評価は今もなお続いている。 

  ④したがって、「夙とは何者なのか」の答えは「何者かわからない」でしかない。要するに差別 

 を受けたことは確かだが、その確たる指標や理由は見当たらず、被差別民史の常識に照らせば 

 説明不能のわけのわからない存在ということになる。 

 

２、夙はなぜ差別を受けたのか 

  ①１－②で説明したように、近年の夙研究では夙は鎌倉～室町時代の非人宿に起源を持つという 

 理解が定着している。 

  ②また、非人宿研究（黒田日出男氏）によれば非人宿の内部は、 

    ａア長吏（ちょうり、非人宿の支配者）－イ長吏の配下集団（長吏の一族やおそらく長吏の家 

  来）－ウ乞食・「不具者」－エ「癩」罹患者によって構成されるというが、ア長吏やイ長吏 

  の配下集団が何者かを明確には示されないため少し曖昧になるが、夙の起源がア～エすべて 

  を含む非人宿ならそこにウ・エの末裔が含まれるための被差別になる。 

    ｂしかし、ウ・エは病気や障害のためやがて存在しなくなる可能性が高く、長く残るのはア・ 

  イになるが、ア・イはいわば普通の百姓であり、何が被差別の要因になったかは明らかにな 

  らない。 

    ｃむろん、ア・イがもともと被差別民だったと考えれば矛盾はなくなるが、長吏が被差別民で 

  あることをはっきりと示す史料はなく、逆に良民だったと見るしかない史料はある。 

      【史料１】天喜３年（１０５５）「伊賀守小野守経請文」（『伊賀国黒田荘史料』1） 

     去五月上旬之比、為彼日証人、在庁官人等可召進之由、検非違使庁使苛酷、宛罪科之輩、 

    先後不得其心、是多者私曲之所致也、狼戻狭小亡国之上、為非人之長吏歟 

   【史料２】寛元２年（１２４４）「奈良坂非人陳状」（宮内庁書陵部「古文書雑纂」） 

     清水坂之当長吏者為清水坂寺之寺僧天、清水寺尓候志加土母 

  ③また、夙村の多くが１－③－ｄ・ｃに示したように、戦国時代末期（限定して１５９０年ごろ） 

 には広大な領域を持つ村を形成し、数十石の名請高を持つ住人がいたが、たかだか３００年  

 あまりの間に非人宿のウ・エがそうした集落を形成できるのかどうか、おそらく不可能である。  
  ④①～③は近世の夙が中世の非人宿を起源にしていることは事実だとしても、非人宿のすべてで 

 はなく「癩」罹患者ではない長吏およびその配下集団（ア・イ）を母体にした集落であること 

 を明らかにしている。 

  ⑤④が正しいのなら、夙には差別を受ける理由はなく、差別は一種の「冤罪」ということになる。 

 また、鎌倉～室町時代に非人宿非人がかかわったとされる数々の「賤業」（遺体処理、動物の 

 死体処理、犯罪者の捕縛、皮キヨメ、掃除など）は後に夙村を作るア・イではなく、ウ・エに 

 よって行われたことになり、山本尚友氏が「「夙村」というのは、中世期において有力な寺社 

 に仕えて、牛馬犬猫の死骸など境内の穢れを発生すると見なされていたものを取り除いたり、 

 寺社領内の警察力として検断に従っていた集団」（「京枡座福井家相続一件―近世末期の都市 

 における差別意識―」）というのは、非人宿の内部構造をふまえた発言ではないことになる。 
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- 3 - 

まとめとして―なぜ夙研究が求められるのか― 

  ①部落史・部落問題研究が部落解放運動・同和対策事業の下請け的役割に終始したこと 

    ａその結果、部落問題を必然的に政治・経済の領域に閉じ込めることになり、貧困・低位を部 

  落差別の原因および結果と位置づけ、その解決課題を政治・経済に求めることになった。 

    ｂａにより、政治的・経済的課題以外の解決課題を発見しにくくさせ、部落以外の多様な被差 

  別民への関心を極端に希薄にさせたこと（部落解放運動・同和対策事業はそもそも部落以外 

  の被差別民を対象にしていない） 

などが指摘できる。 

※なお、ここでいう多様な被差別民とは、全国で６０前後、山城国では非人・夙・烟亡・産所

・巫・歴代組（陰 陽師）など、大和国では非人・夙・巫女・万歳・陰陽師などをいう。 

  ②その結果地域社会では日常的に確認できる多様な被差別民への差別の問題は放置され、地域社 

 会住民はそうした部落史・部落問題研究の成果に虚構や欺瞞性を発見した可能性が否定できな 

 いこと 

  ③部落史・部落問題研究が放置した多様な被差別民は民俗学・芸能史研究などによって一定程度 

 カバーされたが（隠亡では２００１年に碩文社から刊行された『三昧聖の研究』があり、陰陽 

 師では１９９１～９４年に名著出版から刊行された『陰陽道叢書』、２０２０～２１年に同じ 

 く名著出版から刊行された『新陰陽道叢書』がある）、唯一カバーできなかった被差別民が夙  

 であり（大正時代の喜田貞吉・柳田国男、戦後の渡辺広・網野善彦・山本尚友氏らの研究はある 

 が、夙村内の史料が不十分で、いわば外形的研究に止まった）、近年の夙研究によって得られた 

 １－③－ｈの夙の特異性を象徴する「賤だが貴」の本質をさらに追究し、それが穢多を含む被差 

 別民に通底するか否かを確かめることが被差別民研究の今後に残された課題になると考えてい 

 る。 
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今
日
は
「
中
世
非
人
と
西
大
寺
叡
尊
の
慈
善
救
済
」
と
い
う
題
名

で
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
被
差
別
部
落
の
歴
史
的
源
流
を
探
る
と

い
う
形
で
中
世
の
問
題
を
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
河
原
者

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
私
が
話
を
さ
せ
て
頂
き

ま
す
の
は
河
原
者
で
は
な
く
て
非
人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
に
つ
い
て

で
す
。
被
差
別
部
落
の
成
立
、
そ
の
歴
史
的
前
提
と
し
て
差
別
さ
れ

た
人
た
ち
と
い
う
よ
り
は
、
も
う
少
し
別
の
形
で
差
別
さ
れ
た
人
た

ち
の
中
世
の
実
態
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
戦
後
、
被
差
別
部
落
の
前
提
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
古
代
・
中
世

の
部
分
で
は
林
屋
辰
三
郎
さ
ん
の
研
究
が
長
く
大
き
な
影
響
力
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。
中
世
に
至
る
過
程
で
古
代
の
賤
民
の
大
多
数
が
解
放

さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
中
の
解
放
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
が
、
中

世
社
会
の
中
で
あ
ら
た
に
組
織
さ
れ
た
被
差
別
民
た
ち
で
あ
り
、
そ

の
中
心
が
河
原
者
と
呼
ば
れ
た
人
と
散
所
と
呼
ば
れ
た
人
で
あ
る
と

い
う
の
が
、
戦
後
早
く
の
林
屋
さ
ん
の
中
世
の
差
別
さ
れ
た
人
々
を

め
ぐ
る
説
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
林
屋
説
は
中
世
の
差
別
さ
れ
た
人
々
を
古
代
と
の
関
係
に
お

い
て
捉
え
る
説
で
あ
り
ま
す
。
散
所
の
代
表
的
な
わ
か
り
や
す
い
事

例
を
あ
げ
ま
す
と
、『
山
椒
大
夫
』
が
有
名
で
す
。
山
椒
大
夫
と
い

う
の
は
散
所
の
長
者
で
あ
り
、
山
椒
大
夫
の
も
と
で
そ
の
身
柄
を
買

わ
れ
て
、
潮
汲
み
な
ど
の
労
働
で
酷
使
さ
れ
る
安
寿
と
厨
子
王
は
、

山
椒
大
夫
、
つ
ま
り
散
所
太
夫
の
も
と
で
使
わ
れ
て
い
る
散
所
の
人

だ
と
い
う
の
が
、
林
屋
さ
ん
の
説
の
分
か
り
や
す
い
例
で
す
。
奴
隷

に
近
い
形
態
と
言
っ
た
ら
い
い
の
で
す
か
ね
、
そ
う
い
う
も
の
と
し

て
中
世
の
賤
民
の
存
在
を
考
え
た
の
が
、
林
屋
説
で
あ
っ
た
か
と
思

い
ま
す
（
林
屋
辰
三
郎
「
散
所
―
そ
の
発
生
と
展
開
」『
古
代
国
家

の
解
体
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
五
年
、
な
ど
）。

　
そ
れ
と
同
時
に
林
屋
さ
ん
の
考
え
方
の
大
き
い
点
は
、
差
別
さ
れ

た
人
た
ち
が
、
例
え
ば
、
河
原
者
で
あ
れ
ば
山
水
河
原
者
と
い
う
形

で
中
世
の
庭
造
り
に
従
事
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
差
別
さ
れ
た
人

た
ち
に
よ
っ
て
、
中
世
の
東
山
文
化
な
ど
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
が
林
屋
説
で
し
た
。

　
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
中
世
の
差
別
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
む
し

ろ
そ
の
よ
う
な
河
原
者
や
散
所
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
よ
り
は
非
人
と

呼
ば
れ
る
人
た
ち
だ
と
い
う
説
が
出
て
き
ま
す
。

　
レ
ジ
メ
の
「
１

　
中
世
の
非
人
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。
と
く
に
癩

病
と
呼
ば
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
含
む
皮
膚
病
に
罹
っ
た
人
々
。

厳
密
な
意
味
で
の
ハ
ン
セ
ン
病
と
そ
れ
以
外
の
皮
膚
病
の
区
別
は
前

近
代
で
は
つ
か
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
皮
膚
病
に
罹
っ
た
人
々
に
は

今
日
で
い
う
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
も
含
み
ま
す
。
あ
る
い
は
身
体
障
害
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史
料
の
最
後
の
所
に
「
清
水
坂
非
人
の
成
立
を
示
す
史
料
」
を
掲

げ
て
お
り
ま
す
。

　
１
番
の
『
小
右
記
』
を
見
て
く
だ
さ
い
。『
小
右
記
』
は
王
朝
国

家
の
時
期
、
藤
原
道
長
な
ど
の
摂
関
政
治
の
時
期
の
藤
原
実
資
の
日

記
で
す
。
そ
の
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
年
）
三
月
十
八
日
条
の
記
事

に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
あ
る
貴
族
が
実
資
の
も
と
に
や
っ
て
き
て
、
清
水
坂
下
之
者
に
塩

を
施
し
た
と
い
う
こ
と
を
実
資
に
話
し
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
、

差
別
さ
れ
た
人
た
ち
に
関
す
る
史
料
は
あ
ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
史
料
か
ら
一
一
世
紀
く
ら
い
、
摂
関
政
治
の
頃
に
は
、
病
、

身
体
障
害
な
ど
の
理
由
で
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
村
落
な
ど
に
住
め

な
く
な
っ
て
京
都
へ
流
入
し
、
京
都
の
清
水
坂
の
坂
下
の
所
に
集
団

で
住
み
着
い
て
食
べ
物
を
施
さ
れ
る
よ
う
な
経
済
状
態
の
人
た
ち
が

出
始
め
て
い
た
と
い
う
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
２
番
の
『
山
槐
記
』
か
ら
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

『
山
槐
記
』
は
平
安
末
期
の
院
政
期
、
保
元
・
平
治
の
乱
か
ら
平
氏

政
権
の
時
期
の
中
山
忠
親
の
日
記
で
す
。
そ
の
保
元
三
年
（
一
一
五

八
年
）
九
月
七
日
条
に
、
筆
者
の
お
母
さ
ん
の
仏
事
で
お
坊
さ
ん
が

供
養
の
た
め
の
御
経
を
読
ん
で
い
る
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
の
と
こ

ろ
で
す
が
、
御
経
を
あ
げ
て
い
る
最
中
に
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
が

に
よ
っ
て
社
会
体
制
か
ら
脱
落
、
排
除
、
疎
外
さ
れ
た
人
た
ち
が
非

人
と
呼
ば
れ
て
、
中
世
に
お
け
る
差
別
さ
れ
た
人
た
ち
の
中
核
だ
と

い
う
説
が
一
九
七
二
年
、
黒
田
俊
雄
さ
ん
に
よ
っ
て
出
さ
れ
ま
し
た

（
黒
田
俊
雄
「
中
世
の
身
分
制
と
卑
賤
観
念
」『
日
本
中
世
の
国
家

と
宗
教
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）。
そ
れ
以
降
、
中
世
の
差
別

さ
れ
た
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
古
代
の
奴
隷
的
な
人
た

ち
が
中
世
に
入
っ
て
も
解
放
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
中
世
の
差
別
さ
れ

た
人
た
ち
だ
と
い
う
考
え
方
よ
り
は
、
中
世
社
会
の
中
で
病
な
ど
を

理
由
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
家
や
村
落
な
ど
の
共
同
体
社

会
に
住
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
社
会
体
制
の
外
に
出
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
人
々
や
、
戦
災
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た

村
か
ら
出
た
人
た
ち
が
、
都
市
に
行
け
ば
な
ん
と
か
な
る
、
な
ん
と

か
食
べ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
京
都
、
奈
良
な
ど
の
都
市
に
流

入
す
る
。
し
か
し
、
京
都
、
奈
良
の
都
市
民
に
な
る
こ
と
は
で
き
ず

に
、
そ
の
都
市
の
周
縁
部
に
住
ん
で
乞
食
な
ど
に
よ
っ
て
生
計
を
立

て
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
人
た
ち
が
中
世
に
は
非
人
と
呼
ば
れ
た
。

む
し
ろ
こ
う
い
う
人
た
ち
が
中
世
に
お
け
る
差
別
さ
れ
た
人
た
ち
の

中
核
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
出
て
、
以
降
、
中
世
の

被
差
別
身
分
、
差
別
さ
れ
た
人
た
ち
の
研
究
と
い
う
の
が
、
ほ
ぼ
非

人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
を
中
心
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

中世非人と西大寺叡尊の慈善救済

61



で
、
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
親
代
わ
り
の
乳
母
も
自
分
を
近
づ
け
な

い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
と
続
き
ま
す
。
元
々
心
懐
は
比
叡
山
の
僧

侶
で
す
が
、
比
叡
山
に
住
む
こ
と
も
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
最

期
は
、
行
く
べ
き
方
な
く
て
、
清
水
坂
本
（
清
水
坂
の
下
の
ほ
う
）

に
あ
る
庵
に
行
っ
て
住
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ

で
も
、
こ
れ
も
差
別
語
で
す
が
、
片
輪
者
、
つ
ま
り
身
体
障
害
者
の

非
人
の
人
に
憎
ま
れ
て
三
日
ば
か
り
で
こ
の
心
懐
は
死
ん
で
し
ま
っ

た
と
い
う
話
で
す
。こ
の
事
例
で
い
え
ば
、行
く
と
こ
ろ
が
な
く
な
っ

た
理
由
と
し
て
、
癩
病
と
い
う
病
と
身
体
障
害
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
京
都
の
東
の
郊
外
で
あ
る
清
水
坂
下
に

住
み
着
い
て
、
そ
し
て
２
番
で
見
ま
し
た
よ
う
に
、「
清
水
坂
非
人
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
集
団
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
の
が
分
か
る
わ

け
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
中
世
の
非
人
と
い
う
人
た
ち
は
ど
う
い
う

人
た
ち
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
私
の
レ
ジ
メ
の
一
枚
目
の
「
１

　
中

世
の
非
人
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
病
、
と
く
に
癩
病
と
呼
ば
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
含
む
皮
膚
病
、

厳
密
に
ハ
ン
セ
ン
病
と
い
う
こ
と
が
前
近
代
に
は
分
か
る
わ
け
が
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
い
わ
ば
皮
膚
病
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
病
に
罹
っ
た
人
々
や
、
身
体
障
害
に
よ
っ
て
、

や
っ
て
き
て
、
自
分
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
供
養
仏
事
の
時
に
、
米
を

貰
う
権
利
が
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
、
ま
だ
自
分
た
ち
の
も
と
に
米
が

届
い
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、
施
米
な
ら
ば
清
水
坂
の
方
に
既
に
送
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
筆
者

の
忠
親
が
言
っ
た
と
こ
ろ
、
清
水
坂
非
人
は
納
得
し
て
帰
っ
て
い
っ

た
が
、
何
か
行
き
違
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
は
な
は
だ
奇
怪
で

あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
こ
の

『
山
槐
記
』
の
一
一
〇
〇
年
代
、
一
二
世
紀
の
保
元
・
平
治
の
乱
の

時
期
に
な
っ
て
く
る
と
、も
う
京
都
の
清
水
坂
の
坂
下
の
所
に
集
ま
っ

て
い
た
人
た
ち
が
「
清
水
坂
非
人
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
て
米
な

ど
を
施
さ
れ
て
い
た
。
米
な
ど
を
も
ら
う
権
利
も
す
で
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
わ
け
で
す
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
な
人
た
ち
が
脱
落
、
疎
外
、
排
除
さ
れ
て
清
水
坂

に
集
住
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
具
体
的
な
一
例
を
し
め
す
の
が
、
３

番
の
『
今
昔
物
語
集
』
で
す
。
ほ
ぼ
２
番
の
『
山
槐
記
』
と
同
時
代

の
史
料
で
す
。

　
こ
れ
は
、
比
叡
山
の
心
懐
と
い
う
僧
が
、
嫉
妬
心
を
お
こ
し
た
報

い
と
し
て
白
癩
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
す
。「
癩
」
と
い

う
言
葉
自
体
が
差
別
語
で
す
が
、
歴
史
的
な
史
料
に
出
て
く
る
言
葉

と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
白
癩
と
い
う
病
に
罹
っ
た
せ
い
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病
に
罹
っ
た
人
た
ち
で
す
。
こ
こ
で
癩
病
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き

ま
す
。

　
レ
ジ
メ
の
「
２

　
癩
病
に
つ
い
て
」
に
そ
の
歴
史
を
簡
単
に
ま
と

め
て
お
き
ま
し
た
。

　
律
令
制
の
時
期
、
古
代
の
早
い
時
期
に
は
癩
者
が
戸
主
と
な
っ
て

い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
戸
主
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、

わ
ざ
わ
ざ
癩
者
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
差
別

が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
癩
者
が
戸
主
に
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
古
代
に
は
癩
病
に
対
す
る
差
別
が
そ
れ
ほ
ど
厳
し
く

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
丹
生
谷
哲
一
『
検
非
違
使
』
平

凡
社
、
一
九
八
六
年
）。

　
し
か
し
、
そ
れ
が
先
ほ
ど
の
『
山
槐
記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
の

院
政
期
の
段
階
に
は
、癩
病
な
ど
が
理
由
で
家
な
ど
に
住
め
な
く
な
っ

て
、
清
水
坂
に
集
住
し
た
人
た
ち
の
話
が
具
体
的
に
出
て
き
ま
す
。

平
安
後
期
か
ら
中
世
に
は
大
乗
仏
教
の
前
世
、
現
世
、
来
世
の
三
世

思
想
に
基
づ
い
て
、
大
乗
仏
教
を
前
世
に
誹
謗
し
た
人
が
そ
の
罪
に

よ
っ
て
も
う
一
回
生
ま
れ
変
わ
っ
た
現
世
で
、
極
限
の
病
の
苦
し
み

と
し
て
の
癩
病
に
罹
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

癩
患
者
が
家
を
出
て
非
人
身
分
と
さ
れ
る
中
世
の
癩
病
に
関
す
る
差

別
は
仏
教
的
業
罰
観
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
（
細
川
涼
一
『
中
世
の

社
会
体
制
か
ら
脱
落
、
排
除
、
疎
外
さ
れ
た
人
々
が
非
人
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。
中
世
に
は
癩
病
に
罹
っ
た
人
々
は
家
を
出
て
物
乞
い
な
ど

に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
社
会
的
慣
行
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
病
や
身
体
障
害
が
原
因
で
家
な
ど
を
出
て
乞
食
で
生
計
を
立
て
ざ

る
を
得
な
い
人
た
ち
が
、
京
都
や
奈
良
と
い
っ
た
都
市
へ
行
け
ば
な

ん
と
か
生
き
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
京
都
や
奈
良
の
都
市
周
縁

部
や
、
畿
内
の
交
通
の
要
衝
に
集
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で

す
。

　
例
え
ば
、
大
和
盆
地
の
山
辺
の
道
に
沿
っ
た
所
に
は
非
人
宿
と
呼

ば
れ
る
非
人
の
人
た
ち
が
集
団
を
形
成
し
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。
鎌

倉
時
代
の
叡
尊
な
ど
の
史
料
か
ら
三
輪
宿
、
和
邇
宿
と
い
っ
た
よ
う

な
非
人
宿
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

都
市
や
交
通
の
要
衝
に
集
住
し
て
集
団
を
形
成
し
た
の
が
非
人
宿
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
鎌
倉
時
代
の
最
大
の
非
人
宿
集
団
が
京
都
の
清
水
坂
非
人
と
、
奈

良
坂
北
山
宿
と
も
言
わ
れ
て
い
る
奈
良
坂
非
人
で
し
た
。
奈
良
坂
北

山
宿
は
奈
良
坂
の
中
腹
に
西
大
寺
の
末
寺
の
般
若
寺
が
あ
り
、
そ
こ

が
叡
尊
ら
の
非
人
救
済
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
し
た
。
社
会
体
制
か
ら
脱
落
、
排
除
、
疎
外
さ
れ
た
非
人
と
呼

ば
れ
る
人
た
ち
の
中
核
と
い
う
か
、
中
心
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
が
癩

中世非人と西大寺叡尊の慈善救済
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け
で
す
。

　
江
戸
時
代
、
癩
病
の
人
が
差
別
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
例
え
ば
、

四
国
八
十
八
所
巡
り
の
よ
う
な
形
で
、
病
を
治
す
べ
く
、
弘
法
大
師

の
八
十
八
ヶ
所
を
巡
る
中
で
、
そ
の
地
元
の
人
た
ち
は
善
根
宿
と
し

て
、
や
っ
て
来
た
癩
病
患
者
の
人
た
ち
の
世
話
を
し
た
わ
け
で
す
ね
。

江
戸
時
代
に
は
癩
病
は
感
染
す
る
病
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
世

話
を
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
近
代
に
入
っ
て
ハ
ン
セ
ン
病
は
伝

染
病
で
あ
り
、
他
の
国
民
か
ら
隔
離
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
か

ら
国
立
な
ど
の
療
養
施
設
が
あ
ち
こ
ち
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

絶
対
隔
離
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
前
近
代
に
も
差

別
が
あ
り
ま
し
た
が
、
寺
社
の
門
前
な
ど
で
癩
病
患
者
の
人
た
ち
を

普
通
に
見
て
人
々
が
お
金
を
喜
捨
す
る
と
い
う
他
の
民
衆
と
の
交
流

は
あ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
近
代
に
入
っ
て
か
ら
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
は
療
養
所
に
隔
離
さ
れ
、
他
の
国
民
か
ら
見
え
な
い
存
在
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
な
の
で
す
。

　
次
に
松
本
清
張
の
『
砂
の
器
』（
光
文
社
カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ス
、

一
九
六
一
年
）
の
話
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
戦
前
に
松
本
清
張
自

身
が
見
聞
き
し
た
こ
と
を
小
説
中
に
取
り
入
れ
た
小
説
で
す
。
癩
病

に
罹
っ
て
村
を
出
て
巡
礼
を
し
て
い
る
男
と
、
そ
の
男
を
岡
山
県
の

長
島
愛
生
園
が
モ
デ
ル
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
療
養
施
設
に
入
所
さ

身
分
制
と
非
人
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
四

年
。
同
「
中
世
非
人
に
関
す
る
二
、
三
の
論
点
」『
民
衆
史
研
究
』

九
〇
号
、
二
〇
一
六
年
）。

　
こ
こ
で
簡
単
に
近
世
以
降
の
こ
と
も
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
癩
病
は
古
代
の
律
令
国
家
の
時
期
以
降
差
別
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

確
か
に
癩
病
患
者
に
対
す
る
差
別
は
ず
っ
と
あ
る
の
で
す
。
で
も
、

そ
れ
を
超
歴
史
的
に
同
じ
偏
見
に
も
と
づ
く
差
別
が
連
続
し
た
と
考

え
な
い
方
が
い
い
の
で
、
近
世
に
は
癩
者
を
「
家
筋
」
の
病
、
遺
伝

病
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
よ
う
す
る
に
癩
病
に
罹
る
家
が
あ
る
と
い

う
よ
う
な
偏
見
が
加
わ
り
ま
す
（
鈴
木
則
子
「
近
世
癩
病
観
の
形
成

と
展
開
」
藤
野
豊
編
『
歴
史
の
な
か
の
「
癩
者
」』
ゆ
み
る
出
版
、

一
九
九
六
年
）。
た
だ
注
意
を
し
て
お
き
た
い
の
は
、
中
世
に
癩
病

に
罹
っ
た
人
が
家
を
出
て
非
人
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
り
、
物

乞
い
で
生
活
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
り
と
か
、
近
世
に
「
家
筋
」

の
病
と
し
て
差
別
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
決
し

て
前
近
代
の
癩
病
患
者
に
対
す
る
差
別
と
い
う
の
は
、
感
染
す
る
こ

と
が
原
因
の
差
別
で
は
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
は
強
調
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
近
代
に
な
っ
て
ハ
ン
セ
ン
病
、
癩

病
を
伝
染
病
と
す
る
あ
る
意
味
誤
っ
た
医
学
知
識
か
ら
、
特
に
戦
前

に
国
家
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
絶
対
隔
離
政
策
が
行
わ
れ
た
わ
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ン
病
患
者
の
研
究
は
時
代
に
よ
る
癩
病
観
の
歴
史
的
変
化
、
差
別
さ

れ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
差
別
の
実
情
は
時
代
に
よ
っ
て
違
う
の

だ
と
い
う
歴
史
的
断
絶
を
射
程
に
入
れ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
近
代
の
ハ
ン
セ
ン
病
観
、
感
染
症
、
伝
染
す
る
の
だ
と

し
て
差
別
さ
れ
た
こ
と
を
中
世
に
遡
及
さ
せ
て
論
じ
る
こ
と
、
さ
ら

に
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
ハ
ン
セ
ン
病
の
問
題
を
連
想
し
て
論
じ
る
こ
と

に
は
慎
重
に
な
っ
た
方
が
い
い
と
私
は
考
え
ま
す
。
私
の
賛
否
の
妥

当
性
と
は
別
に
真
面
目
な
研
究
で
あ
る
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

た
だ
、
感
染
症
差
別
と
し
て
中
世
の
癩
病
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
考

え
は
発
想
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
医
学
史
に
関
す
る
古
典
的
研
究
で
あ
る
富
士
川
游
『
日

本
医
学
史
綱
要
』
２
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
四
年
）
と
い
う

原
本
が
戦
前
に
出
た
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
本
の
「
癩
病
」
の
項
に

集
め
ら
れ
た
史
料
を
見
て
も
古
代
か
ら
中
世
に
癩
病
が
感
染
・
伝
染

す
る
病
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
史
料
的
に
は
実
証
で
き
ま
せ
ん
。

『
令
義
解
』
と
い
う
古
代
の
律
令
の
解
釈
書
に
、
癩
病
は
傍
ら
の
人

に
注
染
す
る
と
述
べ
た
の
が
『
日
本
医
学
史
綱
要
』
に
集
め
ら
れ
た

史
料
の
う
ち
、
癩
病
が
感
染
す
る
病
と
考
え
ら
れ
た
可
能
性
を
示
す

唯
一
の
史
料
で
す
。
し
か
し
、『
令
義
解
』
も
最
終
的
に
は
癩
病
は

虫
が
人
の
五
臓
を
食
う
こ
と
に
よ
る
病
と
し
て
い
て
、
感
染
、
伝
染

せ
た
「
親
切
」
な
警
官
の
話
で
す
。
清
張
が
同
時
代
人
と
し
て
見
聞

き
し
た
国
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
を
伝
染
病
だ
と
す
る
隔
離
政
策
と
、

そ
れ
に
対
し
て
、
癩
病
は
遺
伝
病
で
あ
り
自
分
は
巡
礼
を
し
て
生
活

を
す
る
か
ら
隔
離
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
前
近
代
の
癩
病
観
に

依
拠
し
た
患
者
側
の
論
理
の
違
い
を
こ
の
『
砂
の
器
』
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
前
近
代
の
癩
病
観
に
依
拠
し
た
こ
の
患
者

の
論
理
も
、
差
別
的
な
癩
病
観
を
受
容
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
言

え
ば
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
依
拠
し
て
隔
離
さ
れ
る

必
要
は
な
い
と
考
え
た
前
近
代
的
な
癩
病
観
と
、
近
代
の
誤
っ
た
医

学
知
識
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
観
の
両
方
が
並
行
し
つ
つ
、
近
代
的
な

ハ
ン
セ
ン
病
観
に
よ
っ
て
前
近
代
的
な
癩
病
観
が
淘
汰
さ
れ
て
い
く

一
つ
の
過
程
と
い
う
の
が
こ
の
小
説
の
題
材
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
。

　
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
近
年
、
コ
ロ

ナ
禍
の
中
で
中
世
の
癩
病
を
感
染
症
差
別
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
研
究
が
あ
り
ま
す
（
三
枝
暁
子
「
中
世
身
分
制
研
究
の
軌
跡
と
展

望
」『
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
通
信
』
七
五
号
、
二
〇
二
〇
年
。
同
「
感

染
症
と
中
世
身
分
制
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
コ
ロ
ナ
の
時
代
の
歴
史

学
』
績
文
堂
出
版
、
二
〇
二
〇
年
。
同
「
身
分
制
か
ら
見
た
中
世
社

会
」『
現
代
と
親
鸞
』
四
六
号
、
二
〇
二
二
年
）。
し
か
し
、
ハ
ン
セ
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ん
ど
感
染
症
と
し
て
も
感
染
力
が
無
い
に
等
し
く
、
隔
離
さ
れ
る
必

要
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
近
代
に
入
っ
て
隔
離
政
策
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
政
策
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
一
九
九
六
年

に
は
戦
前
以
来
の
「
ら
い
予
防
法
」
が
廃
止
さ
れ
、
厚
生
省
が
ハ
ン

セ
ン
病
患
者
に
そ
れ
ま
で
の
国
家
に
よ
る
隔
離
政
策
を
謝
罪
し
ま
し

た
。
癩
病
の
感
染
力
は
こ
の
よ
う
に
弱
い
が
、
感
染
し
た
人
た
ち
は

慢
性
感
染
症
と
し
て
癩
病
患
者
の
ま
ま
生
き
続
け
る
の
で
、
社
会
的

身
分
と
し
て
癩
者
が
存
立
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
批
判
め
い
た
こ
と
で
恐
縮
で
す
が
、
誰
も
が
容
易
に
罹
患
し
う
る

急
性
感
染
症
と
し
て
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
患
者
は
病
院
に
隔
離
さ
れ

治
療
を
受
け
て
治
る
こ
と
が
国
民
的
権
利
で
す
。
そ
の
よ
う
な
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
患
者
と
い
う
形
態
が
一
定
の
社
会
的
身
分
と
し
て
存
立

す
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
が
コ
ロ
ナ
に
罹
っ
た
と
し
て
も
、

治
る
か
、
不
幸
に
し
て
十
分
な
治
療
を
施
さ
れ
ず
亡
く
な
っ
て
し
ま

う
か
の
ど
ち
ら
か
で
す
。
し
た
が
っ
て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
関
係

に
お
い
て
、
感
染
症
差
別
と
い
う
形
で
ハ
ン
セ
ン
病
の
問
題
を
論
じ

る
事
は
誤
解
を
招
く
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
以
上
が
コ
ロ
ナ

禍
で
ハ
ン
セ
ン
病
の
問
題
を
連
想
し
て
感
染
症
差
別
と
し
て
論
じ
る

議
論
に
対
す
る
私
な
り
の
意
見
で
す
。

　
癩
病
の
問
題
は
難
し
い
の
で
す
が
、
前
近
代
に
癩
病
に
罹
っ
た
場

す
る
病
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
う
の
が
わ
か
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

感
染
す
る
病
と
し
て
癩
病
差
別
を
考
え
る
こ
と
は
古
代
・
中
世
に
は

史
料
的
に
は
実
証
で
き
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
、
近
世
初
頭
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
梅
毒
と
癩
病
、
両
方

と
も
近
世
に
は
瘡
（
カ
サ
）
の
病
と
さ
れ
て
い
て
症
状
は
似
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
前
近
代
の
医
療
史
の
研
究
を
し
た
新
谷
拓
さ
ん
は
こ

の
二
つ
を
比
較
し
て
、
梅
毒
の
方
は
特
定
の
者
の
病
と
し
て
は
差
別

さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
梅
毒
菌
は
癩
菌
に
対
し
て

感
染
力
が
強
い
。
誰
も
が
簡
単
に
罹
患
し
う
る
病
気
で
あ
っ
た
が
ゆ

え
に
癩
病
の
よ
う
に
特
定
の
者
の
病
と
し
て
差
別
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
新
谷
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
す
（
新
谷
拓
『
日
本
医
療
社

会
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
、
三
〇
二
～
三
〇

五
頁
）。
癩
者
が
一
つ
の
社
会
的
身
分
と
し
て
、
癩
病
に
罹
っ
た
人

が
非
人
と
い
う
か
た
ち
で
存
立
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
と
、

外
見
的
に
は
皮
膚
が
た
だ
れ
て
く
る
特
徴
が
あ
る
の
で
差
別
さ
れ
や

す
い
。
し
か
し
、
近
代
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
に
対
す
る
差
別
が
誤
り

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
癩
病
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
感
染
し
な
い
の
で

す
。
栄
養
状
態
が
良
く
な
く
て
栄
養
失
調
の
状
態
に
な
っ
た
人
、
な

お
か
つ
こ
の
ハ
ン
セ
ン
病
の
菌
に
対
す
る
抗
体
が
た
ま
た
ま
形
成
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
人
の
み
に
発
症
す
る
病
な
の
で
す
。
だ
か
ら
ほ
と
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世
の
五
条
大
路
で
す
か
ら
今
日
で
い
え
ば
松
原
通
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
を
通
っ
て
非
人
宿
に
や
っ
て
来
ま
す
。
一
行
目
に
「
中
食
以
前
」

と
あ
り
ま
す
が
、
叡
尊
ら
戒
律
を
守
る
僧
侶
と
い
う
の
は
午
前
中
し

か
食
事
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、 

「
中
食
以
後
」
つ
ま
り
午
前
中
に
食
事
を
し
た
後
、
そ
の
非
人
宿
の

塔
の
供
養
を
し
た
と
あ
り
ま
す
。
叡
尊
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
人
数
は

三
十
二
人
で
し
た
。
夕
方
の
午
後
六
時
。
そ
の
非
人
宿
、
こ
れ
が
清

水
坂
で
す
が
、
清
水
坂
に
あ
り
ま
す
塔
の
床
で
三
百
五
十
九
人
の
清

水
坂
の
非
人
の
人
た
ち
に
「
菩
薩
戒
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
戒
律
を

叡
尊
は
授
け
ま
す
。
ま
た
そ
れ
か
ら
夜
通
し
で
塔
の
前
の
広
場
に
お

い
て
八
百
七
十
三
人
も
の
非
人
の
人
た
ち
に
、
今
度
は
小
乗
仏
教
の

「
斎
戒
」（
月
に
六
日
間
自
分
の
身
を
清
浄
に
し
て
身
を
慎
む
戒
律
）

を
叡
尊
の
弟
子
で
西
大
寺
末
寺
の
四
天
王
寺
薬
師
院
長
老
の
観
心
房

禅
海
が
授
け
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
叡
尊
は
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
に
戒
律
を
授
け
、
そ

し
て
食
べ
物
な
ど
も
与
え
る
と
い
う
救
済
事
業
を
展
開
し
ま
し
た
。

そ
れ
以
前
に
こ
の
非
人
の
人
た
ち
が
叡
尊
に
「
以
後
自
分
た
ち
は
こ

う
い
う
事
を
し
な
い
よ
う
に
誓
い
ま
す
」
と
い
う
請
文
を
出
し
て
い

た
の
で
、
以
後
生
活
を
慎
し
む
な
ら
ば
自
分
も
清
水
坂
非
人
の
人
た

ち
に
戒
律
を
授
け
て
、
食
な
ど
も
施
す
救
済
事
業
を
展
開
し
た
と
書

合
、
回
復
し
た
と
し
て
も
、
皮
膚
の
症
状
は
治
ら
ず
、
そ
れ
が
外
見

に
見
え
た
ま
ま
癩
病
患
者
と
い
う
形
で
社
会
的
に
生
き
続
け
る
わ
け

な
の
で
感
染
す
る
病
と
は
違
っ
た
理
由
で
、
結
構
厳
し
く
差
別
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
ん
な
癩
病
患
者
の
人
た
ち
を
中
心
と
し
た
非
人
と
呼
ば
れ
る
人

た
ち
に
、
言
っ
て
み
れ
ば
仏
教
的
立
場
か
ら
救
済
運
動
を
展
開
し
た

の
が
西
大
寺
の
叡
尊
と
そ
の
弟
子
の
鎌
倉
極
楽
寺
の
忍
性
と
い
う
人

た
ち
で
す
。
叡
尊
の
史
料
か
ら
中
世
の
鎌
倉
時
代
の
非
人
と
呼
ば
れ

た
人
た
ち
の
実
際
が
わ
か
る
面
が
あ
り
ま
す
の
で
そ
れ
を
見
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
叡
尊
の
非
人
救
済
運
動
と
非
人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
の
生
活
実
態

が
最
も
わ
か
る
の
が
、
叡
尊
の
自
伝
『
感
身
学
正
記
』
で
す
。
一
二

七
五
年
（
建
治
元
年
）
の
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
へ
の
救
済
運
動
を

展
開
し
た
際
の
史
料
で
す
。
そ
れ
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
史

料
の
「（
10
）
建
治
元
年
（
一
二
七
五
年
）
八
月
廿
七
日
」
の
記
事

を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
長
吏
と
い
う
清
水
坂
非
人
の
ト
ッ
プ
の

人
た
ち
が
書
い
た
請
文
で
す
。
請
文
と
は
下
の
者
か
ら
上
に
提
出
す

る
文
書
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
叡
尊
が
自
分
の
自
伝
の
中

に
引
用
し
た
部
分
で
す
。

　
叡
尊
ら
の
一
行
は
京
都
の
西
の
西
山
葉
室
浄
住
寺
か
ら
五
条
、
中
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て
火
葬
に
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
特
に
身
寄
り
の
な
い
人
な
ど
は
筵

に
包
ん
で
鳥
辺
野
や
蓮
台
野
に
持
っ
て
い
っ
て
そ
の
ま
ま
捨
て
て
い

ま
し
た
。
鳥
辺
野
の
中
で
も
様
々
な
葬
り
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

き
ち
ん
と
し
た
火
葬
も
あ
れ
ば
、
寝
棺
に
い
れ
た
土
葬
も
あ
っ
た
。

鳥
辺
野
の
景
観
が
『
餓
鬼
草
紙
』
と
い
う
院
政
期
の
絵
巻
に
描
か
れ

て
い
ま
す
が
、
筵
に
包
ん
で
捨
て
た
死
体
を
犬
や
烏
な
ど
が
食
べ
る

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
京
都
の
都
市
民
は
遺
骸
を
京
都
の
町
中

に
は
埋
め
な
い
で
鳥
辺
野
や
蓮
台
野
に
持
っ
て
い
っ
て
捨
て
ま
す
。

そ
の
際
に
遺
骸
を
持
っ
て
い
く
の
が
こ
の
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
の

仕
事
で
し
た
。

　
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
に
は
遺
骸
を
鳥
辺
野
に
運
ぶ
際
に
、
死
者

が
身
に
着
け
て
い
た
衣
服
や
死
者
の
仏
前
に
供
え
ら
れ
て
い
た
食
べ

物
を
取
得
物
と
し
て
自
分
た
ち
が
貰
う
権
利
が
あ
っ
た
の
で
す
。
貰

う
権
利
は
あ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
が
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
い
と
言
っ

て
、
葬
儀
を
し
て
い
る
家
に
群
れ
を
な
し
て
押
し
か
け
て
い
っ
て 

「
不
足
」
を
責
め
申
す
こ
と
「
足
り
な
い
か
ら
も
っ
と
欲
し
い
」
と

言
う
こ
と
は
、
以
後
は
い
た
し
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
を
誓
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

　
叡
尊
は
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
が
、
死
者
の
葬
式
に
際
し
て
自
分

た
ち
の
取
得
物
が
も
っ
と
欲
し
い
と
い
っ
て
押
し
か
け
て
行
く
こ
と

い
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
見
た
い
の
は
、
そ
の
あ
と
の
四
ヶ
条
で
す
。
こ
れ
が
清

水
坂
非
人
の
人
た
ち
が
叡
尊
に
対
し
て
「
以
後
私
た
ち
は
こ
う
い
う

よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
誓
い
ま
す
」
と
出
し
た
誓
約
の
文
章

（
請
文
）
で
す
。
こ
の
内
容
か
ら
、
彼
ら
が
そ
れ
以
前
に
行
っ
て
い

た
こ
と
が
逆
に
分
か
り
ま
す
。
中
世
の
非
人
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の

生
活
実
態
が
わ
か
る
貴
重
な
史
料
な
の
で
す
。
具
体
的
に
見
て
い
き

ま
す
。

　
「
一

　
諸
人
葬
送
之
時
」
そ
の
次
は
「
山
野
に
お
い
て
随
身
せ
し

む
る
所
の
具
足
は
罷
り
取
る
と
い
え
ど
も
、
そ
の
物
無
し
と
号
し
、

葬
家
に
群
臨
し
て
不
足
を
責
め
申
す
事
、
こ
れ
を
停
止
（
チ
ョ
ウ
ジ
）

せ
し
む
べ
し
」
と
読
み
ま
す
。
意
味
を
取
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
諸
人
」
と
い
う
の
は
京
都
の
都
市
住
民
で
す
。
京
都
は
平
安
京
以

来
、
平
安
京
の
内
側
に
勝
手
に
死
者
を
埋
め
た
り
し
て
は
い
け
な
い

の
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
こ
れ
く
ら
い
の
時
期
ま
で
は
平
安
京
の
内
側

に
墓
は
作
ら
な
い
と
い
う
事
が
慣
習
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
今

は
京
都
の
町
中
の
ど
こ
の
寺
院
に
も
寺
院
付
属
の
墓
地
が
あ
り
ま
す

が
、
か
つ
て
は
墓
地
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
、
京
都
の
都
市
住

民
の
身
内
に
死
者
が
出
た
場
合
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
遺

骸
は
京
都
の
東
の
鳥
辺
野
、な
い
し
は
北
の
蓮
台
野
ま
で
持
っ
て
い
っ
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等
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
二
条
目
、「
堂
塔
等
供
養
幷
如
追
善
之
仏
事
時
、
施
主
於

送
預
涯
分
施
物
者
」
と
あ
り
ま
す
が
、
新
た
に
京
都
の
お
寺
に
お
堂

や
塔
な
ど
が
造
ら
れ
て
、
そ
の
供
養
が
行
わ
れ
た
際
、
ま
た
は
死
者

の
四
十
九
日
と
か
三
回
忌
と
か
そ
う
い
う
追
善
の
仏
事
が
行
わ
れ
る

際
に
は
、
そ
の
仏
事
の
主
催
者
は
清
水
坂
に
非
人
施
行
と
い
う
形
で

施
し
物
を
送
っ
て
い
た
の
で
す
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
清
水
坂
非
人

の
人
た
ち
は
京
都
で
こ
う
い
う
仏
事
な
ど
が
あ
る
ご
と
に
施
し
物
を

貰
う
権
利
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
相
応
の
施
し
物
を
貰
っ

た
な
ら
ば
、
あ
れ
こ
れ
と
、
も
っ
と
欲
し
い
な
ど
と
申
し
ま
せ
ん
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
「
不
可
申
子
細
、
若
無
音
之
時
者
、
縦
罷
向
可
預
施
物
之
由
雖
申

之
、
相
随
施
者
意
楽
、
可
令
停
止
過
分
義
云
々
」
は
、
清
水
坂
の
方

に
仏
事
の
主
催
者
が
何
も
送
っ
て
来
な
か
っ
た
時
は
、
そ
の
仏
事
を

行
っ
て
い
る
お
寺
や
人
の
所
へ
出
か
け
て
行
っ
て
、
自
分
た
ち
は 

「
非
人
施
行
」
と
い
う
形
で
仏
事
に
際
し
て
施
し
物
を
貰
う
権
利
が

あ
る
か
ら
く
だ
さ
い
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
施
す
人
た
ち
の

意
向
に
し
た
が
い
、
足
り
な
い
か
ら
も
っ
と
く
れ
と
言
う
よ
う
な
こ

と
は
以
後
は
い
た
し
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
一
ヶ
条
目
の
お
葬
式
に
遺
骸
を
鳥
辺
野
ま
で
運

は
や
め
な
さ
い
と
誓
わ
せ
て
い
る
の
で
す
が
、
取
る
こ
と
自
体
は
駄

目
だ
と
言
っ
て
な
い
の
で
す
。
足
り
な
い
、
少
な
い
、
も
っ
と
く
れ

と
言
っ
て
押
し
か
け
る
こ
と
は
や
め
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
貰
う
こ
と
自
体
は
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
の
権
利
な

わ
け
で
す
。

　
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
の
生
活
収
入
の
第
一
点
目
は
京
都
の
都
市

民
に
死
者
が
出
た
場
合
に
、
そ
の
遺
骸
を
運
ぶ
こ
と
で
得
て
い
た
の

で
す
。
清
水
坂
、
今
日
の
松
原
通
で
す
。
今
日
の
松
原
橋
が
義
経
と

弁
慶
が
戦
っ
た
と
さ
れ
る
本
当
の
五
条
橋
で
す
。そ
の
松
原
橋
を
渡
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
六
道
の
辻
、
珍
皇
寺
の
あ
た
り
が
鳥
辺
野
の
入
口
と

い
う
こ
と
で
、
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
は
そ
の
あ
た
り
に
集
住
し
た
。

で
す
か
ら
今
日
の
お
土
産
物
屋
さ
ん
が
な
ら
ぶ
東
大
路
よ
り
さ
ら
に

東
側
の
清
水
坂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
大
路
よ
り
西
側
の
旧
松
原
警

察
署
、
六
道
珍
皇
寺
、
六
道
の
辻
あ
た
り
、
こ
れ
が
京
都
の
都
市
民

の
葬
地
で
あ
る
鳥
辺
野
へ
の
入
口
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
が
集
住
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
京
都
へ
来
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
京
都
の
都
市

民
に
な
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
、
そ
こ
に
集
住
し
て
、
死
者
を
運
送

す
る
と
そ
の
代
わ
り
に
死
者
の
身
に
着
け
た
衣
服
、
あ
る
い
は
仏
前

に
供
え
ら
れ
た
食
べ
物
な
ど
を
収
入
物
と
し
て
取
得
す
る
権
利
が
彼
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の
人
た
ち
が
癩
病
患
者
の
人
た
ち
を
清
水
坂
非
人
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
管
理
す
る
。
そ
う
い
う
権
利
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
（
大
山
喬

平
「
中
世
の
身
分
制
と
国
家
」『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
八
年
）。
そ
れ
が
長
吏
の
人
た
ち
で
す
。
そ
れ
と
関

わ
る
の
が
三
ヶ
条
目
、
四
ヶ
条
目
で
す
。

　
三
ヶ
条
目
の
「
受
癩
病
之
者
在
之
由
承
及
之
時
者
、
以
穏
便
使
者
、

申
触
子
細
之
時
、
自
身
幷
親
類
等
令
相
計
、
重
病
之
上
者
、
在
家
之

居
住
、
始
終
依
不
可
相
計
、
罷
出
者
不
可
有
子
細
」
と
は
、
京
都
の

町
中
に
癩
病
に
罹
っ
た
人
が
い
る
こ
と
を
聞
い
た
際
は
、
清
水
坂
の

方
か
ら
そ
の
癩
病
患
者
の
人
が
い
る
家
に
穏
便
に
使
者
を
つ
か
わ
し
、

癩
病
患
者
で
あ
る
以
上
、
家
を
出
て
非
人
身
分
に
な
っ
て
清
水
坂
に

入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
交
渉
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
自
身
」

と
い
う
の
は
癩
病
に
罹
っ
た
患
者
さ
ん
本
人
で
す
。「
幷
親
類
」
と

い
う
の
は
家
族
で
す
。
家
族
に
相
談
さ
せ
た
上
で
、
癩
病
が
重
い
場

合
は
家
に
住
み
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
癩
病
患
者
本
人
が

清
水
坂
の
使
者
の
も
と
に
「
清
水
坂
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
ま
す
」
と

出
頭
し
て
き
た
な
ら
ば
、
ど
う
こ
う
申
し
上
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
重
病
の
癩
病
患
者
は
家
に
住
み
続
け
ら
れ
な
く
て
清
水
坂
の
メ
ン

バ
ー
、
い
わ
ゆ
る
非
人
身
分
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
次

ぶ
、
そ
の
代
わ
り
に
死
者
の
衣
服
、
あ
る
い
は
仏
前
の
食
べ
物
な
ど

を
貰
う
権
利
が
あ
る
と
い
う
の
に
対
し
て
、
二
ヶ
条
目
は
京
都
の
お

寺
で
お
堂
や
塔
が
新
た
に
造
ら
れ
て
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
る
、
あ
る

い
は
死
者
の
四
十
九
日
や
七
回
忌
な
ど
の
追
善
の
仏
事
の
際
に
は
非

人
施
行
と
い
う
形
で
施
し
を
受
け
る
権
利
、
乞
食
と
し
て
物
を
貰
う

の
が
清
水
坂
非
人
の
権
利
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
っ
と
欲
し

い
と
言
う
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
の
こ
と
自
体
は
権
利
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
三
ヶ
条
目
と
四
ヶ
条
目
で
す
。『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
も
わ

か
り
ま
す
よ
う
に
、
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
の
中
に
癩
病
患
者
の
人

た
ち
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
長
吏
」
と

出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
非
人
集
団
の
ト
ッ
プ
で
す
。
建
治
元
年
八

月
十
三
日
の
日
付
の
下
に
「
長
吏
以
下
七
人
連
判
」
と
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
長
吏
ク
ラ
ス
の
非
人
が
七
人
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
人
た
ち
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
非
人
の
人
た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
社
会
か
ら
脱
落
、
排
除
さ
れ
た
人
の
中

に
は
戦
乱
、
飢
饉
な
ど
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い

た
家
、
村
な
ど
か
ら
出
て
、
都
市
京
都
へ
行
け
ば
な
ん
と
か
な
る
と

流
入
し
て
く
る
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
非
人
集
団
の
上
層
部
の
人
た

ち
は
必
ず
し
も
病
を
も
っ
た
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
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な
ぜ
こ
う
い
う
行
為
に
出
た
の
か
、
そ
れ
は
癩
病
患
者
の
人
を
清

水
坂
の
メ
ン
バ
ー
に
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
少
な
く
と

も
仲
間
に
な
っ
て
一
緒
に
住
も
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
長
吏
ク
ラ

ス
の
人
た
ち
の
よ
う
に
癩
病
患
者
で
は
な
い
非
人
の
人
た
ち
も
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
よ
う
す
る
に
感
染
す
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
す
。

　
で
は
な
ぜ
仲
間
に
し
た
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
早
い
時
期
、
横
井

清
さ
ん
が
問
題
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
非
人
の
人
た
ち
が

収
入
を
得
て
い
る
乞
食
の
形
態
に
は
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ

は
「
門
付
け
」。
京
都
の
家
々
を
回
っ
て
乞
食
を
す
る
ケ
ー
ス
で
す
。

も
う
一
つ
は
寺
社
の
門
前
に
佇
ん
で
参
詣
人
か
ら
お
金
を
め
ぐ
ん
で

も
ら
う
ケ
ー
ス
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
身
体
の
悲
惨
さ
を
人
目
に

さ
ら
し
て
見
世
物
に
し
、
人
々
の
お
金
を
恵
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
気
持
ち
を
そ
そ
る
わ
け
で
す
。
癩
病
患
者
の
人
た
ち
の
身
体

の
悲
惨
さ
を
晒
し
物
に
す
る
こ
と
が
よ
り
彼
ら
の
収
入
源
に
つ
な
が
っ

て
く
る
わ
け
で
す
。
い
わ
ば
乞
食
活
動
の
最
前
線
に
出
さ
れ
た
の
が

こ
の
癩
病
患
者
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
横
井
清
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
（
横
井
清
「
中
世
民
衆
史
に
お
け
る
「
癩

者
」
と
「
不
具
」
の
問
題
」『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
五
年
）。

の
「
不
然
者
為
長
吏
致
涯
分
志
者
」
と
あ
る
の
は
重
病
で
は
な
い
場

合
だ
と
思
い
ま
す
。
癩
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
重
病
で
な
い
患
者

を
家
族
が
家
に
住
み
続
け
さ
せ
た
い
と
思
う
場
合
は
、
清
水
坂
の
長

吏
に
対
し
て
そ
れ
相
応
の
志
、
す
な
わ
ち
金
銭
を
支
払
っ
た
な
ら
ば
、

以
後
、
家
を
出
て
清
水
寺
の
メ
ン
バ
ー
に
な
れ
と
強
要
す
る
こ
と
は

い
た
し
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
う
す
る
に
重
病
の
癩
病
患
者

の
場
合
は
非
人
身
分
に
転
落
し
て
清
水
坂
に
入
る
し
か
な
い
。
し
か

し
、
重
病
で
な
い
場
合
は
お
金
を
払
え
ば
家
に
住
み
続
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
。
非
人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
は
下
層
社
会
で
厳
し
い

生
活
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
形
で
お
金
を
得
る
こ
と

が
権
利
に
近
い
形
で
収
入
源
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
次
の
「
背
此
義
、
過
分
用
途
於
責
取
、
付
数
多
非
人
、
成
呵
責
与

耻
辱
事
、
可
令
停
止
之
」
と
は
、
常
識
の
範
囲
を
越
え
た
お
金
を
清

水
坂
長
吏
が
癩
病
患
者
の
家
の
人
か
ら
責
め
取
ろ
う
と
し
て
大
勢
の

非
人
を
引
き
連
れ
て
い
っ
て
、
そ
の
癩
病
患
者
の
家
の
前
で
「
こ
の

家
に
は
病
気
に
な
っ
た
人
が
い
る
ぞ
、
清
水
坂
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る

べ
き
な
の
だ
が
出
て
こ
な
い
ぞ
」
な
ど
と
騒
ぐ
こ
と
は
以
後
い
た
し

ま
せ
ん
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
結
構
厳
し
い
社
会
な
の
で

す
。
清
水
坂
非
人
は
虐
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
癩
病
患
者
の
家
族
に
対

し
て
は
威
圧
行
動
に
出
て
い
る
の
で
す
ね
。
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バ
ー
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
で
、
こ
こ
の
所
で
の
「
重
病

非
人
」
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
癩
病
患
者
の
非
人
の
人
で
、
そ
れ

で
家
を
出
て
路
頭
を
往
還
し
て
乞
食
な
ど
で
生
計
を
立
て
て
い
る
人

た
ち
が
、
京
都
に
行
け
ば
も
っ
と
食
べ
る
つ
て
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
京
都
に
入
っ
て
き
た
、
そ
う
い
う
ま
だ
清
水
坂
の
メ
ン
バ
ー
に

な
っ
て
い
な
い
癩
病
患
者
の
非
人
の
人
た
ち
が
京
都
の
習
慣
と
し
て

「
依
無
他
方
便
（
他
に
方
便
な
き
に
よ
っ
て
）」
他
に
生
き
て
い
く

方
法
が
無
い
の
で
京
都
の
「
上
下
町
中
」
こ
れ
は
一
二
七
五
年
、
鎌

倉
後
期
の
史
料
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
史
料
は
京
都
の
上
京
、
下
京

の
原
型
が
出
て
く
る
史
料
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
史
料
な
ん
で
す
。

京
都
の
上
京
、
下
京
の
「
町
中
」
に
お
い
て
乞
食
を
す
る
時
に
「
為

諸
人
致
過
言
罵
辱
事
」、
だ
ん
だ
ん
と
京
都
に
お
け
る
物
乞
い
を
す

る
権
利
と
い
う
の
が
清
水
坂
の
メ
ン
バ
ー
の
権
利
、
利
権
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
の
が
こ
の
時
期
だ
と
い
う
事
で
、
だ
け
れ
ど
も
、
重
病
の

癩
病
患
者
の
非
人
の
人
で
、
清
水
坂
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
な
い
新

た
に
流
入
し
た
人
が
「
上
下
町
中
」
上
京
、
下
京
で
乞
食
を
し
よ
う

と
す
る
際
に
、
清
水
坂
長
吏
の
人
た
ち
が
配
下
の
非
人
を
引
き
連
れ

て
い
っ
て
、
こ
こ
は
自
分
た
ち
の
縄
張
り
だ
、
あ
な
た
た
ち
は
清
水

坂
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
の
だ
か
ら
上
下
町
中
で
乞
食
を
す
る
権
利

は
な
い
と
言
っ
て
、「
過
言
罵
辱
」
を
致
す
。
ど
う
し
て
も
京
都
で

　
四
ヶ
条
目
も
癩
病
患
者
の
人
を
め
ぐ
る
話
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ

で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
四
ヶ
条
目
に
関
し
て
は
、
複
数
の
解
釈
が

あ
り
ま
す
。
実
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
私
な
ど
は
早
い
時
期
に
解
釈
を
、

一
九
八
八
年
に
『
部
落
史
史
料
選
集
』
と
い
う
の
が
出
て
い
る
ん
で

す
が
、
そ
の
中
で
こ
の
史
料
を
担
当
し
ま
し
た
（
部
落
問
題
研
究
所

編
『
部
落
史
史
料
選
集
』
第
１
巻
古
代
・
中
世
篇
、
部
落
問
題
研
究

所
、
一
九
八
八
年
）。
な
ん
で
こ
う
い
う
話
を
し
て
る
か
と
い
う
と
、

な
に
も
偉
そ
う
に
早
い
時
期
に
や
り
ま
し
た
っ
て
い
っ
て
る
ん
じ
ゃ

な
く
て
、
私
の
解
釈
に
対
す
る
、
別
の
解
釈
が
可
能
な
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
そ
の
後
の
批
判
が
あ
る
ん
で
す
。
私
の
解
釈
へ
の
批
判
に

対
す
る
私
の
側
か
ら
の
対
応
的
な
説
明
ま
で
し
て
い
た
ら
、
こ
れ
も

き
り
が
な
い
の
で
、
今
日
は
ひ
と
ま
ず
私
の
解
釈
と
い
う
形
で
さ
せ

て
頂
き
ま
す
（
私
以
降
の
解
釈
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
、
吉
野
秋

二
「
非
人
身
分
成
立
論
再
考
」『
民
衆
史
研
究
』
九
〇
号
、
二
〇
一

六
年
、
を
あ
げ
て
お
く
）。

　
京
都
に
お
い
て
清
水
坂
非
人
の
人
た
ち
は
最
大
の
非
人
宿
集
団
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
病
や
、
あ
る
い
は
飢
饉
を
理
由
と

し
て
京
都
に
新
た
に
流
入
し
て
来
る
人
た
ち
は
次
々
と
再
生
産
さ
れ

る
わ
け
で
、
必
ず
し
も
京
都
の
非
人
と
呼
ば
れ
た
人
、
あ
る
い
は
癩

病
患
者
で
京
都
に
入
っ
て
く
る
人
た
ち
が
、
す
べ
て
清
水
坂
の
メ
ン
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し
で
も
感
じ
て
頂
け
た
ら
な
と
細
か
い
話
を
し
ま
し
た
。
最
後
に
、

い
わ
ゆ
る
被
差
別
部
落
の
歴
史
の
前
提
と
し
て
の
河
原
者
の
人
た
ち

は
、
室
町
時
代
に
多
く
史
料
を
見
る
事
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
人
た

ち
は
差
別
さ
れ
た
と
は
い
え
、
あ
る
意
味
で
言
え
ば
職
人
で
す
。
職

業
を
も
っ
て
い
ま
す
。
庭
造
り
の
技
術
者
も
い
ま
し
た
し
、
染
め
物

を
仕
事
と
し
て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。
京
都
で
い
え
ば
四
条
の

河
原
者
と
い
っ
た
人
た
ち
が
染
色
業
を
や
っ
て
お
り
ま
す
（
下
坂
守

「
中
世
「
四
条
河
原
」
考
」『
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
四
年
）。
も
う
少
し
広
く
い
え
ば
、
京
都
以
外
で
も
い
わ
ゆ

る
斃
れ
牛
馬
の
処
理
か
ら
皮
革
業
に
携
わ
っ
て
い
た
河
原
者
の
人
た

ち
も
い
ま
す
（
中
世
京
都
の
被
差
別
民
を
め
ぐ
る
最
新
の
簡
潔
な
ま

と
め
と
し
て
は
、
尾
下
成
敏
「
乱
世
の
都
と
そ
の
住
人
た
ち
」
尾
下

成
敏
・
馬
部
隆
弘
・
谷
徹
也
『
京
都
の
中
世
史
６
戦
国
乱
世
の
都
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
、
を
あ
げ
て
お
く
）。
そ
う
い
う
意
味

で
は
職
人
で
す
。
一
方
、
今
お
話
し
て
き
た
非
人
の
人
た
ち
は
、
あ

る
意
味
で
い
え
ば
病
気
な
ど
を
理
由
と
し
て
働
く
事
か
ら
は
疎
外
さ

れ
て
い
て
、
乞
食
で
生
活
を
し
て
い
か
ざ
る
得
な
い
人
た
ち
で
河
原

者
と
は
違
う
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
き
ま
す
。

乞
食
を
し
た
け
れ
ば
自
分
た
ち
の
メ
ン
バ
ー
に
な
れ
、
配
下
に
な
れ
、

と
い
う
事
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
は
理
解
し
ま
し
た
。
京

都
の
上
京
、
下
京
は
、
清
水
坂
の
乞
場
、
す
な
わ
ち
テ
リ
ト
リ
ー
に

な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
け
れ
ど
も
叡
尊
は
、
清
水
坂
の
メ
ン
バ
ー
で

な
い
癩
病
患
者
の
人
が
京
都
の
町
中
で
乞
食
を
す
る
こ
と
を
見
て
見

ぬ
ふ
り
を
し
て
、
大
目
に
見
て
あ
げ
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で

清
水
坂
非
人
に
誓
わ
せ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
事
に
な
っ
て
く
る
と
思

い
ま
す
。

　
要
す
る
に
四
ヶ
条
目
は
何
を
い
い
た
い
か
と
い
う
の
を
、
も
う
一

回
ま
と
め
て
お
き
ま
す
と
、
京
都
の
上
京
、
下
京
は
清
水
坂
非
人
の

人
た
ち
が
乞
食
を
す
る
権
利
を
も
つ
〈
乞
場
〉、
テ
リ
ト
リ
ー
と
な
り

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
だ
け
れ
ど
も
清
水
坂
の
メ
ン
バ
ー

に
入
っ
て
い
な
い
京
都
に
流
入
し
て
き
た
重
病
の
癩
病
患
者
の
人
た

ち
が
上
京
、
下
京
で
乞
食
活
動
す
る
こ
と
を
清
水
坂
の
人
た
ち
も
大

目
に
見
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
と
、
そ
う
い
う
形
で
誓
わ

せ
て
い
る
の
が
四
ヶ
条
目
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
。

土
地
所
有
み
た
い
な
形
で
不
動
産
の
所
有
権
を
も
っ
て
い
る
の
と
は

違
っ
た
形
で
、
こ
う
い
う
最
下
層
を
生
き
る
人
た
ち
に
も
乞
食
を
す

る
空
間
が
、
自
分
た
ち
の
権
利
の
場
所
に
な
っ
て
来
る
ん
で
す
ね
。

　
そ
う
い
う
ふ
う
な
鎌
倉
時
代
の
社
会
の
実
態
、
そ
う
い
う
事
が
少

中世非人と西大寺叡尊の慈善救済
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中世非人と西大寺叡尊の慈善救済

細川涼一

１ 中世の非人

病（とくに癩病と呼ばれたハンセン病患者を含む皮膚病に罹った人々）や身体障害によっ

て、社会体制から脱落・排除・疎外された人々。癩病に罹った人々は中世、家を出て物乞

いなどによって生計を立てる社会的慣行があった（これらの人々は散在非人と呼ばれた）。

これらの人々が都市（京都・奈良）の周縁部や交通の要衝（たとえば大和盆地の山辺の道

に沿った三輪宿・和爾宿）に集住し、集団を形成したのが非人宿である。鎌倉時代、最大

の非人宿集団は、京都の清水坂非人、奈良の奈良坂非人（北山宿）であった。

２ 癩病について

律令制の時期には癩者が戸主となっている事例から、古代には癩病に対する差別はそれほ

ど厳しくなかったと考えられている（丹生谷哲一『検非違使』平凡社、１９８６年）。平

安後期～中世には、大乗仏教を前世に誹謗した罪により癩病に罹ると考えられるようにな

り（仏教的業罰観）、癩病患者は家を出て非人身分とされるようになった（細川『中世の

身分制と非人』日本エディタースクール出版部、１９９４年。同「中世非人に関する二、

三の論点」『民衆史研究』９０号、２０１６年）。近世にはこれに癩者を「家筋」の病（遺

伝病）とする偏見が加わった（鈴木則子「近世癩病観の形成と展開」藤野豊編『歴史のな

かの「癩者」』ゆみる出版、１９９６年）。近代になって、癩病を伝染病とする誤った医

学的観点から、国によるハンセン病患者の絶対隔離政策が行われた（１９９６年に「らい

予防法」は廃止。国〈厚生省〉もハンセン病に対する隔離政策は誤った政策であったとし

て患者に謝罪した）。たとえば、松本清張の『砂の器』（光文社カッパ・ノベルス、１９

６１年）に、戦前のこととして、癩病に罹って旅に出、寺まわりの巡礼をしている男と、

男を岡山県のハンセン病患者療養施設（長島愛生園がモデル）に入所させた「親切な警官」

の話がある。ここには、清張が同時代人として見聞した、国によるハンセン病を伝染病と

する隔離政策と、癩病は遺伝病だから隔離される必要はないとする前近代の癩病観に依拠

した民衆の論理の対立を見ることができる。近年、コロナ禍のなかで、中世の癩病を感染

症差別として理解しようとする研究があるが、癩病に関する歴史的研究は、時代による癩

病観の歴史的変化（歴史的断絶）を射程に入れてなされるべきであり、近代のハンセン病

観を中世に遡及させて論じること、さらにはコロナ禍からハンセン病の問題を連想して論

じることには慎重になった方がよい、と私は考える（三枝暁子「中世身分制研究の軌跡と

展望」『親鸞仏教センター通信』７５号、２０２０年。同「感染症と中世身分制」歴史学

研究会編『コロナの時代の歴史学』績文堂出版、２０２０年。同「身分制から見た中世社

会」『現代と親鸞』４６号、２０２２年。私の賛否とは別に、真面目な研究であることは

強調しておきたい）。

①たとえば、医学史に関する古典的研究である富士川游『日本医学史綱要』２（平凡社東

洋文庫、１９７４年）の「癩病」の項に集められた史料を見ても（１６２～１６４頁）、

古代～中世に癩病が感染・伝染する病として考えられたことは史料的に実証できない。『令

義解』が癩病は傍らの人に注染すると述べたのが、『日本医学史綱要』２に集められた史

料のうち、癩病が感染する病と考えられた可能性を示す唯一の史料であるが、『令義解』
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も最終的には癩病は虫が人の五臓を食うことによる病としている。

②新谷拓氏は、近世初頭に外来した唐瘡（梅毒）と癩病（両者とも「瘡の病」とされ、症

状は似ている）を比較して、梅毒菌は癩菌に比して感染力が強く、誰もが容易に罹患しう

る病気であったゆえに、癩病のように特定の者の病として差別されなかったことをあげて

いる（新谷拓『日本医療社会史の研究』法政大学出版局、１９８５年、３０２～３０５頁）。

すなわち、ハンセン病は感染力がきわめて微弱な慢性感染症であることによって、前近代

に癩者という社会的身分として存立することになったのであり、近代におけるハンセン病

を急性伝染病として強制隔離した政策は誤った政策であったことにもなるのである。ハン

セン病の問題を「誰もが容易に罹患しうる」、したがって病院に隔離され治療を受けるこ

とがむしろ国民的権利である、コロナウイルスとの関係において論じることは誤解を招く

ことにもなるといえよう。

３ 西大寺叡尊（１２０１～９０）の非人救済

基本史料 細川涼一訳注『感身学正記 西大寺叡尊の自伝』１・２（平凡社東洋文庫、１

９９９・２０２０年）。

中世非人と西大寺叡尊の慈善救済

75



76



中世非人と西大寺叡尊の慈善救済

77



78



中世非人と西大寺叡尊の慈善救済

79



80



中世非人と西大寺叡尊の慈善救済

81



82



学
校
教
育
か
ら
の
排
除
と
被
差
別
部
落
の
葛
藤

― 

統
合
教
育
と
分
離
教
育
の
は
ざ
ま 

―伊
　
藤

　
悦

　
子

83



１
　
は
じ
め
に

　
今
日
は
「
学
校
教
育
か
ら
の
排
除
と
被
差
別
部
落
の
葛
藤
―
統
合

教
育
と
分
離
教
育
の
は
ざ
ま
―
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
を
し
ま
す
。

　
水
平
社
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
『
講
座

　
近
現
代
日
本
の
部
落
問

題
』
と
い
う
三
巻
本
が
解
放
出
版
社
か
ら
二
〇
二
二
年
の
三
月
に
出

版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
「
学
校
教
育
と
部
落
問
題
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
書
い
た
「
近
代
学
校
教
育
と
部
落
問
題
」
論
文
に
つ
い
て
今
日

は
お
話
し
し
ま
す
。

　
三
〇
年
く
ら
い
前
に
『
京
都
の
部
落
史
』
の
編
纂
事
業
に
携
わ
り

ま
し
た
。
そ
の
あ
と
京
都
部
落
史
研
究
所
の
『
近
江
八
幡
の
部
落
史
』

や
『
野
洲
の
部
落
史
』
な
ど
の
部
落
史
研
究
の
教
育
関
係
に
関
わ
ら

せ
て
も
ら
っ
て
い
て
、
そ
の
関
係
の
史
料
を
沢
山
持
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
を
読
み
直
す
と
い
う
作
業
を
し
て
こ
の
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
論
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
日
本
の
国
の
国
民
を
育
成
す
る
た
め

に
近
代
的
な
学
校
教
育
が
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
が
、被
差
別
部
落（
以

降
、
部
落
と
記
す
）
が
国
民
形
成
と
し
て
の
近
代
学
校
教
育
か
ら
排

除
さ
れ
て
い
た
様
々
な
側
面
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

ど
う
い
う
理
由
で
、
ど
う
い
う
仕
組
み
の
中
で
排
除
さ
れ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
直
そ
う
と
考
え
た
次
第
で
す
。

　
先
行
研
究
の
状
況
を
見
る
と
物
凄
く
古
い
論
文
が
出
て
き
ま
す
。

史
料
を
非
常
に
き
ち
ん
と
扱
わ
れ
て
い
る
白
石
正
明
さ
ん
の
本
を
大

学
生
の
時
（
一
九
七
三
年
）
に
読
ん
で
、「
う
ー
ん
な
る
ほ
ど
」
と

思
い
ま
し
た
。
一
九
七
三
年
の
時
点
で
『
部
落
解
放
と
教
育
の
歴
史
』

と
い
う
テ
ー
マ
で
明
治
全
体
の
状
況
に
つ
い
て
す
で
に
描
い
て
い
ま

す
。

　
さ
ら
に
赤
塚
康
雄
さ
ん
が
明
治
か
ら
戦
前
、
戦
中
（
一
九
四
五
年
）

ま
で
を
含
め
た
『
底
辺
か
ら
見
た
学
校
教
育
』
と
い
う
本
を
一
九
八

五
年
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
ど
の
よ
う
な
形
で
書
い
て
お
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
当
時
の
教
育

史
研
究
は
、
国
が
出
し
た
勅
令
や
命
令
な
ど
の
教
育
制
度
を
追
っ
て

行
っ
て
、
教
育
制
度
と
部
落
の
歴
史
が
ど
う
い
う
関
連
に
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
描
く
形
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
学
制
や
教
育
令
、
小
学

校
令
な
ど
、
様
々
な
勅
令
が
出
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
と
部
落
の
関

係
を
書
く
の
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
今
か
ら
問
題
提
起
を
す
る
の
は
、
勅
令
や
法
律

が
で
て
学
校
制
度
が
始
ま
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
実
は
そ
の
制
度
を

実
現
す
る
た
め
に
具
体
的
に
動
い
て
い
た
の
は
、
村
落
共
同
体
な
の

で
す
。
つ
ま
り
、
村
が
、
国
の
方
針
を
受
け
て
、
お
金
を
集
め
て
一

所
懸
命
実
行
す
る
と
い
う
状
態
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

村
落
共
同
体
が
被
差
別
部
落
を
排
除
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
近
代
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部
落
だ
け
が
校
区
の
部
落
の
子
ど
も
た
ち
だ
け
が
通
う「
部
落
学
校
」

が
全
国
各
地
に
存
在
し
た
と
い
う
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
い
ま
す
。

　
「
部
落
学
校
」
が
ど
の
よ
う
に
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

東
野
（
正
明
）
さ
ん
が
地
図
を
駆
使
し
て
兵
庫
県
播
磨
地
方
の
事
例

を
非
常
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
論
文
を
八
三
年
に
出
し
て
い
ま
す
。

「
部
落
学
校
」
に
つ
い
て
着
目
し
て
部
落
史
研
究
が
進
ん
で
き
ま
し

た
。
そ
う
す
る
と
、
実
は
そ
れ
に
対
し
て
の
批
判
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
差
別
の
象
徴
と
し
て
「
部
落
学
校
」
と
い
う
こ
と
に
部
落
史
研
究

者
は
も
ち
ろ
ん
着
目
す
る
の
で
す
が
、「
部
落
学
校
」
だ
け
の
研
究

で
い
い
の
か
と
、
私
と
同
級
生
の
灘
本
昌
久
さ
ん
な
ど
が
指
摘
し
ま

し
た
。
灘
本
さ
ん
は
「
部
落
学
校
」
だ
け
の
研
究
で
は
「
部
落
学
校
」

以
外
の
教
育
の
あ
り
様
に
目
が
い
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

被
差
別
部
落
の
子
ど
も
だ
け
が
集
め
ら
れ
て
学
習
し
て
い
る
「
部
落

学
校
」
の
有
無
に
よ
っ
て
差
別
を
語
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た

め
、
個
々
の
「
部
落
学
校
」
の
内
容
の
吟
味
が
不
充
分
な
ま
ま
否
定

的
な
評
価
を
先
行
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
指
摘
で
す
。

　
つ
ま
り
、
排
除
さ
れ
て
、
差
別
さ
れ
て
で
き
た
「
部
落
学
校
」
だ

か
ら
、
差
別
の
象
徴
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
一
所

懸
命
や
っ
て
い
る
先
生
と
生
徒
と
地
元
の
人
た
ち
の
営
み
が
あ
っ
た

学
校
教
育
か
ら
被
差
別
部
落
が
排
除
さ
れ
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
は

検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
こ
で
、
近
代
学
校
教
育
か
ら
被
差
別
部
落
が
排
除
さ
れ
て
い
く

様
々
な
側
面
に
当
た
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
最
近
の
教
育
史
の
研
究
で
荒
井
明
夫
さ
ん
は
二
〇
一
一
年
に
次

の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

「
日
本
の
政
府
が
急
速
に
求
め
た
近
代
化
政
策
の
一
環
で
あ
る
近
代

学
校
設
立
の
課
題
は
、
一
大
地
域
的
公
共
事
業
で
、
そ
れ
ゆ
え
近
世

社
会
以
来
の
伝
統
的
地
域
的
共
同
性
に
依
拠
し
、
地
域
民
衆
の
支
持

を
取
り
付
け
て
物
心
両
面
の
支
援
を
し
て
も
ら
っ
て
で
き
た
公
共
事

業
」
で
あ
る
と
。

　
土
方
苑
子
さ
ん
も
「
学
校
の
設
置
、
維
持
運
営
の
主
体
と
な
っ
た

の
は
『
学
区
』
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
の
住
民
が
非
常
に
重

要
な
役
割
を
は
た
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
国
家

の
政
策
を
実
際
に
や
っ
て
い
っ
た
の
は
村
落
共
同
体
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
次
に
、
部
落
史
に
お
い
て
は
「
部
落
学
校
」
と
い
う
も
の
に
つ
い

て
早
く
か
ら
着
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
安
川
寿
之
輔
さ
ん
、
安
川
重

行
さ
ん
は
一
九
六
〇
代
か
ら
、
差
別
の
結
果
と
し
て
排
除
さ
れ
た
、
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除
さ
れ
て
、
し
か
た
が
な
く
寺
子
屋
的
な
「
別
学
」
を
つ
く
る
と
い

う
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
別
学
」
と
い
っ
て
も
様
々
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
の
図
１
の
よ
う
に
近
世
的
排
除
で
あ
る
「
別
学
」
と
「
共

わ
け
で
す
。
差
別
さ
れ
て
出
来
た
学
校
だ
か
ら
駄
目
だ
と
い
う
ふ
う

に
簡
単
に
か
た
づ
け
て
良
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
小
早
川
明
良
さ
ん
は
、「
部
落
学
校
」
が
あ
っ
た
地
域
と

な
か
っ
た
地
域
が
あ
り
、
そ
れ
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
な
っ
て
全
体
の
歴

史
が
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
部
落
学
校
」
だ
け
み
て
い

る
と
、そ
う
い
う
モ
ザ
イ
ク
状
の
全
体
像
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。「
部
落
学
校
」
と
い
う
象
徴
的
な
存
在
と
共
に
、
被
差

別
部
落
が
な
い
と
こ
ろ
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
共
存

し
て
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
な
学
区
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど

と
い
っ
た
こ
と
を
調
べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
問
題
意
識
を
も

た
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
で
「
部
落
学
校
」
も
含
め
た
全
体
像
、
被
差

別
部
落
を
め
ぐ
る
学
校
教
育
の
全
体
像
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
考

え
て
み
た
の
が
、
今
回
の
研
究
の
枠
組
み
で
す
。

　
被
差
別
部
落
と
は
別
だ
と
い
う
近
世
的
排
除
観
念
、「
ま
じ
ろ
わ 

ず
」
と
い
う
近
世
的
な
「
別
学
」
の
考
え
方
と
、
国
民
教
育
と
い
う

事
で
共
学
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
国
民
と
し
て
一
緒
に
勉
強
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
存
在
し
、
別
学
と
「
共
学
」
と

を
め
ぐ
っ
て
は
、
被
差
別
部
落
の
方
で
も
あ
え
て
「
別
学
」
を
選
ぶ

と
い
う
主
体
的
な
「
別
学
」
も
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
周
り
か
ら
排

図１　学校設置をめぐる状況

学
」
と
い
う
軸
に
加
え
、

主
体
性
が
非
常
に
大
き

か
っ
た
場
合
と
、
や
む
を

え
ざ
る
気
持
ち
で
「
部
落

学
校
」
を
作
っ
た
場
合
と

が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る

の
で
、
被
差
別
部
落
の
主

体
的
営
為
の
強
弱
を
考
慮

し
て
四
つ
の
類
型
で
、
被

差
別
部
落
に
お
け
る
近
代

学
校
教
育
の
定
着
過
程
を

考
察
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

　
目
指
す
べ
き
は
「
統
合

教
育
」、
被
差
別
部
落
の

子
ど
も
も
共
に
勉
強
す
る
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い
う
言
葉
自
体
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
だ

け
を
集
め
て
い
る
分
離
教
育
か
ら
出
て
き
た
言
葉
で
す
。
黒
人
だ
け

を
集
め
て
「
黒
人
学
校
」
と
し
て
い
る
の
は
け
し
か
ら
ん
と
い
う
こ

と
で
、
バ
ス
を
走
ら
せ
る
形
で
無
理
や
り
統
合
教
育
を
す
す
め
る
と

い
う
事
を
一
九
六
〇
年
代
に
や
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
良
か
っ
た

か
、
悪
か
っ
た
か
、
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
問

題
は
現
代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
黒

人
居
住
区
と
白
人
居
住
区
と
い
う
分
離
的
な
住
み
方
を
し
て
お
ら
れ

ま
す
の
で
、
こ
の
問
題
は
完
全
に
は
解
決
し
て
い
な
い
の
で
す
。

　
そ
の
よ
う
に
分
離
し
て
い
る
か
ら
学
力
的
課
題
が
出
る
と
か
、
あ

る
い
は
仲
良
く
な
れ
な
い
と
か
、
そ
の
分
離
教
育
自
体
が
問
題
だ
と

い
う
ふ
う
に
考
え
る
一
方
で
、
実
は
分
離
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ

こ
で
そ
の
子
た
ち
に
あ
っ
た
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
子

た
ち
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
教
育
が
で
き
る
。
た
と
え
お
金
が
な
く

貧
し
く
て
教
育
条
件
が
悪
く
て
も
、
安
心
し
て
学
べ
る
場
所
を
提
供

で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

　
実
は
そ
う
い
う
問
題
は
現
在
進
行
形
で
す
。
障
害
児
教
育
で
は
現

在
も
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
障
害
児
教
育
を
国
連
な
ん
か
は
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
統
合
し
ろ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
健

常
者
と
障
害
者
が
共
に
学
ぶ
場
所
に
し
ろ
と
日
本
政
府
に
非
常
に
強

「
統
合
教
育
」
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
形
だ
け
「
共
学
」
と
い
う
場

合
も
あ
り
ま
す
。
学
区
は
一
緒
だ
け
れ
ど
、
実
際
に
は
住
民
か
ら
就

学
拒
否
さ
れ
て
、
結
局
子
ど
も
た
ち
は
学
校
へ
行
け
な
い
と
い
う
よ

う
な
「
不
就
学
」
の
状
態
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
。

　
一
方
で
、
京
都
の
楽
只
小
学
校
や
崇
仁
小
学
校
の
よ
う
に
一
村
独

立
の
大
き
な
村
で
は
も
ち
ろ
ん
独
立
校
を
設
置
し
て
、
踏
ん
張
っ
て

学
校
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
独
立
校
の
問
題
と
、
排
除
さ

れ
た
結
果
分
離
し
て
い
る
と
い
う
学
校
、
と
い
う
ふ
う
に
四
象
限
で

考
え
て
み
よ
う
と
し
ま
し
た
。今
、学
校
を
テ
ー
マ
と
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
こ
の
四
象
限
の
様
々
な
と
こ

ろ
に
分
布
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
都
市
部
と
農
村
部
で
は

も
ち
ろ
ん
違
い
ま
す
し
、
近
畿
圏
と
そ
れ
以
外
、
そ
れ
以
外
と
い
う

の
は
後
で
愛
媛
県
の
事
例
を
見
る
の
で
す
け
れ
ど
、
か
な
り
違
っ
て

い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
掲
げ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
が
「
統

合
教
育
」
と
「
分
離
教
育
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に

普
遍
的
な
課
題
を
提
起
し
て
い
る
教
育
学
的
問
題
を
含
ん
で
い
る
言

葉
で
す
。
英
語
で
い
う
とin

te
g
ra
tio

n

＝
統
合
、
分
離
教
育
＝

s
e
g
re
g
a
tio

n

と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
こ
の

in
te
g
ra
tio

n

とs
e
g
re
g
a
tio

n

と
い
う
統
合
教
育
と
分
離
教
育
と
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い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
で
は
統
合
し
て
い
っ
た
後
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
、
明

治
の
末
く
ら
い
か
ら
資
本
主
義
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
の
で
、
貧

困
層
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
統
合
し
た
後
に
夜
学
を
建
て
る
と
か
、

統
合
し
た
後
に
特
殊
小
学
校
を
建
て
る
と
か
い
う
形
で
貧
困
層
だ
け

を
相
手
に
し
た
特
別
な
学
校
が
明
治
末
か
ら
大
正
時
代
に
作
ら
れ
て

い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
今
日
は
身
分
制
学
校
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
話
を
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
い
ま
す
。

２
　
具
体
的
な
部
落
の
資
料
に
入
る
前
に

　
近
代
学
校
教
育
っ
て
ど
う
だ
っ
た
の
か
。ど
う
い
う
ふ
う
に
始
ま
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
少
し
お
さ
ら
い
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
一
八
七
二
年
、
明
治
五
年
に
学
制
と
い
う
制
度
が
発
布
さ
れ
、
国

民
皆
学
を
う
た
う
わ
け
で
す
。「
邑
に
不
学
の
戸
な
く
家
に
不
学
の

人
な
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
す
人
の
父
兄
た
る
も
の
宜
し
く
此
の
意

を
体
認
し
其
愛
育
の
情
を
厚
く
し
其
子
弟
を
し
て
必
ず
学
に
従
事
せ

し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
総
て
の
人
は
学
校
に
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
国
の
政
策
と
し
て
出
ま
す
。

そ
し
て
、
学
校
を
ど
ん
ど
ん
建
て
よ
う
と
大
学
区
、
中
学
区
、
小
学

く
言
っ
て
き
て
い
ま
す
。
特
別
支
援
学
校
を
廃
止
す
る
、
特
別
支
援

学
級
を
全
部
や
め
る
、
全
部
普
通
学
級
に
入
る
。
実
は
そ
う
い
う
運

動
を
私
は
学
生
時
代
に
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
本
当
に
障
害

児
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
今
も
問
題
提
起
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
単
に
統
合
か
分
離
か
と
い
う
話
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
存
在
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
の
主
体
的
な
営
み
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
国
民
国
家
を
形
成
す
る
こ
と
が
明
治
時
代
の
大
き
な
課
題
で
し
た

が
、
国
民
育
成
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
、
身
分
差
別
を
解
消
し
な

い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
一
方
、
近
世
の
村
落
共
同
体
は
昔
な
が
ら

の
秩
序
を
保
ち
た
い
の
で
、
学
区
は
身
分
差
別
を
維
持
し
た
い
わ
け

で
す
。そ
う
い
う
中
で
学
区
制
度
と
い
う
も
の
で
中
央
集
権
化
を
図
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
実
は
そ
の
中
央
集
権
化
が

進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
部
落
学
校
」
の
廃
止
が
促
進
さ
れ
て
い
き

ま
す
。
結
論
的
に
言
う
と
学
校
教
育
が
実
施
さ
れ
る
過
程
で
近
世
の

構
造
的
な
「
身
分
差
別
」
が
内
包
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

す
な
わ
ち
学
区
と
い
う
形
で
巻
き
込
ん
で
い
く
の
で
す
が
、
国
民
国

家
を
実
現
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、「
別
学
」
は
よ
く
な
い

と
い
う
こ
と
で
学
校
単
位
の
排
除
が
克
服
さ
れ
統
合
さ
れ
て
い
く
と
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す
。

　
近
代
の
学
校
教
育
は
近
世
的
な
村
社
会
が
実
際
に
は
担
い
、
お
金

は
誰
が
出
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
村
落
共
同
体
が
集
め
ま
し
た
。

戸
数
割
で
百
軒
の
世
帯
が
あ
っ
た
ら
百
軒
同
じ
よ
う
に
一
円
ず
つ
出

す
戸
数
割
で
集
金
す
る
、
町
会
費
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
を
授

業
料
に
あ
て
て
、
村
の
有
力
者
か
ら
お
金
を
集
め
る
形
で
自
前
の
お

金
で
や
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
費
用
は
民
費
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
京
都
に
も
き
ち
ん
と
独
立
村
と
し
て
村
を
維
持
し
て
い
た
被
差
別

部
落
が
結
構
存
在
し
、
財
力
も
そ
れ
な
り
に
あ
る
村
だ
っ
た
の
で
、

当
然
、
自
分
た
ち
で
自
分
た
ち
の
小
学
校
を
建
て
て
維
持
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
京
都
の
場
合
有
名
な
の
が
崇
仁
小
学
校

の
建
っ
て
い
た
柳
原
村
と
、
楽
只
小
学
校
の
建
っ
て
い
た
蓮
台
野
村

で
す
。

　
一
方
で
、
京
都
市
内
に
は
五
つ
旧
役
人
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
村
が

あ
り
ま
す
が
、
天
部
村
（
東
三
条
）
は
二
分
さ
れ
て
、
片
方
は
下
京

二
十
五
番
組
（
粟
田
）
に
、
も
う
片
方
は
下
京
二
十
四
番
組
（
有
済
）

に
編
入
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
川
崎
村
（
養
正
）
は
田
中
村
に
、
北
小

路
村
（
西
三
条
）
は
西
京
村
に
、
そ
れ
ぞ
れ
被
差
別
部
落
が
学
区
に

合
併
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
一
村
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
の
で
合
併

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
学
校
を
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

区
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
っ
て
、
学
区
と
い
う
行
政
区
を
作
っ
て
、

一
小
学
区
に
一
小
学
校
を
建
て
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。

　
辻
ミ
チ
子
さ
ん
が
、
京
都
の
場
合
、
そ
の
学
区
を
誰
が
担
っ
た
か

に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。
京
都
市
内
の
場
合
は
、
近
世
的
な
支
配

組
織
で
あ
る
大
年
寄
、
中
年
寄
、
添
年
寄
、
町
年
寄
と
い
う
人
た
ち

が
、
総
区
長
、
区
長
、
副
区
長
、
戸
長
と
い
う
ふ
う
に
看
板
を
変
え

る
だ
け
な
の
で
す
。
京
都
府
で
は
学
区
取
締
と
い
っ
て
学
区
の
行
政

を
担
う
人
を
置
か
な
い
で
、
小
学
校
の
運
営
は
こ
の
区
長
に
任
せ
ま

す
。
区
長
は
、
ま
た
そ
の
下
の
人
た
ち
に
副
学
区
取
締
を
任
せ
る
と

い
っ
た
具
合
で
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
近
世
の
村
落
共
同
体
の
組
織

が
単
に
横
滑
り
し
て
近
代
学
校
を
建
て
る
と
い
う
組
織
形
態
に
な
り

ま
す
。

　
近
世
の
村
落
共
同
体
に
よ
る
最
初
の
近
代
的
な
公
共
事
業
、
一
大

事
業
と
い
う
の
が
学
校
を
建
て
る
こ
と
で
し
た
。つ
ま
り
そ
れ
を
担
っ

た
人
た
ち
の
考
え
方
、
部
落
の
人
た
ち
は
排
除
し
て
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
る
こ
と
や
、
当
時
の
シ
ス
テ
ム
自
体
が
そ
の
ま
ま
近
代
学

校
制
度
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

３
　
学
制
期
の
具
体
的
姿

　
一
八
七
二
年
の
具
体
的
な
姿
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
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東
播
磨
の
場
合
は
記
録
に
残
る
限
り
三
八
校
が
被
差
別
部
落
に
建
っ

て
い
る
独
立
し
た
小
学
校
と
し
て
確
認
で
き
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
頑
張
っ
て
学
校
を
建
て
て
い
く
と
い
う
努
力
を
し
て
い

る
と
い
う
の
が
大
事
な
点
で
す
。

　
さ
ら
に
奈
良
県
の
場
合
も
独
立
校
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

被
差
別
部
落
に
学
校
が
建
っ
て
い
っ
て
、
就
学
状
況
も
劣
っ
て
い
な

い
、
充
分
他
の
村
と
並
び
立
つ
よ
う
な
就
学
率
を
誇
る
学
校
が
明
治

の
五
年
、
あ
る
い
は
一
〇
年
位
の
間
は
あ
っ
た
の
で
す
。

　
一
方
、
枝
村
と
い
う
表
現
を
し
ま
す
が
、
大
き
な
村
（
本
村
）
の

端
っ
こ
に
一
〇
世
帯
と
か
非
常
に
小
さ
な
村
が
存
在
し
ま
し
た
が
、

そ
う
い
う
小
規
模
な
被
差
別
部
落
の
場
合
は
、も
と
の
大
き
な
村（
本

村
）
が
建
て
た
小
学
校
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
だ
っ
て
学
区
が
一
緒

な
わ
け
で
す
か
ら
。
学
区
が
一
緒
の
子
ど
も
と
し
て
入
っ
て
い
く
の

で
す
が
、
お
前
ら
と
は
一
緒
に
勉
強
で
き
な
い
と
本
村
が
就
学
拒
否

す
る
の
で
、
実
質
的
に
不
就
学
に
な
る
。
こ
の
就
学
拒
否
は
、
本
村

が
嫌
が
る
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
本
村
の
態
度
に
対
し
て
被
差
別
部

落
の
方
も
、
そ
ん
な
の
一
緒
に
や
れ
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
か

と
思
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
不
就
学
に
な
り
ま
す
。

　
愛
媛
県
で
は
『
石
鉄
県
勧
学
告
論
』
で
県
の
役
人
が
被
差
別
部
落

と
の
「
共
学
」
を
す
す
め
る
文
章
を
残
し
て
い
ま
す
。「
凡
ソ
人
民

り
ま
す
。

　
で
は
、
独
立
村
と
し
て
頑
張
っ
た
村
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
蓮
台
野

村
（
千
本
）
の
場
合
は
、
こ
れ
は
非
常
に
有
名
な
益
井
茂
平
が
、
一

八
七
二
年
に
近
代
学
校
を
始
め
る
国
の
制
度
化
の
前
の
段
階
の
一
八

七
〇
年
に
、
こ
れ
か
ら
は
教
育
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
沢
山
の
お

金
を
出
し
て
学
校
を
建
て
て
自
ら
が
教
師
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
始

め
て
い
き
ま
す
。
一
八
七
三
年
に
は
国
の
制
度
で
あ
る
学
制
に
基
づ

い
て
小
学
校
を
建
て
ま
す
。
そ
の
段
階
で
は
男
子
は
五
〇
人
、
女
子

は
二
二
人
が
在
籍
す
る
学
校
で
し
た
。
開
校
式
に
は
京
都
府
知
事
が

出
席
す
る
非
常
に
立
派
な
学
校
と
し
て
出
発
し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
一
八
七
五
年
に
経
済
力
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
町

村
合
併
し
て
、
蓮
台
野
村
は
紫
竹
大
門
村
と
合
併
し
ま
す
。
合
併
は

す
る
の
で
す
が
学
校
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
ま
す
。
よ
う
す
る
に
大
門

村
に
は
も
と
も
と
鷹
峯
小
学
校
が
あ
り
、
蓮
台
野
村
の
方
に
も
蓮
台

野
小
学
校
が
あ
り
、
村
に
二
つ
学
校
が
あ
る
と
い
う
状
態
で
維
持
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
こ
の
よ
う
に

一
八
七
二
年
に
と
り
あ
え
ず
近
代
村
落
共
同
体
を
軸
に
し
て
学
校
を

建
て
て
い
く
と
い
う
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
差
別
部
落
で
学
校
を
建

て
て
い
る
の
で
す
。

　
兵
庫
県
の
場
合
は
安
達
五
男
さ
ん
が
調
べ
て
く
れ
た
も
の
が
あ
り
、
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が
続
き
ま
し
た
。
し
か
た
な
く
県
庁
の
人
た
ち
は
説
得
を
や
め
て
被

差
別
部
落
の
方
に
我
慢
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
被

差
別
部
落
の
子
ど
も
た
ち
が
就
学
で
き
な
い
状
態
で
終
わ
っ
て
い
く

と
い
う
の
が
愛
媛
県
の
実
態
で
し
た
。
つ
ま
り
本
村
の
親
御
さ
ん
た

ち
が
、
あ
い
つ
ら
と
一
緒
に
勉
強
は
で
き
な
い
と
い
う
態
度
を
示
し

た
が
ゆ
え
に
、
不
就
学
に
な
っ
て
い
る
事
例
が
実
は
か
な
り
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
た
。「
部
落
学
校
」
に
行
け
た
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、

か
な
り
の
量
の
人
た
ち
が
実
は
不
就
学
で
し
た
。
こ
の
人
た
ち
が
は

じ
め
て
就
学
し
た
の
が
明
治
二
〇
年
代
、
あ
る
い
は
三
〇
年
代
、
も

う
一
世
代
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
大
き
く
遅
れ
て

し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
住
民
の
差
別
意
識
の

結
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
学
校
の
設
置
、
維
持
組
織
が
近
世
村
落
共

同
体
だ
っ
た
の
で
、
国
が
「
国
民
皆
学
だ
、
だ
か
ら
絶
対
受
け
入
れ

ろ
」
み
た
い
な
形
で
言
え
な
か
っ
た
。
村
が
建
て
た
学
校
で
す
か
ら
、

村
に
嫌
だ
と
言
わ
れ
た
ら
そ
れ
以
上
押
せ
な
い
よ
う
な
状
況
だ
っ
た

の
で
す
。

４
　
地
方
行
政
制
度
・
教
育
制
度
の
改
変
の
意
味

　
そ
の
よ
う
な
学
区
制
の
時
代
、
学
校
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
時
代

を
ま
ず
見
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
次
、
学
制
を
機
に
近
世
村

ノ
知
慮
ヲ
開
キ
芸
能
ヲ
長
ス
ル
所
以
ノ
者
学
ニ
非
サ
ル
得
ル
能
ハ
サ

ル
ナ
リ
」
よ
う
す
る
に
学
問
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。「
強
チ
ニ

穢
多
と
斥
ソ
ケ
視
テ
猫
狗
ヨ
リ
モ
賤
シ
メ
シ
ハ
全
ク
未
開
ノ
弊
習
ナ

レ
ハ
既
ニ
其
称
ヲ
廃
セ
ラ
レ
」
い
わ
ゆ
る
解
放
令
、
太
政
官
布
が
出

て
い
ま
す
の
で
「
其
称
ヲ
廃
セ
ラ
レ
且
平
民
ト
歯
ス
ル
ヲ
得
セ
シ
メ

玉
ヘ
リ
。」
よ
う
す
る
に
い
わ
ゆ
る
穢
多
の
人
た
ち
と
共
学
し
ろ
、

す
な
わ
ち
「
サ
レ
ハ
同
ク
入
学
シ
テ
互
ニ
講
習
ノ
益
ヲ
取
ル
ヘ
シ
」

と
い
う
ふ
う
に
県
が
人
民
、
学
区
の
人
た
ち
に
お
説
教
を
こ
い
て
い

る
と
い
う
文
章
が
残
っ
て
い
ま
す
。「
こ
れ
か
ら
は
皆
が
学
校
に
行
っ

て
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
を
各
都
道
府
県
が
出
し
て
い
ま

す
。
そ
の
『
就
学
告
諭
』
に
お
い
て
被
差
別
部
落
に
言
及
し
て
い
る

の
は
愛
媛
県
と
山
口
県
と
福
岡
県
と
い
う
の
が
、
教
育
史
の
先
生
た

ち
が
調
べ
て
く
れ
て
分
か
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
一
緒
に
勉
強
す
る
べ

き
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
愛
媛
県
だ
け
で
す
が
、
と
も
か
く
そ
う
い

う
状
況
で
し
た
。
逆
に
言
え
ば
一
緒
に
勉
強
し
て
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
県
庁
の
人
た
ち
が
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
も
一
緒
に
勉
強
す
べ
き

だ
と
、
子
ど
も
た
ち
を
追
い
立
て
る
よ
う
に
本
校
に
連
れ
て
行
く
と
、

本
校
に
い
る
本
村
の
被
差
別
部
落
以
外
の
人
た
ち
が
「
あ
い
つ
ら
と

一
緒
に
な
れ
る
か
」
と
言
っ
て
学
校
を
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
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区
長
の
下
に
戸
長
が
い
て
、
農
村
部
で
は
郡
部
を
司
る
郡
長
の
下
に

戸
長
が
い
る
。
そ
の
戸
長
は
公
選
さ
れ
て
知
事
が
任
命
し
ま
し
た
。

そ
の
戸
長
が
設
置
・
維
持
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
小
学
校
の
維
持

運
営
の
仕
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
決
定
的
な
大
き
な
違
い

が
、
一
八
八
四
年
に
官
選
戸
長
役
場
と
い
う
制
度
が
で
き
て
、
近
世

の
旧
村
の
権
力
者
、
リ
ー
ダ
ー
が
村
の
戸
長
を
や
っ
て
い
た
の
が
、

こ
の
時
か
ら
中
央
官
僚
が
戸
長
に
就
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

民
主
制
度
的
に
言
う
と
こ
れ
ま
で
の
村
落
の
リ
ー
ダ
ー
を
戸
長
か
ら

は
ず
し
て
、
中
央
か
ら
役
人
が
く
る
状
態
に
な
り
ま
す
。
被
差
別
部

落
が
近
世
村
落
秩
序
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
、

地
方
官
僚
と
し
て
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
か
、
開
明
的
な
も
の
の
考
え
方

を
し
て
い
る
人
が
役
人
に
就
い
て
い
く
と
、
そ
の
こ
と
が
小
学
校
の

運
営
の
変
わ
り
目
で
あ
る
こ
と
が
歴
史
的
に
確
認
で
き
る
わ
け
で
す
。

　
近
代
教
育
史
と
い
う
の
は
、
最
終
的
に
太
平
洋
戦
争
の
時
に
子
ど

も
た
ち
に
「
お
国
の
た
め
に
死
ね
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
反

省
か
ら
、
戦
前
を
全
部
否
定
す
る
よ
う
な
考
え
方
を
ず
っ
と
し
て
き

た
わ
け
で
す
が
、
ど
ん
ど
ん
中
央
集
権
体
制
に
な
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
に
向
か
っ
た
と
い
う
流
れ
が
教
育
史
研
究
に
は
色
濃
く
あ
り
ま
し

た
が
、
現
在
少
し
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
教
育
史
研
究
的
に
言
う

と
中
央
集
権
体
制
が
確
立
し
て
い
く
そ
の
一
歩
が
こ
の
官
選
戸
長
役

落
共
同
体
で
公
共
事
業
と
し
て
学
校
を
建
て
て
運
営
し
て
子
ど
も
た

ち
を
学
校
へ
行
か
せ
る
と
い
う
形
で
始
ま
っ
た
の
が
、
徐
々
に
国
が

関
与
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　
地
方
行
政
制
度
、
教
育
制
度
の
改
変
と
い
う
ふ
う
に
書
か
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
の
は
、
今
日
の
文
脈
で
い
う
と
、
教
育
令
と
か
、
な
ん

と
か
令
が
出
る
た
び
に
、
教
育
制
度
も
変
わ
り
ま
す
。
学
校
を
誰
が

維
持
し
て
、
誰
が
運
営
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
変
わ
っ
て
い

く
わ
け
で
す
。

　
ま
ず
は
小
学
校
区
と
い
う
小
さ
な
学
区
で
維
持
す
る
と
い
う
形
で

始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
一
八
七
九
年
、
学
制
が
発
布
さ
れ
た
七
年
後

の
教
育
令
で
は
、
町
村
と
い
う
行
政
区
、
あ
る
い
は
町
村
連
合
と
い

う
形
で
学
校
を
維
持
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
や
り
方
に
変
わ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
こ
の
町
村
を
急
に
出
し
て
き
た
か
と
言
う
と
、
こ
の
時
代
に

自
分
た
ち
に
も
発
言
権
を
与
え
ろ
、
議
会
を
開
け
と
自
由
民
権
運
動

が
始
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
受
け
て
明
治
政
府
は
地
方
政
治
に

お
金
持
ち
だ
け
が
参
加
で
き
る
制
限
選
挙
を
導
入
し
て
い
き
ま
す
。

少
し
だ
け
開
く
わ
け
で
す
。
明
治
政
府
だ
け
が
何
か
を
決
め
る
と
い

う
形
で
は
な
く
て
制
限
選
挙
を
導
入
し
て
様
々
な
人
の
意
見
を
と
り

入
れ
る
と
い
う
形
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
郡
区
町
村
編
成
法
が
作
ら
れ
て
京
都
市
の
よ
う
な
都
市
部
で
は
、
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が
学
務
委
員
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
そ
う
や
っ
て
見
て
も
ら
い
ま
す
と
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
一
八

八
五
（
明
治
一
八
）
年
、
第
三
次
教
育
令
と
い
う
の
が
出
さ
れ
た
時

で
す
。
そ
の
時
に
学
務
委
員
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
行
政
責
任
は
戸
長

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
戸
長
が
先
ほ
ど
説
明
し
た
よ
う
に
官
僚
に
な

る
の
で
す
。
知
事
が
任
命
し
た
官
選
の
戸
長
が
就
い
て
、
そ
の
行
政

責
任
者
の
戸
長
が
学
校
に
つ
い
て
の
責
任
を
持
つ
と
い
う
シ
ス
テ
ム

に
明
治
一
八
年
く
ら
い
か
ら
な
り
ま
す
。
近
世
村
落
共
同
体
に
お
け

る
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
身
分
制
を
維
持
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
村

長
と
か
戸
長
た
ち
が
徐
々
に
排
除
さ
れ
て
い
っ
て
、
上
の
言
う
こ
と

を
聞
く
官
僚
た
ち
が
学
区
を
担
っ
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
代
わ
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
も
う
一
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。
一
八
九
七
年
に
「
地
方
視
学
の
設

置
」、
一
八
九
九
年
に
「
郡
の
教
育
責
任
は
郡
視
学
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
、
こ
の
明
治
三
〇
年
代
に
教
育
行
政
が
国
家
主

義
的
に
編
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。「
地
方
視
学
」

と
い
う
の
は
、
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
か
な
り
立
派
な
法
任
官
に
あ
た

る
役
人
が
配
置
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
中
央
の
官
僚
が
各
道
府
県
に
派

遣
さ
れ
る
の
が
「
地
方
視
学
」
で
す
。
そ
の
「
地
方
視
学
」
の
も
と

に
、
綴
喜
郡
や
相
楽
郡
な
ど
が
行
政
単
位
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
す

場
制
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
戸
長
が
村
の
指
導
者
か
ら
官

僚
に
な
っ
た
と
か
、
教
育
行
政
官
が
視
学
と
い
う
名
前
で
派
遣
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
よ
う
す
る
に
中
央
集
権
体
制
が
確
立
し
て

い
く
と
い
う
の
は
、
国
家
主
義
の
地
な
ら
し
に
な
っ
た
と
い
う
考
え

方
が
あ
り
、
悪
い
評
価
が
根
強
く
あ
り
ま
す
が
、
今
日
見
て
い
る
よ

う
な
部
落
問
題
の
視
点
で
見
る
と
、
旧
村
の
指
導
者
が
戸
長
を
担
っ

て
い
た
と
こ
ろ
に
、
四
民
平
等
の
国
民
教
育
を
実
現
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
る
官
僚
が
来
る
と
い
う
こ
と

で
、
悪
か
っ
た
と
か
良
か
っ
た
と
か
簡
単
に
言
え
な
い
話
を
考
え
て

頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
表
１
の
地
方
行
政
及
び
教
育
行
政
の
組
織
の
変
遷
を
見
る
と
、
地

方
行
政
制
度
、
地
方
制
度
、
行
政
職
、
教
育
制
度
と
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
制
度
を
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い

う
模
索
の
時
期
が
あ
り
ま
す
。
一
八
八
〇
年
く
ら
い
の
「
学
区
責
任

者
」
を
見
る
と
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
は
、
学
区
の
教
育

行
政
と
し
て
責
任
を
持
つ
人
が
「
学
務
委
員
に
戸
長
が
参
加
、
府
知

事
の
任
命
制
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
も
公
選

制
で
選
ば
れ
た
戸
長
が
来
ま
す
。
公
選
だ
と
民
主
主
義
的
な
手
続
き

を
経
て
、
良
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
評
価
も
で
き
ま
す
が
、
あ
く
ま

で
も
制
限
選
挙
で
す
。公
選
を
す
る
と
結
局
か
つ
て
の
村
の
リ
ー
ダ
ー
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そ
れ
を
緻
密
に
追
っ
て
い
ま
す
。
各
被
差
別
部
落
の
学
校
が
ど
の
よ

う
に
統
合
さ
れ
て
い
く
の
か
。
あ
る
い
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
の
か

と
い
う
こ
と
も
緻
密
に
追
っ
て
い
る
論
文
で
す
。

　
そ
の
東
野
さ
ん
は
「
単
に
被
差
別
部
落
に
設
立
さ
れ
存
在
し
た
学

校
を
『
部
落
学
校
』
と
い
う
の
で
は
な
く
、
明
治
初
年
の
学
制
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
た
部
落
の
学
校
が
学
制
及
び
教
育
令
時
代
の
学
校
統
合

の
過
程
で
次
第
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
、
行
政
的
に
再
編
さ
れ
た
も
の
を

私
は
『
身
分
学
校
』
と
し
て
規
定
し
た
い
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
身
分
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
統
合
し
な
い
、
別
々
の
分

校
と
し
て
維
持
す
る
、
あ
る
い
は
潰
し
た
ま
ま
に
す
る
と
い
う
よ
う

な
事
例
が
こ
の
後
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
兵
庫
県
播
磨
地
方
で
も
学
制
期
に
独

立
村
で
あ
っ
た
被
差
別
部
落
に
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ

ど
も
明
治
一
〇
年
代
に
な
る
と
統
廃
合
が
進
み
ま
す
。
小
さ
な
村
で

小
さ
な
小
学
校
を
維
持
す
る
よ
り
も
、
大
き
な
学
区
に
し
て
立
派
な

小
学
校
を
建
て
る
方
が
教
育
条
件
的
に
は
良
く
な
り
ま
す
。
簡
単
に

言
え
ば
財
政
的
な
問
題
で
旧
村
落
に
た
く
さ
ん
建
っ
て
い
た
小
学
校

を
分
校
に
し
た
り
、
合
併
し
た
り
と
い
う
こ
と
を
兵
庫
県
播
磨
地
方

だ
け
で
な
く
各
地
で
や
っ
て
い
ま
す
。

　
東
野
さ
ん
が
調
べ
て
く
れ
た
も
の
の
な
か
に
は
、
学
校
の
分
合
が

が
、
そ
こ
の
郡
の
教
育
責
任
は
中
央
官
僚
が
「
郡
視
学
」
と
し
て
担
っ

て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
明
治
三
〇
年
代
く
ら
い
に
は
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
明
治
五
年
ぐ
ら
い
に
学
校
制
度
が
始
ま
る
時
に
は
近
世
村
落

共
同
体
の
行
政
組
織
、
政
治
状
況
、
あ
る
い
は
政
治
力
の
よ
う
な
も

の
で
事
が
動
い
て
い
た
の
で
す
が
、
明
治
の
三
〇
年
位
に
な
る
と
中

央
官
僚
が
地
方
を
動
か
す
と
い
う
教
育
行
政
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

５
　
部
落
学
校
の
設
置
・
廃
止
と
学
区

　
兵
庫
県
の
事
例

　
次
に
そ
の
よ
う
な
教
育
行
政
の
変
化
の
中
で
、
被
差
別
部
落
の
学

校
が
ど
う
な
っ
た
か
を
見
て
い
き
ま
す
。

　
兵
庫
県
の
事
例
を
東
野
正
明
さ
ん
が
非
常
に
緻
密
に
分
析
し
て
く

れ
て
い
る
論
文
が
あ
り
ま
す
。こ
の
地
域
の
学
区
の
変
遷
を
全
部
追
っ

て
く
れ
て
い
ま
す
。
字
名
ま
で
知
ら
な
い
と
何
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
到
底
で
き
な
い
作
業
で
す
。実
は
東
野
さ
ん
も
自
分
で
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
論
文
に
書
い
て
あ
り
ま
す
「
部
落
学
校
」
が
ど

こ
に
建
っ
た
か
を
示
す
表
は
、
各
被
差
別
部
落
を
特
定
で
き
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
小
さ
な
被
差
別
部
落
で
も
学
制
期
に
「
部
落
学
校
」

を
建
て
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
『
部
落
地
名
総

鑑
』
な
の
で
す
。
各
被
差
別
部
落
の
地
名
が
あ
り
、
そ
の
部
落
に
寺

子
屋
み
た
い
な
も
の
な
の
で
す
が
何
々
小
学
校
が
建
っ
て
い
っ
た
。
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持
を
含
め
た
四
種
類
の
や
り
方
で
分
合
が
進
み
ま
す
が
、
問
題
な
の

は
、
こ
れ
を
誰
が
決
め
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
分
合
は

郡
区
長
が
地
元
の
意
見
を
聞
い
て
や
っ
た
と
東
野
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

当
た
り
前
で
す
。
地
元
の
意
見
を
聞
か
な
い
で
や
れ
る
わ
け
が
な
い
。

小
学
校
の
設
置
・
廃
止
で
す
か
ら
、
郡
区
長
は
旧
村
が
「
自
由
に
」

設
定
し
た
結
果
を
追
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
結
果
、
本
村

と
い
う
大
き
な
村
の
中
に
小
学
校
が
で
き
た
な
ら
ば
、
本
村
の
端
っ

こ
に
あ
る
被
差
枝
村
の
別
部
落
の
子
ど
も
も
当
然
そ
の
本
村
の
小
学

校
へ
行
く
べ
き
で
す
。
そ
の
枝
村
の
被
差
別
部
落
も
学
区
に
編
入
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
本
村
の
小
学
校
に
行
か
せ
る

の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
分
校
に
就
学
さ
せ
た
り
、
離
れ
て
い
る
被

差
別
部
落
の
独
立
校
に
行
か
せ
た
り
す
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

差
別
の
結
果
と
し
て
で
き
た
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
う
い
う
学
校
が

「
部
落
学
校
」
と
呼
ぶ
べ
き
学
校
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
て
、
そ

れ
を
区
別
す
る
た
め
に
東
野
さ
ん
は
「
身
分
学
校
」
と
い
う
表
現
を

こ
の
時
使
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
一
八
八
六
年
、
こ
の
時
期
に
「
身
分
学
校
」
は
分
校
と
し
て
お
金

が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
経
費
削
減
を
目
指
し
て
統
廃
合
し
て
い

く
作
業
が
始
ま
り
ま
す
。
枝
村
の
分
校
を
潰
し
て
本
校
に
入
れ
て
く

れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
で
す
が
、
結
論
、「
形
式
的
共
学
」
に
な
っ

進
む
中
、
被
差
別
部
落
Ａ
の
小
学
校
と
被
差
別
部
落
Ｂ
の
小
学
校
を

合
併
さ
せ
る
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
す
。
隣
接
し
た
村
の
学
校
の
合

併
な
ら
普
通
に
あ
り
得
る
こ
と
で
す
が
、
飛
び
地
の
よ
う
に
離
れ
て

い
る
Ａ
と
い
う
被
差
別
部
落
と
Ｂ
と
い
う
被
差
別
部
落
の
間
に
被
差

別
部
落
で
は
な
い
Ｃ
村
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
部
落
と
Ｂ
部

落
で
合
併
さ
せ
る
事
例
で
す
。
ま
た
、
被
差
別
部
落
と
被
差
別
部
落

外
と
を
合
併
さ
せ
る
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
統
合
校
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
林
立
し
て
い
た
学
校
を
廃
校
に
し
て

し
ま
う
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。
逆
に
明
治
一
七
年
ま
で
学
区
の
改
定

を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
立
維
持
を
続
け
た
学
校
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
被
差
別
部
落
の
学
校
の
統
廃
合
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
だ
か
を

非
常
に
丁
寧
に
調
べ
て
く
れ
て
い
る
と
っ
て
も
重
要
な
論
文
で
す
。

一
つ
一
つ
を
追
っ
て
い
く
の
も
大
変
な
の
で
す
が
、
結
論
的
に
言
う

と
学
区
統
廃
合
の
過
程
で
、
加
西
郡
の
場
合
一
五
学
区
が
設
置
さ
れ

直
し
て
、
一
五
学
区
に
一
五
の
学
校
（
本
校
）
が
建
ち
ま
す
が
、
地

理
的
な
問
題
な
ど
で
本
校
の
他
に
分
校
が
一
〇
校
、
そ
の
分
校
一
〇

校
の
う
ち
六
校
が
被
差
別
部
落
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
お
さ

え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
被
差
別
部
落
同
士
の
合
併
や
、
被
差
別
部
落
と
部
落
外
と
の
合
併
、

あ
る
い
は
廃
校
、
そ
し
て
、
明
治
一
七
年
の
学
区
改
定
ま
で
独
立
維
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が
日
常
的
に
あ
る
本
校
か
ら
子
ど
も
を
守
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
よ
う
す
る
に
「
部
落
学
校
」
と
い
う
も
の
を
ど
う
評

価
す
る
か
と
い
う
話
で
す
。
法
制
上
、
制
度
上
の
統
合
教
育
と
か
分

離
教
育
を
比
較
す
る
と
統
合
教
育
が
い
い
の
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
教
育
を
受
け
る
当
事
者
及
び
そ
の
保
護
者
の
そ
の
時
、
そ
の

場
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
の
評
価
と
、
学
校

制
度
や
歴
史
の
流
れ
と
し
て
統
合
教
育
を
す
る
べ
き
だ
と
い
う
マ
ク

ロ
の
視
点
、
そ
の
二
つ
の
視
点
で
「
部
落
学
校
」
を
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
こ
こ
は
京
都
な
の
で
知
っ
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

間
ま
で
楽
只
小
学
校
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
楽
只
と
い
う
と
こ
ろ

が
、
い
か
に
良
い
意
味
で
プ
ラ
イ
ド
が
高
く
て
、
い
か
に
自
分
た
ち

の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
や
り
通
す
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
村
な

の
か
と
い
う
こ
と
が
、
明
治
の
文
章
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

６
　
野
口
村
（
旧
蓮
台
野
村
）
の
分
村
独
立
と
小
学
校
経
営

　
一
八
七
五
年
に
蓮
台
野
村
（
野
口
村
）
は
鷹
峯
村
（
紫
竹
大
門
村
）

と
合
併
し
ま
す
。
し
か
し
、
小
学
校
は
維
持
し
、
統
合
し
な
い
（
行

政
区
と
学
区
は
別
扱
い
）
と
い
う
道
を
選
び
ま
す
。
さ
ら
に
一
八
八

八
年
、
市
制
町
村
制
施
行
と
い
う
こ
と
で
、
財
政
を
整
え
る
た
め
に

て
い
き
ま
す
。
枝
村
の
子
ど
も
た
ち
は
分
校
を
潰
し
本
村
の
小
学
校

に
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
本
校
に
行
け
て
い
な
い

の
で
す
。
そ
れ
は
、
本
村
に
拒
否
さ
れ
て
、
入
れ
な
い
状
態
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
一
八
八
六
年
か
ら
九
一
年
ま
で
の
分
校
廃
止
後
、
分
校

で
勉
強
し
て
い
た
枝
村
の
子
ど
も
た
ち
は
本
校
に
は
編
入
さ
れ
ず
、

不
就
学
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
部
落
差
別
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
分
校
が
な
く
な
っ

た
か
ら
良
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
不
就
学
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。

　
一
八
八
〇
年
代
、
部
落
差
別
の
結
果
と
し
て
、
一
緒
に
本
校
に
入

れ
て
も
ら
え
な
い
か
ら
分
校
を
建
て
る
と
か
、
あ
る
い
は
小
学
校
区

の
編
成
の
中
で
分
校
が
で
き
る
な
ど
様
々
な
確
認
が
で
き
る
の
で
す

が
、
一
八
八
〇
年
の
被
差
別
部
落
住
民
に
と
っ
て
分
校
っ
て
何
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
目
で
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
村
落

共
同
体
が
排
除
し
た
と
い
う
差
別
の
結
果
な
の
で
す
。
し
か
し
、
一

村
独
立
の
「
身
分
学
校
」
の
方
が
、
本
校
に
統
合
さ
れ
た
学
校
よ
り

就
学
者
が
多
い
の
で
す
。す
な
わ
ち
被
差
別
部
落
が
無
理
し
て
頑
張
っ

て
建
て
て
い
る
学
校
の
方
が
、
部
落
の
実
態
に
即
し
て
し
っ
か
り
と

運
営
で
き
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
に
と
っ
て
は
「
就

学
し
や
す
い
学
校
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
差
別
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じ
村
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
小
学
校
を
も
っ
て
い
る
の

で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
小
学
校
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

す
。
そ
こ
で
、
蓮
台
野
村
は
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
当

時
、
も
う
す
で
に
公
衆
浴
場
が
あ
り
ま
し
た
。「
全
区
の
公
民
よ
り

公
有
財
産
を
購
い
」
お
風
呂
を
皆
で
維
持
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

で
さ
ら
に
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、「
旧
来
申
合
上
の
慣
行
に

よ
り
、
区
内
各
戸
の
糞
尿
を
公
に
売
し
、
区
の
雑
収
入
と
し
て
一
般

村
税
・
戸
数
割
賦
課
額
に
充
つ
る
の
資
と
せ
り
」。
こ
の
当
時
は
人

間
の
糞
尿
っ
て
良
い
肥
料
で
す
か
ら
、
糞
尿
を
農
村
の
方
た
ち
に
肥

料
と
し
て
売
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
を
売
っ
て
公
衆
浴
場

の
収
益
を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
で
村
税
を
賄
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ

を
皆
で
一
致
独
立
し
て
や
ろ
う
と
決
め
て
い
る
。
要
す
る
に
鷹
峯
村

と
合
併
し
て
い
る
の
で
す
が
、
蓮
台
野
村
は
蓮
台
野
村
で
自
治
を
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
今
風
の
言
葉
で
い
う
と
、
公
衆
浴
場
の
経
営
、

糞
尿
売
却
費
を
教
育
経
費
に
し
て
、
そ
れ
を
村
税
の
代
替
物
に
し
て

と
い
う
、
実
は
京
都
町
組
が
江
戸
時
代
に
ず
っ
と
や
っ
て
い
た
こ
と

な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
て
、
一
八
九
二
年
に

鷹
峯
村
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
野
口
村
が
分
村
し
て
、
小
学
校
を
維
持
・
経

営
し
て
い
く
と
い
う
道
を
選
ん
だ
の
が
、
楽
只
、
千
本
部
落
の
歴
史

的
な
動
き
で
す
。

京
都
府
は
合
併
を
促
進
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
八
八
八

年
に
野
口
村
は
わ
ざ
わ
ざ
行
政
村
と
し
て
独
立
す
る
と
い
う
選
択
を

し
ま
す
。

　
一
八
九
四
年
四
月
に
鷹
峯
村
か
ら
郡
に
出
さ
れ
た
分
村
の
上
申
理

由
が
あ
り
、
蓮
台
野
村
と
鷹
峯
村
が
一
回
一
緒
の
村
に
な
っ
た
の
で

す
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。
仲
良
く
で
き
ず
に
学

校
は
別
々
に
維
持
、
独
立
し
て
い
る
の
で
す
。

「
蓮
台
野
区
は
古
来
穢
多
の
一
部
落
に
し
て
」
と
と
ん
で
も
な
い
表

現
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
等
は
非
常
に
被
害
妄
想
を
も
っ
て
い
て
仲
良

く
し
て
く
れ
な
い
と
鷹
峯
村
は
言
い
ま
す
。

　
す
で
に
合
併
し
た
「
合
併
村
」
だ
っ
た
の
で
す
が
、
一
つ
の
村
と

し
て
運
営
す
る
こ
と
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
理
由
を
蓮
台
野
村
の

方
の
猜
疑
心
だ
と
か
被
害
妄
想
し
て
い
る
か
ら
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。

と
ん
で
も
な
い
文
章
で
す
。
逆
に
言
う
と
そ
う
い
う
状
況
を
生
ま
ざ

る
を
得
な
い
、
か
な
り
の
差
別
の
実
態
が
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

し
か
も
鷹
峯
が
行
う
土
木
事
業
に
蓮
台
野
も
金
を
出
せ
と
言
っ
て
い

る
の
で
、
蓮
台
野
は
怒
っ
た
わ
け
で
す
。

　
蓮
台
野
村
は
こ
の
当
時
、
非
常
に
努
力
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
当
時
の
史
料
を
見
る
と
、

小
学
校
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
か
ら
で
す
。
同
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と
思
い
ま
す
。

７
　
京
都
府
北
部
に
お
け
る
状
況
（
中
郡
善
王
寺
村
の
闘
い
）

不
就
学
か
ら
共
学
へ
。

　
京
都
市
北
部
の
、
中
郡
善
王
寺
村
の
闘
い
を
見
て
い
き
ま
す
。

　
現
在
の
京
都
府
の
大
宮
町
に
あ
る
被
差
別
部
落
で
す
。
昭
和
一
〇

年
代
の
調
査
で
二
〇
世
帯
、
一
〇
〇
人
し
か
い
な
い
非
常
に
小
規
模

な
村
で
す
。
都
市
部
と
異
な
る
、
交
ろ
わ
ず
と
い
う
か
、
相
手
に
し

て
あ
げ
な
い
と
い
う
か
、
馬
鹿
に
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
周
り
の

村
落
の
対
応
が
分
か
る
事
件
が
明
治
の
初
め
に
あ
り
ま
し
た
。

　
明
治
の
段
階
に
苗
字
が
も
ら
え
る
事
に
な
っ
て
、
善
王
寺
村
の
人

た
ち
が
自
分
た
ち
の
名
前
を
そ
れ
ぞ
れ
に
作
っ
て
村
役
場
に
届
け
て

い
く
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
、
村
役
場
は
み
ん
な
同
じ
名
前
に
し
て

し
ま
う
の
で
す
。
要
す
る
に
届
け
た
名
前
を
全
部
無
視
し
て
、
こ
の

時
の
字
名
を
そ
の
ま
ま
村
の
人
た
ち
の
名
前
に
す
る
と
い
う
勝
手
な

こ
と
を
し
て
裁
判
沙
汰
に
な
り
ま
し
た
。
後
に
善
王
寺
村
が
勝
っ
て

元
々
の
自
分
た
ち
が
届
け
出
た
名
前
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
人
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
こ
と
を
平
気
で
や
る
よ
う
な
村

落
の
中
に
暮
ら
し
て
い
る
村
だ
っ
た
の
で
す
。

　
そ
う
い
う
小
さ
な
村
な
の
で
す
が
、
明
治
一
〇
年
の
段
階
で
寺
を

　
一
九
六
八
年
の
資
料
で
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
ど
ん
ど
ん
合
併
し
ろ

と
言
っ
て
い
た
時
代
に
野
口
村
が
分
村
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
学
校

が
一
緒
で
は
な
く
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
を
大
切
に
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
か
ら
分
村
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
表
現
が
あ
る
と

お
り
、
小
学
校
を
維
持
す
る
た
め
に
分
村
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　
主
体
的
な
選
択
の
結
果
、
独
立
校
に
な
っ
た
非
常
に
稀
有
な
事
例

で
す
。
実
は
こ
の
よ
う
な
事
例
は
近
江
八
幡
に
も
あ
り
ま
し
た
。
近

江
八
幡
の
武
佐
小
学
校
が
合
併
し
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、や
っ

ぱ
り
上
手
く
い
か
な
い
と
い
う
事
で
、
も
う
一
回
、
被
差
別
部
落
だ

け
の
学
校
、
南
野
小
学
校
と
い
う
の
を
建
て
直
し
て
い
る
の
で
す
。

簡
単
に
言
う
と
、
部
落
差
別
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
ち
ゃ
ん
と

勉
強
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
野
口
村
も
南
野
村
も
こ
の
道

を
選
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
後
、
規
模
的
に
も
小

さ
く
貧
し
い
村
で
す
か
ら
、
小
学
校
を
維
持
し
た
り
運
営
し
た
り
す

る
の
は
大
変
で
す
。
そ
の
時
の
収
入
と
か
決
算
書
を
見
る
と
、
村
税

の
ほ
と
ん
ど
が
糞
尿
代
だ
と
い
う
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
歳
出
を
見
て

も
ら
う
と
教
育
費
が
も
う
圧
倒
的
で
す
。
役
場
を
維
持
し
て
学
校
を

維
持
す
る
の
で
精
一
杯
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
見
て
も
被
差
別

部
落
が
独
立
校
を
選
ぶ
こ
と
の
理
由
が
ち
ょ
っ
と
垣
間
見
え
る
か
な
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こ
こ
か
ら
が
問
題
で
す
。「
爾
来
当
村
児
童
ハ
全
ク
教
育
ノ
道
ナ
キ

不
幸
ノ
青
年
ト
ナ
ル
」
つ
ま
り
お
金
の
問
題
が
あ
っ
て
学
校
を
潰
し

た
。
け
れ
ど
問
題
は
本
村
の
学
校
に
行
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
行
け
な
い
。
そ
れ
で
結
局
不
就
学
状
況
に
な
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
れ
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
、
不
就
学
を
克
服
す
る
努
力
を
こ
の
善
王
寺
の
人
た
ち
は
す

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
読
み
ま
す
ね
。

「
明
治
三
十
二
年
四
月
ヨ
リ
、
当
区
児
童
善
王
寺
校
ニ
登
校
ニ
決
ス
。

去
ル
明
治
十
年
三
月
創
立
ノ
支
校
廃
止
以
来
当
部
落
ノ
子
弟
ハ
全
ク

無
教
育
ト
ナ
リ
」
こ
こ
か
ら
が
な
ぜ
登
校
で
き
た
か
の
理
由
で
す
。 

「
徴
兵
適
齢
合
格
者
モ
目
ニ
一
丁
字
ナ
ク
、
入
営
后
ノ
困
難
甚
シ
キ

ヲ
嘆
キ
、
父
兄
及
村
内
有
志
ヘ
各
入
営
者
ヨ
リ
后
来
子
弟
ニ
教
育
ノ

急
務
ヲ
告
ゲ
、
一
方
当
部
落
有
志
者
モ
明
治
教
育
ノ
必
要
ヲ
感
ズ
ル

ヲ
以
テ
、
本
村
ノ
学
校
ニ
登
校
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
交
照
（
マ
マ
）
シ
、

去
年
来
百
方
苦
心
セ
シ
モ
、
村
役
場
及
郡
役
所
ニ
於
テ
採
用
セ
ラ
レ

ズ
。」
こ
こ
が
味
噌
で
す
ね
。
村
役
場
や
郡
の
役
所
で
は
聞
い
て
く

れ
な
い
。「
止
ム
ヲ
得
ズ
シ
テ
京
都
府
知
事
ヘ
直
接
申
請
ス
。
由
テ

同
年
四
月
ヨ
リ
公
然
登
校
ノ
運
ニ
至
リ
シ
ナ
リ
。」
と
い
う
文
章
が 

残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
何
が
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
、
分
校
を

潰
さ
れ
て
し
ま
っ
て
本
校
に
も
入
れ
な
い
で
、
全
く
勉
強
で
き
な
い

教
場
と
し
て
学
校
を
設
置
し
て
、
子
ど
も
は
八
人
し
か
い
な
い
の
で

す
け
れ
ど
、
教
師
も
し
っ
か
り
配
置
し
て
学
校
を
始
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
史
料
が
全
然
な
い
の
で
す
が
、
後
々
の
不
就
学
か
ら
共
学
が

で
き
た
と
い
う
北
部
の
小
さ
な
村
の
字
名
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
お

そ
ら
く
他
の
北
部
の
小
さ
な
村
で
も
こ
の
よ
う
に
学
校
を
建
て
て
努

力
を
始
め
て
い
た
の
だ
な
と
想
像
で
き
ま
す
。
一
八
八
一
年
、
そ
の

学
校
は
本
村
の
長
岡
小
学
校
の
支
校
、分
校
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
支
校
と
い
う
の
は
小
さ
い
子
だ
け
が
通
っ
て
い
る

学
校
で
、
小
学
校
の
三
年
生
と
か
四
年
生
に
な
る
と
本
校
に
行
く
と

い
う
位
置
づ
け
の
学
校
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
七
年
後
に
そ
の
支
校
が

廃
止
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
廃
止
さ
れ
た
か
と
い
う
理
由
が
、
こ
の
昔
の

文
章
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
読
み
上
げ
ま
す
ね
。

「
明
治
二
十
一
年
八
月
、
当
長
谷
部
落
学
校
廃
止
ト
ナ
ル
。
右
ハ
明

治
十
年
三
月
ノ
創
立
ニ
シ
テ
、
同
十
四
年
ヨ
リ
長
岡
学
校
ノ
支
校
ト

ナ
リ
、年
々
相
当
経
費
ヲ
支
給
サ
ル
ル
村
立
ノ
小
学
校
ト
ナ
リ
シ
ガ
、」

分
校
で
し
た
が
村
立
学
校
で
す
ね
。「
同
十
八
、
九
年
頃
ヨ
リ
子
弟

ヲ
持
タ
ザ
ル
当
部
（
落
）
戸
主
」
つ
ま
り
こ
れ
は
長
谷
の
被
差
別
部

落
の
人
た
ち
で
す
ね
。「
及
ビ
本
村
ノ
物
共
、
村
内
費
用
多
ク
ナ
リ

シ
ハ
長
谷
ニ
別
物
ノ
学
校
一
軒
殖
ヘ
タ
ル
故
ナ
リ
ト
、
口
々
ニ
紛
義

ヲ
唱
ヘ
、
遂
ニ
止
ム
ヲ
得
ズ
シ
テ
自
然
廃
校
ト
ナ
リ
シ
也
。
爾
来
」
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在
の
『
京
都
新
聞
』
で
す
。
そ
の
『
日
出
新
聞
』
に
報
道
さ
れ
て
、

こ
の
新
聞
の
影
響
で
日
本
全
国
各
地
の
同
じ
よ
う
な
被
差
別
部
落
の

モ
デ
ル
と
な
っ
て
、
本
校
に
登
校
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い

う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
く
ら
い
の
結
構
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
動
き

に
な
り
ま
し
た
。
実
際
問
題
こ
の
動
き
の
直
後
に
、
同
時
期
に
宮
津

尋
常
小
学
校
や
、
与
謝
郡
加
悦
町
遵
道
尋
常
小
学
校
な
ど
も
子
ど
も

た
ち
の
通
学
を
認
め
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
た
だ
そ
の
時
に
は
結
構

も
め
た
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
。
入
学
し
て
く

る
被
差
別
部
落
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、「
悪
感
情
」
が
あ
っ
た

こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
も
子
ど
も
た
ち

は
本
校
に
通
い
始
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
う
や
く
明
治
三
〇
年
代

に
な
っ
て
確
立
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
の
九
頁
の
二
行
目
か
ら
読
み
ま
す
ね
。

「
こ
の
よ
う
な
分
校
の
本
校
統
合
の
機
運
は
、
分
校
も
な
い
ま
ま
共

学
を
拒
否
さ
れ
て
い
た
被
差
別
部
落
に
と
っ
て
は『
初
め
て
の
就
学
』

を
実
現
す
る
契
機
と
な
っ
た
、
そ
の
契
機
に
な
っ
た
の
が
長
谷
地
区

の
京
都
府
へ
の
請
願
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。」
い
ろ
ん
な
形
で
実

現
し
ま
す
が
、
も
う
一
つ
、
郡
視
学
が
一
所
懸
命
動
い
て
、
郡
視
学

が
配
置
さ
れ
た
事
に
よ
っ
て
事
態
が
良
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
も
考
え
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

状
況
に
な
っ
て
い
た
青
年
た
ち
が
、
戦
争
に
と
ら
れ
た
後
に
、
手
紙

を
送
る
こ
と
も
で
き
ず
、
村
の
方
も
手
紙
を
受
け
取
る
こ
と
も
で
き

な
か
っ
た
の
で
非
常
に
苦
労
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
兵
隊
と
し
て
の

仕
事
に
も
苦
労
し
ま
す
。
こ
れ
は
勉
強
し
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
い
う

気
持
ち
が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
て
、
な
ん
と
か
学
校

に
入
れ
て
ほ
し
い
。
本
村
の
学
校
に
入
れ
て
ほ
し
い
と
交
渉
し
た
け

れ
ど
、
村
役
場
の
段
階
や
郡
役
所
の
段
階
で
は
駄
目
だ
っ
た
の
で
府

知
事
ま
で
い
っ
た
と
い
う
話
で
す
ね
。
そ
し
て
実
際
に
入
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
な
文
章
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ

も
読
み
ま
す
ね
。
ど
う
い
う
理
由
で
京
都
府
を
説
得
し
た
か
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
明
治
二
十
八
、
九
年
よ
り
兵
士
二
、
三
名
入
営
に
付
て
は
、
彼
等

一
人
に
て
屯
管
の
御
門
に
立
つ
者
あ
れ
ば
、」
よ
う
す
る
に
衛
兵
と

し
て
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。「
我
等
不
面
目
の
次
第
と
当
時
猶

更
擯
斥
甚
だ
し
く
、
只
銘
々
共
の
子
弟
等
今
に
至
る
迄
文
盲
に
て
、」

非
識
字
だ
っ
た
と
、「
文
盲
に
て
朽
果
候
様
の
手
段
の
み
に
候
間
、

何
卒
特
別
の
御
詮
議
を
以
て
、
責
め
て
は
男
子
た
り
と
も
平
等
の
学

課
に
進
み
候
様
」。
徴
兵
が
京
都
府
を
動
か
す
理
由
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

　
こ
れ
は
実
は
新
聞
に
報
道
さ
れ
た
文
章
で
す
。『
日
出
新
聞
』、
現
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ま
っ
て
教
育
に
つ
い
て
議
論
す
る
学
事
集
会
で
「
貧
民
教
育
の
件

　

貧
民
（
爰
に
貧
民
と
称
す
る
は
通
称
新
民
と
称
す
る
も
の
な
り
）」

も
う
差
別
用
語
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
す
。「
教
育
に
付
て
は
、
従
来

の
習
慣
も
あ
り
て
、
容
易
に
実
施
し
難
き
は
一
般
の
状
況
な
る
も
」、

つ
ま
り
非
常
に
難
し
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。「
是
等
の

者
を
し
て
何
時
迄
も
無
教
育
に
付
す
る
能
は
さ
る
を
以
て
、
前
年
以

来
」
つ
い
こ
の
間
で
す
ね
。
明
治
三
〇
年
以
来
「
各
町
村
に
於
て
は

之
れ
か
教
育
の
計
画
を
為
し
つ
つ
あ
る
」
け
ど
、
な
か
な
か
進
ん
で

い
ま
せ
ん
と
い
う
記
事
が
出
て
い
る
の
で
す
ね
。

　
そ
れ
を
県
議
会
で
安
藤
正
楽
さ
ん
と
い
う
方
が
問
題
に
し
て
く
れ

た
の
で
す
。
こ
の
安
藤
さ
ん
は
ど
う
い
う
人
だ
ろ
う
と
思
っ
た
ら
一

匹
狼
の
文
化
人
で
し
た
。
安
藤
さ
ん
と
い
う
人
が
か
な
り
問
題
に
し

て
く
れ
て
、
結
局
不
就
学
状
況
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
れ
は
お
か
し
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
県
議
会
で
三
年
に
わ
た
っ
て
問
題

に
し
た
の
で
す
ね
。

　
一
〇
頁
の
中
段
を
見
て
く
だ
さ
い
。
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年

に
内
務
省
に
「
部
落
の
概
況
」
と
し
て
愛
媛
県
が
報
告
し
た
新
聞
記

事
が
あ
り
ま
す
。「
こ
の
種
族
」、
こ
の
表
現
も
凄
い
で
す
が
、「
こ

の
種
族
の
児
童
教
育
に
関
し
て
は
、
従
来
普
通
民
が
彼
等
を
擯
斥
し
、

彼
れ
自
ら
被
差
別
部
落
に
於
て
も
地
位
を
卑
下
す
る
の
弊
風
あ
り
。

８
　
愛
媛
県
の
不
就
学
対
策
―
分
校
の
設
置
・
廃
止

　
も
う
一
つ
同
じ
よ
う
に
不
就
学
だ
っ
た
愛
媛
県
は
も
っ
と
悲
惨
だ
っ

た
の
で
す
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
同
じ
動
き
を
し
て
い
ま
す
。「
８
，
愛

媛
県
の
不
就
学
対
策
―
分
校
の
設
置
・
廃
止
」
の
下
の
と
こ
ろ
を
読

み
ま
す
ね
。

「
愛
媛
県
の
場
合
、
学
区
を
構
成
す
る
旧
村
落
が
部
落
の
こ
ど
も
を

排
除
し
、
部
落
の
こ
ど
も
が
就
学
す
る
と
自
分
た
ち
の
子
ど
も
を
就

学
さ
せ
な
い
と
い
う
暴
挙
に
出
る
た
め
、
教
育
行
政
は
共
学
を
推
進

で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
長
期
に
わ
た
っ
て
部
落
の
こ
ど
も
は
不
就
学
」

で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
で
す
。
愛
媛
県
の
被
差
別
部
落
の
新
居
郡
泉

川
村
と
い
う
と
こ
ろ
が
、な
ん
と
か
し
た
い
と
、一
八
九
〇
年
に
な
っ

て
わ
ざ
わ
ざ
分
校
を
設
置
し
た
と
い
う
新
聞
記
事
が
あ
り
ま
す
。
ほ

ん
と
う
は
本
校
に
行
き
た
か
っ
た
の
だ
け
ど
も
、
本
校
の
人
が
や
っ

ぱ
り
入
れ
て
く
れ
な
い
の
で
、
泉
川
村
と
し
て
は
八
方
手
を
尽
く
し

て
、
結
局
自
分
た
ち
の
村
に
校
舎
を
建
て
、
老
教
員
を
雇
っ
て
寺
子

屋
の
よ
う
な
も
の
を
始
め
ま
し
た
と
い
う
文
章
が
載
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。

　
レ
ジ
ュ
メ
の
一
〇
頁
目
で
す
が
、
愛
媛
県
の
史
料
は
偶
然
、
大
阪

の
人
が
集
め
て
く
れ
て
い
た
史
料
集
に
出
て
い
て
、
そ
れ
で
知
っ
た

の
で
す
が
、
明
治
三
〇
年
以
降
愛
媛
県
で
は
こ
れ
は
教
員
た
ち
が
集

学校教育からの排除と被差別部落の葛藤
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明
治
五
年
だ
か
ら
三
五
年
た
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。

　
と
い
う
か
た
ち
で
「
次
善
の
策
」
と
し
て
部
落
学
校
を
建
て
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
愛
媛
県
の
場
合
わ
か
る
の
で
す
が
、
当
然
、
兵
庫

県
と
同
じ
く
学
区
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

だ
け
ど
「
次
善
の
策
」
で
す
が
、
こ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
落

の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
保
障
は
辛
う
じ
て
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

９
　
統
合
後
の
差
別

　
次
で
す
が
、「
共
学
」
が
実
現
し
て
い
く
中
で
、
明
治
末
か
ら
大
正
、

昭
和
に
か
け
て
、
戦
後
も
含
め
て
、
被
差
別
部
落
の
子
ど
も
た
ち
が

学
校
で
ど
ん
な
目
に
あ
っ
た
か
っ
た
と
い
う
の
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
と
い
う
か
、
山
の
よ
う
に
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
全
国
各
地
、

山
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
分
か
り
や

す
い
文
章
が
、
こ
の
水
平
運
動
の
「
無
名
戦
士
」
の
聞
き
取
り
で
す
。

こ
の
表
は
そ
れ
を
た
だ
表
に
し
て
示
し
た
だ
け
の
も
の
で
す
。
実
は

最
初
、
新
堂
と
か
西
浜
と
か
庄
と
か
大
福
と
か
い
う
ふ
う
に
具
体
的

な
地
名
を
出
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
こ
の
表
を
作
り

ま
し
た
。
今
の
部
落
の
教
育
史
や
、
も
っ
と
い
う
と
被
差
別
部
落
の

緻
密
な
事
実
に
基
づ
い
た
歴
史
を
書
く
の
が
結
構
困
難
に
な
っ
て
い

彼
等
の
父
兄
は
無
教
育
の
輩
な
る
を
以
て
」、
文
章
が
ひ
ど
い
の
で

す
が
、
我
慢
し
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
。「
子
弟
教
育
の
思
想
乏
し
く
、

貧
困
其
他
種
々
の
事
に
口
を
藉
り
、
殊
に
児
童
が
」
こ
こ
で
す
。「
殊

に
児
童
が
普
通
民
の
児
童
と
相
親
和
せ
ざ
る
が
故
に
就
学
を
肯
ん
せ

ざ
る
の
状
あ
る
を
以
て
、」
こ
れ
が
一
番
の
原
因
だ
っ
た
と
私
は
読

ん
だ
の
で
す
が
「
従
前
此
の
種
族
の
最
も
多
数
存
在
す
る
部
落
に
於

て
は
、
特
に
彼
等
の
為
め
に
支
教
場
を
設
置
せ
し
む
る
の
途
を
講
じ
、

以
て
教
育
の
普
及
を
奨
励
せ
り
。」
し
か
た
な
く
だ
け
ど
も
、
自
分

た
ち
の
村
の
学
校
を
建
て
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
然
る
に
時

運
の
進
歩
発
達
に
伴
ひ
村
費
の
膨
張
を
来
た
し
、
分
教
場
設
置
不
経

済
な
る
の
も
な
ら
ず
学
校
統
一
上
と
し
て
も
甚
だ
不
可
な
り
。」
と
、

不
経
済
だ
し
、
や
っ
ぱ
り
統
一
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
殊

に
分
教
場
を
持
続
す
る
は
即
ち
社
交
上
の
障
壁
を
存
置
す
る
に
外
な

ら
ず
、」
分
教
場
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
交
ろ
わ
ず
と
い

う
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
と
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
す
。「
又
社
会

の
状
態
よ
り
此
種
族
に
対
す
る
観
念
に
至
り
て
も
亦
従
前
の
如
く
な

ら
ざ
る
を
以
て
、」
少
し
は
変
化
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。 

「
今
日
に
於
て
は
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
を
除
く
の
外
は
分
教
場
を

廃
止
し
た
る
に
由
り
普
通
民
と
一
同
に
教
授
せ
り
。」
と
い
う
の
が
、

明
治
の
四
〇
年
の
新
聞
記
事
で
す
ね
。
学
校
教
育
が
始
ま
っ
た
の
が
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も
あ
り
ま
す
し
、
ま
ぁ
、
分
教
場
は
良
か
っ
た
と
い
う
話
に
も
な
っ

て
く
る
の
で
す
。
中
に
は
教
員
に
よ
る
差
別
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な

事
も
指
摘
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
唾
を
吐
き
か
け
ら
れ
た
と
か
、

穢
多
と
呼
ば
れ
た
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ッ
ク
リ
す
る
よ
う
な
事
柄

が
あ
っ
て
、
学
校
は
共
学
と
い
う
形
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
も

し
な
か
っ
た
の
だ
な
と
い
う
事
が
非
常
に
よ
く
分
か
り
ま
す
。
と
い

う
こ
と
が
た
っ
た
一
つ
の
本
で
も
分
か
る
と
い
う
こ
と
を
た
だ
書
い

た
だ
け
の
こ
と
で
す
。

10
　
お
わ
り
に

　
ま
と
め
の
話
で
す
。
最
後
の
頁
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
四
類
型
と
い
う
こ
と
で
、統
合
教
育
と
分
離
教
育
、主
体
性
が
あ
っ

た
か
、
な
か
っ
た
か
と
い
う
形
の
四
象
限
に
分
か
れ
た
も
の
を
見
て

も
ら
い
ま
し
た
。
四
類
型
で
近
代
学
校
教
育
と
被
差
別
部
落
の
関
係

を
見
る
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
し
た
。
た
だ
、
す
べ
て
の
類
型
、
ど

の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
て
も
近
世
以
来
の
部
落
差
別
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
な
ぜ
そ
う
い
う
類
型
で
考

え
た
か
と
い
う
結
論
の
と
こ
ろ
を
読
み
上
げ
ま
す
ね
。

「
学
校
教
育
の
実
現
は
近
世
村
落
共
同
体
が
物
心
両
面
で
支
え
て
お

り
」
も
う
何
度
も
言
っ
た
と
お
り
で
す
が
、「
県
や
国
と
い
っ
た
広
域

て
、
こ
れ
書
く
だ
け
で
、
あ
る
意
味
「
地
名
総
鑑
」
だ
っ
て
言
わ
れ

た
ら
、
ま
さ
に
そ
う
で
す
よ
ね
。
大
阪
の
新
堂
、
大
阪
の
西
浜
、
和

歌
山
の
庄
と
い
う
ふ
う
に
出
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
。
い
ろ
ん

な
所
、
大
阪
だ
と
か
和
歌
山
だ
と
か
奈
良
と
か
、
あ
る
い
は
京
都
も

田
中
部
落
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
全
国
各
地
の
い
ろ
ん
な

「
水
平
運
動
の
無
名
戦
士
」、
水
平
運
動
を
や
っ
て
い
た
方
々
か
ら

聞
き
取
り
を
書
い
た
も
の
が
載
っ
て
い
る
本
で
す
が
、
そ
の
本
で
自

分
た
ち
の
幼
い
頃
の
状
況
を
話
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
を
書
き
だ
し

た
表
な
の
で
す
。

　
被
差
別
体
験
を
言
っ
て
い
な
い
人
は
分
教
場
に
行
っ
て
い
た
人
な

の
で
す
。
統
合
教
育
さ
れ
て
本
校
に
行
っ
て
い
た
人
た
ち
の
被
差
別

体
験
と
い
う
の
が
、
ま
ぁ
す
ご
い
。
明
治
時
代
で
す
か
ら
、
よ
く
ぞ

行
っ
て
く
れ
て
い
た
、
よ
く
ぞ
通
っ
た
な
と
状
況
な
の
で
す
ね
。
な

る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
が
、
た
と
え
ば
１
番
の
大
阪
の
新
堂
の
太
田
さ

ん
は
、
連
日
差
別
を
受
け
て
い
て
、
教
師
も
そ
れ
に
つ
い
て
も
何
の

指
導
も
し
て
く
れ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
ね
、
興
味
深
か
っ
た

の
は
学
校
生
活
の
中
で
尋
常
小
学
校
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
も
カ

タ
カ
ナ
を
読
め
る
程
度
の
学
力
だ
っ
た
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。

つ
ま
り
、差
別
を
受
け
た
か
ら
落
ち
着
い
て
勉
強
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
か
っ

た
と
彼
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
っ
て
何
な
の
と
考
え
る
こ
と
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を
受
け
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
で
も
就
学
拒
否
、
統
合
教
育
を

受
け
る
よ
う
に
す
れ
ば
当
然
、
向
こ
う
も
就
学
拒
否
す
る
し
、
子
ど

も
た
ち
も
行
き
た
が
ら
な
い
と
い
う
葛
藤
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

部
落
側
は
子
ど
も
た
ち
に
教
育
を
保
障
す
る
と
い
う
の
を
明
治
五
年

の
学
制
期
に
も
う
ど
ん
な
小
さ
な
村
で
も
自
分
た
ち
の
小
学
校
を
建

て
て
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
す
ご
い
勢
い
で
建
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、

教
育
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
、
教
育
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
気
持
ち
を
被
差
別
部
落
の
側
は
非
常
に
濃
く
も
っ
て
い
た
と
思

う
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
共
同
体
と
し
て
の
願
い
と
、
で
も
上
手
く

お
金
も
集
ま
ら
な
い
。
あ
る
い
は
統
合
教
育
し
た
ら
い
じ
め
ら
れ
る

と
い
う
中
で
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
頑
張
っ
て

き
た
の
が
明
治
時
代
の
被
差
別
部
落
と
学
校
教
育
の
関
係
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
ま
す
。

　
結
局
、
や
っ
ぱ
り
排
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
濃
厚
で
す
。
部

落
外
と
の
交
流
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
同
調
的
就
学
意
欲
、
こ
れ

は
教
育
史
で
よ
く
使
う
言
葉
で
す
が
、
み
ん
な
が
行
く
か
ら
私
も
行

く
と
い
う
こ
と
で
す
、
そ
れ
を
喚
起
し
な
い
。
み
ん
な
が
行
か
な
い

か
ら
私
も
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
学
校
で
の
差
別
が
あ
る
。

経
済
的
な
状
況
の
問
題
が
あ
る
。立
身
出
世
で
き
な
い
。学
校
へ
行
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
立
身
出
世
す
る
展
望
が
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う

行
政
は
近
世
村
落
が
決
め
る
設
置
区
域
（
学
区
）
に
対
し
て
監
督
命

令
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
」、
あ
な
た
た
ち
が
や
っ
て
く
れ

る
な
ら
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
状
態
で
す
ね
。
監
督
、

命
令
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、「
近
代
学
校
教
育
に
お
け
る

部
落
問
題
は
近
世
村
落
共
同
体
に
よ
る
排
除
が
そ
の
ま
ま
継
続
し
た

た
め
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。」
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
そ
の
た
め
、
都
市
部
と
農
村
部
、
あ
る
い
は
地
域
指
導
者
の
存

在
の
有
無
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
村
で
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
な
形
態
で
学
校

教
育
が
展
開
し
た
」
し
か
も
、「
教
育
費
に
つ
い
て
は
学
区
負
担
」

が
当
た
り
前
だ
っ
た
の
で
、「
学
区
に
よ
る
教
育
条
件
の
格
差
は
必

然
で
あ
り
」、
松
方
デ
フ
レ
以
降
「
貧
困
化
が
進
ん
だ
被
差
別
部
落

で
独
立
校
を
も
っ
て
い
る
所
は
悪
戦
苦
闘
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。」「
部
落
の
貧
困
化
が
教
育
条
件
の
格
差
に
結
び
付
い
た

の
は
学
区
に
よ
る
学
校
設
置
維
持
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
た
め
で
す
。」

こ
れ
は
地
方
自
治
を
重
ん
じ
ま
し
ょ
う
と
い
う
形
で
、
ど
ん
ど
ん
地

方
に
な
に
か
を
任
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
財
政
的
に
は
こ
う
い
う
問

題
を
必
ず
引
き
起
こ
す
と
い
う
事
が
よ
く
分
か
る
話
で
す
。

　
何
が
言
い
た
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
被
差
別
部
落
と
い
う
所
は
こ

う
い
う
中
で
近
代
学
校
教
育
を
自
分
た
ち
の
主
体
性
も
あ
っ
て
頑
張
っ

て
や
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
一
方
で
自
分
た
ち
の
子
ど
も
に
教
育
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と
い
う
流
れ
の
中
で
、
包
摂
さ
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
れ
を
ど
う

捉
え
る
か
、
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
ま
た
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
た
だ
一
緒
に
な
れ
ば
良
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
今
日
は
教
育
の
内
容
の
問
題
は
な
に
も
言
っ

て
い
ま
せ
ん
の
で
。
そ
の
教
育
内
容
は
ど
う
だ
か
と
い
う
こ
と
は
、

ま
た
別
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
も
か
く

基
礎
教
育
を
保
障
し
て
も
ら
う
場
に
す
る
こ
と
が
ま
ま
な
ら
な
か
っ

た
。
よ
う
や
く
基
礎
教
育
が
そ
れ
な
り
に
被
差
別
部
落
の
人
に
も
手

が
届
く
よ
う
に
な
っ
た
。
部
落
と
い
う
集
合
体
に
対
し
て
ち
ゃ
ん
と

保
障
し
よ
う
と
い
う
問
題
意
識
が
生
ま
れ
る
の
は
明
治
三
〇
年
代
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

い
う
こ
と
が
就
学
拒
否
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
一
方
で
教
育
要

求
は
あ
る
。
そ
の
教
育
要
求
と
就
学
拒
否
と
い
う
葛
藤
を
個
々
の
人

も
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
国
が
介
入
す
る
こ
と
で
問
題
が
解
決
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
い

ま
す
が
、
確
か
に
排
除
の
直
接
的
な
要
因
は
村
落
共
同
体
の
秩
序
の

問
題
が
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
経
過
を
見
る
と
地
方
官
吏
、
地
方
の
官

僚
が
部
落
差
別
を
排
除
す
る
と
い
う
形
で
、
多
く
は
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ

ン
で
解
決
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う

目
で
見
る
と
国
民
教
育
の
普
及
と
い
う
の
が
国
の
指
導
強
化
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。
今
風
の
言
葉
で
い
う
と
、
被
差
別
部
落
を
包
摂
す
る
、

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
で
す
ね
。「
包
摂
」
す
る
と
い
う
表
現
が
あ
っ
て
、

今
も
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
包
摂
す
る
っ
て
い
う
表
現
を
教
育
畑
の

人
間
は
し
て
い
ま
す
。「
包
摂
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
七
〇
年
代

に
は
「
懐
柔
」
さ
れ
た
っ
て
言
っ
て
い
た
よ
ね
と
思
い
ま
し
て
、
本

流
に
入
れ
て
も
ら
う
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
を
作
り
、
そ
う
い
う
よ
う
に

し
ろ
と
い
う
要
求
は
当
然
す
る
の
で
す
が
、あ
る
意
味
、そ
こ
に
乗
っ

て
し
ま
う
と
い
う
事
で
す
か
ら
、
七
〇
年
代
あ
た
り
は
「
権
力
に
懐

柔
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
形
で
少
し
問
題
に
し
て
い
た
事
な
の
で
す

ね
。

　
そ
う
い
う
事
で
被
差
別
部
落
の
子
ど
も
た
ち
が
分
離
か
ら
統
合
へ

学校教育からの排除と被差別部落の葛藤
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2022年度差別の歴史を考える連続講座              2022，10，14 

学校教育からの排除と被差別部落の葛藤 

―統合教育と分離教育のはざま― 
京都教育大学非常勤講師：伊藤悦子 

 
１，はじめに―問題の設定 
「近代学校教育と部落問題」（『講座近現代日本の部落問題第一巻 近代の部落問題』解放出

版社 2022）より 
目的：国民形成としての近代学校教育から被差別部落が排除された諸相について明らか

にし、その排除の仕組や要因の検討 
 
先行研究の状況 
白石正明「第一章明治編第二節学校教育と部落解放」（大阪市教育研究所編『部落解放と教

育の歴史』部落解放研究所 1973） 
赤塚康雄『底辺からみた学校教育―戦前の歴史―』解放出版社 1985 
⇒当時の教育史研究の主流であった国家の教育制度との関連 
村落共同体による被差別部落の排除という問題意識では検討されていない。 

 
最近の教育史研究：近世村落共同体への着目 
荒井明夫「日本における国家の近代化と教育の近代化」（『日本の教育史学―教育史学会紀要』

第 54集 2011年） 
「政府が急速に求めた近代化政策の一環である近代学校設立の課題は、一大地域的公共

事業で、それゆえ近世社会以来の伝統的地域的共同性に依拠し、地域民衆の支持の取り付け

と物心両面の支援抜きには実現できない公共事業」 
土方苑子『近代日本の学校と地域社会』東大出版 1994 
学校設置維持運営の主体となった「学区」の意味 
 
「部落学校」の研究 その評価の問題 

安川寿之輔「未解放部落における義務教育就学に関する一考察」（『部落問題研究』第 15輯 

1963） 
安川重行「部落学校の歴史的考察―教育における差別の百年―」（『部落問題研究』第 25輯 

1969） 
東野正明「播磨地方における「身分学校」の研究（一） 東播地方の史料と分析」（安達五

男編著『近代の教育と部落問題』明石書店 1983） 
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差別の象徴としての「部落学校」研究と資料蓄積 
灘本：部落学校だけの研究では「『部落学校』以外の教育のあり様に目がゆかな」くなると

ともに、「『部落学校』の有無によって差別を語ろうとしてしまうため、個々の『部落学校』

の内容の吟味が不充分なまま否定的な評価を先行」させてしまう危険性（灘本昌久「明治期

京都における被差別部落の義務教育について―府下四部落の事例を通して―」（『京都部落

史研究所紀要』第３号 1983年） 
小早川：「部落学校が存在した地域としなかった地域がモザイク状になっている全体像に対

する考察が先行研究において無視されている」（小早川明良「被差別部落と公教育に関する

定説の批判的検討」（広島部落解放研究所『部落解放研究』第 16号 2010） 
 
 
全体の像の把握とその中身の考察の必要 
図１のように、近世的排除である「別学」と「共学」をめぐって被差別部落の主体的営為

の強弱を考慮して四つの類型で、部落における近代学校教育の定着過程を考察 

 

地域による多様性：都市部と農村部、近畿圏とそれ以外 
統合教育と分離教育  普遍的な課題 integration ntegration  segregation 
 1960年代のアメリカにおける黒人分離教育から統合教育、現在進行形の障害児教育 
 
国民国家形成の観点から：「国民育成」⇒「身分差別の解消」が必要 
近世村落共同体を基盤としていた「学区」は「身分差別」を維持 
「学区」制度が教育行政制度の中央集権化のなかで末端行政化⇒部落学校の廃止促進 
結論として 
学校教育の実施過程が構造的に「身分差別」を内包しながら国民国家実現の過程で「別学」

という学校単位の排除を克服し統合教育を実現していく一方で、資本主義生産過程から生

み出される貧困層を国民国家に包摂するための特別学校が統合教育のなかで模索されるよ

うになる過程を明らかにする   本日は前半の統合教育実現まで 

分離教育
（部落学校）

（身分学校）

部落の主体性　小

図1　学校設置をめぐる状況

部落の主体性　大

共学別学

統合教育独立校の設置

就学拒否
（不就学）
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２，具体的な部落の資料に入る前に 近代学校教育の開始 教育制度についてのおさらい 
1872，8「学制」発布 
「邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめんことを期す人の父兄たるもの宜しく此の

意を体認し其愛育の情を厚くし其子弟をして必ず学に従事せしめざるべからずなり」 
 「一般人民」皆学を宣言 
８大学区、32中学区、１中学区に 210小学区、小学区毎に１小学校建設。学区制 
教育行政組織＝大区小区制、この行政組織が近世共同体そのもの 
明治 1年番組改変、今日の「学区」という組織。 
「大年寄は「総区長」、中年寄は「区長」、添年寄は「副区長」、町年寄は「戸長」と名を

改めていたが、京都府では学区取締を置くことはせず、小学校業務は従来通り区長・副区長

によって行われた。なお区長が学区取締を、副区長が副学区取締を兼任することが明示され

たのは 1867 年であった」（辻ミチ子「民衆と町自治―町組と小学校」（『季刊論叢 日本文

化八「町組と小学校」』角川書店 1977） 
 

 近世村落共同体による最初の「近代的公共事業が学校設置・運営」 
ゆえに、近世身分制による排除システムや考えが持ち込まれる。 
３，学制期の具体的姿 
近代学校教育は村落共同体によるもの、費用は民費（戸数割集金、授業料、寄付など） 
独立村としての被差別部落、財力のある部落の場合、「独立校」、 
京都の場合、柳原村（荘）と蓮台野村 
 
＊五つあった旧役人村のうち、天部村（三か町）は二部され、二カ町は下京二十五番組（粟

田）に、一カ町は同二十四番組（有済）に編入、川崎村は田中村、北小路村は西京村にそれ

ぞれ合併された。それぞれに学校が設置されているが、粟田校・有済校に関して市中の番組

内部からの編入阻止は記録には見当たらず、田中村・北小路村についても被差別部落住民の

動静を示す史料はない（辻 1990）。 
 
蓮台野村の場合、 
1870（明治三）年益井家からの寄付三百余円で新校舎建設 
1873 年学制に基づく小学校、73 年の段階で生徒男 50 人、女 22 人、開校式には京都府

知事が出席。 
1875年隣村と合併して西紫竹大門村、学校は独立校として維持。 

 
学制期の村落小学校（独立校）設置状況 
兵庫県；安達五男編『近代の教育と部落問題』（1983） 
東播磨の場合、記録に残る限り 38校が 1873年から 75年に設置。「加東、加西、多可の
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三郡については、すべての独立村被差別部落に学校が建設されていた」（東野 1983）。 
 

奈良県；独立校 25校、1882（明治 15）年、83年の就学状況は、部落独立校平均就学率は
67，9％、県全体は 70.3％（奥田善則「大和国における小学校就学状況―明治一五年『公立
小学校設置開申書』から―」（『奈良県立同和問題関係史料センター研究紀要』２号 1995） 

 
一方、枝村として存在していた小規模な被差別部落の場合、本村の学校に就学。就学拒否

のため、実質的には不就学。 
愛媛県となる「石鉄県勧学告諭」では次のように部落との「共学」を諭している。 
凡ソ人民ノ知慮ヲ開キ芸能ヲ長スル所以ノ者学ニ非サル得ル能ハサルナリ、故ニ学制

ノ儀ニ就テハ昨壬申歳既ニ官令アリシ如ク、四民各男女ヲ論セス、幼稚ノ時に必ス学校

ニ入リ、（中略）。速カニ入学セシメテ良知ヲ開発シ、良能ヲ長進セシムルニ若クハナシ。

且夫ノ一様ノ人民ナルヲ強チニ穢多と斥ソケ視テ猫狗ヨリモ賤シメシハ全ク未開ノ弊

習ナレハ既ニ其称ヲ廃セラレ且平民ト歯スルヲ得セシメ玉ヘリ。サレハ同ク入学シテ

互ニ講習ノ益ヲ取ルヘシ（「石鉄県紀 内閣文庫」近代史文庫大阪研究会『愛媛部落史

資料』1976） 
 「就学告諭」において被差別部落に言及しているのは山口県、福岡県。共学に言及してい

るのは石鉄県だけ。（高瀬 幸恵「愛媛県の就学告諭」荒川明夫編著『近代日本黎明期にお

ける「就学告諭」の研究』東信堂 2008） 
これら地域が「初めて就学した」のが明治二〇年代、さらには三〇年代だったという記録

⇒住民の「差別意識」の結果＋学校設置維持組織が近世村落共同体というシステムの問題 
 
４，地方行政制度・教育制度の改変の意味 
学制に基づいて始まった小学区単位の学校設置 
1879年教育令の時には「町村あるいは町村連合」 

地方政治に制限選挙制度導入、 
郡区町村編成法により、都市部では区長―戸長、農村部では郡長―戸長 
戸長は公選され知事が任命、学校は戸長が率いる町村によって設置維持 

1884年官選戸長役場制 旧村の指導者から地方官僚としての戸長 
1885年教育令では公選学務委員が廃止、戸長に権限が集中、 
 
教育史研究：中央集権体制確立への布石であり、教育の国家主義化への地ならし 
部落問題に限ると、旧村指導者から「四民平等の国民教育」の実現をめざす官僚 
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土屋忠雄『明治前期教育政策史の研究』講談社 1962から作成 
  
５，部落学校の設置・廃止と学区  兵庫県の事例 

 兵庫県東播磨を検討した東野正明論文 
東野は「部落学校」を「身分学校」として位置づけ、 
「単に被差別部落に設立され存在した学校をいうのではなく、明治初年に学制によって

設立された部落の学校が学制及び教育令時代の学校統合の過程で次第に孤立させられ、行

政的に再編されたものを『身分学校』と規定」（東野 1983） 
 
先に紹介したように、兵庫県播磨地方では学制期に独立村であった被差別部落に学校が

設置、しかし、明治一〇年代、いわゆる「教育令期」には、旧村落に林立して設置された小

学校の分合が進むなか、①部落同士の合併、②部落外との合併、③廃校、④明治一七年の学

区改定まで独立維持が確認されたものが 10校あるとしている。 
学区統廃合の過程、加西郡の場合 15学区が設置。本校が 15校、分校が 10校（うち 6校
が被差別部落に設置） 
これらの分合は郡区長の意見を踏まえていたこと、そして郡区長は旧村が「自由に」設定

表１　地方行政及び教育行政の組織変遷
地方行政制度 地方制度 行政職 教育制度 小学校の設置主体 学区責任者 備考

1872（M５） 大区小区制 県・大区・小区
大区：区長、小区：戸長、町村に
組頭

1872（M５） 学制
大学区・中学区・小
学区

学区取締（公選）

1878（M11)
地方三新法、郡区
町村編成法
(7/22)

県・郡区・町村
郡長、区長、戸長の配置、戸長
は公選後、知事が任命。

郡区町村の区域名称は「旧による」。戸長の多くは
旧指導層。郡区に課税権はない、町村の調整役

1879(M12)
第一次教育令
（9/29)

町村あるいは町村連
合で設置

学務委員（公選） 学務委員は町村の機関。

1880(M13)
第二次教育令
(12/28)

同上
学務委員に戸長参加、府
知事の任命制

教育内容について干渉主義である一方、補助金制
度の全廃。

1880(M13) 区町村会法 公選議員による会議、財政の議決
1884(M17) 官選戸長役場制 戸長は知事による官選。 平均500戸一人の戸長を目標。連合戸長役場

1885(M18)
第三次教育令
(8/12)

同上
学務委員廃止、行政責任
は戸長

教育費削減のための改正、授業料徴収原則

1886(M19) 第一次小学校令
戸長役場・行政区と学区が一致。授業料徴収の一
方、不徴収の簡易小学校。資産積立開始。

1888(M21) 市制・町村制
町村合併の推
進

市長及び市参事会、町村長。市
長は市会推薦のうち内務大臣
選任。後は選挙。

独立自治に耐える資力のある町村、町村合併の推
進

1888(M22)
大日本帝国憲法
制定

1890 (M23)
地方学事通則(10
/3)

町村学校組合
学務委員復活、国政委任
事務の補助者

町村学校組合（教育行政担当）の設置、財政責任
について規定。

1890(M23)
第二次小学校令
(10/7）

市町村の学校組合、
連合学校組合

小学校教育目的の定立。国家が内的事項、設置維
持の責任は市町村の原則が確立。一市町村に一
小学校の原則。行政区と学区の一致。資力乏しい
場合、連合組合になる。

1890(M23) 府県制・郡制
地方公共団体
として独立

1897(m30) 地方視学の設置 道府県レベル、判任官、全国で100人。
1899(M32) 地方官管制の改革 郡の教育責任は郡視学 視学・郡視学・視学官、教育行政の監督強化
1900（M33) 第三次小学校令 義務教育の厳格化、原則授業料廃止

一般行政区と学区は別。実態は一致が多い。人口
600人に一小学校区だが、旧村が小学校を設置。
学区取締が学校世話掛を人選、戸長と学区取締は

兼任が多い。

110



 

6 
 

した結果を追認したもの。その結果、枝郷として本村と「混住」していた子どもたちさえ、

本校ではなく分校に就学することになった事実を指摘している。 
1886年 「身分学校」は経費削減を目指して統廃合、形式的共学、 
結果、1886年から 91年まで分校廃止後、不就学状態。本校に編入されない。 
1880年代の被差別部落住民にとっての分校の意味：差別の結果であるが、一村独立の身

分学校の方が、本校に統合されていた村より就学者が多くなったという。すなわち、部落の

実態に即して運営できる独立校は就学する子どもや保護者にとって「就学しやすい学校」で

あり、差別が日常的にある本校から子どもを守ったともいえよう。法制上、制度上の統合教

育と分離教育の是非は、その教育を受けている当事者及びその保護者の「その時、その場の」

ミクロレベルでの評価と、メインストリームの教育機関からの排除というマクロの視点か

ら考察する必要がある。 
  
６，野口村（旧蓮台野村）の分村独立と小学校経営 

1875年蓮台野村は鷹峯村と合併、行政区と学区は別扱い、独立校を維持 
1888年 市制町村制施行の過程で行政村として独立するという選択 
なぜか？？？ 
1894年 4月に鷹峯村から郡に出された分村の上申理由 
本村の内字蓮台野は、古来独立の一村たりしが、明治八年二月府庁の諭告に因りて当時

の西紫竹大門村、即現今の鷹峯村に合併して一村となり、以て今日に至る。閲歴日浅き

に非ず。而して其実際の情況に至りては依然尚旧態を改めず。両区の民心常に相背馳し、

殆ど水炭相容れざるの観あり。然る所以のものは其原因一にして足らずと雖ども、抑風

俗・習慣・生業等百般の情況相同じからざるに、職由せずんばあらず。左に一二の現象

を挙げて之を証せん。 
抑蓮台野区は古来穢多の一部落にして（中略）、而して元より尋常一般人民に異なるこ

となしと雖も、或る事情に於て、一種特別なる感情あるを免れず。因習の尚しき未だ旧

慣を脱する能はざるもの亦怪むに足らず。其情況に至りては、常に鷹峯区と交際するを

厭ふの風ありて、猜疑の情深く、為めに種々の妄想を起こして陰に怨望するの感あるを

見る。（『町村引継文書』鷹峯村 1891年 前掲『京都の部落史』6巻） 
 
合併村では一村として運営することができなかった原因を蓮台野村の猜疑心・被害妄想

に求めているが、そういう状況を生まざるを得ない差別の実態があったことが推察される。 
具体的要因として、道路の開鑿に関わる村債が蓮台野にとっては重い。 
蓮台野村の財政努力、自治による団結 
 
全区の公民より共有財産を購ひ、其他旧来申合上の慣行により、区内各戸の糞尿を公に

売し、区の雑収入として一般村税・戸数割賦課額に充つるの資とせり。而してこの一ヶ
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年度の収入は略ぼ区内各戸の負担すべき村税の賦課額を償ふを尚余り。是等其部落協

同一致の美挙にして、曾て他に行はれ難きの事実なり。之に依て是を観れば其資力充分

ならずと雖ども、将来独立上相当の結合力ありて、即ち堅固なる一団体となるは信じて

疑はざる所なり。（中略）固より教育費の如きは従来各区に小学の設けありて、其費額

は各部落に於て是を負担するを以て増減あることなし。 
 
公衆浴場の経営、糞尿売却費を共通経費、それを村税の代替（これは京都町組の慣例） 
1892年鷹峯村から野口村が分村 分村の背景にあった小学校の維持問題 
 
 この両地区が一村となったのは、明治８年であったが、それよりまえそれぞれの地域に

小学校を設立していた。小学校は文教政策として統一的な面をもちながら、すぐれて共

同体的なものである。それだけに郷土というまとまりは、多くの場合小学校単位で形成

された。この地においても、明治 20年両地区の学校を鷹峯校に統一し、一村として村
政の簡易化と財政の軽減をはかった。しかし、とりあえず野口村の地にあった学校を分

教場として残していたため、その効果をみないうち、両村間に分村の議がおこり明治 25
年府の許可するところとなった（『京都府市町村合併史』1968年）。 

 
主体的選択の結果、独立校になった稀有な事例 （近江八幡市の武佐小学校も） 
しかし、この後の楽只小学校の維持運営、困難。就学率も厳しい。 

  
 
７，京都府北部における状況（中郡善王寺村の闘い） 不就学から共学へ。 
昭和 10年の段階で 20戸 100人という小規模な村 
都市部と異なる差別の諸相：「苗字改姓事件」 
1877（明治 10）年浄善寺本堂を教場とした学校を設置、生徒 8人、 

教師は谷藤広右衛門 
1881年 本村長岡小学校の支校（上級生になると本校） 
1888年 支校が廃止 
 明治二十一年八月、当長谷部落学校廃止トナル。右ハ明治十年三月ノ創立ニシテ、同十

四年ヨリ長岡学校ノ支校トナリ、年々相当経費ヲ支給サルル村立ノ小学校トナリシガ、

表２　野口村明治31年度歳入出決算書

財産より生ずる収入 193円500 役場費 295円758
手数料 5円930 会議費 3円670
雑収入 1円100 土木費 2円450
交付金 18円910 教育費 235円692
村税 359円０６７衛生費 15円310
寄付金 4円 諸税及び負担 294円487
合計 582円507 合計 582円367

歳入 歳出
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同十八、九年頃ヨリ子弟ヲ持タザル当部（落）戸主及ビ本村ノ物共、村内費用多クナリ

シハ長谷ニ別物ノ学校一軒殖ヘタル故ナリト、口々ニ紛義ヲ唱ヘ、遂ニ止ムヲ得ズシテ

自然廃校トナリシ也。爾来当村児童ハ全ク教育ノ道ナキ不幸ノ青年トナル（前掲『浄善

寺永代記録』明治二一年） 
 
1888年から 1899年まで不就学 本校への就学を勝ち取る 
明治三十二年四月ヨリ、当区児童善王寺校ニ登校ニ決ス。去ル明治十年三月創立ノ支校

廃止以来当部落ノ子弟ハ全ク無教育トナリ、徴兵適齢合格者モ目ニ一丁字ナク、入営后

ノ困難甚シキヲ嘆キ、父兄及村内有志ヘ各入営者ヨリ后来子弟ニ教育ノ急務ヲ告ゲ、一

方当部有志者モ明治教育ノ必要ヲ感ズルヲ以テ、本村ノ学校ニ登校セシメンコトヲ

交照
マ マ

シ、去年来百方苦心セシモ、村役場及郡役所ニ於テ採用セラレズ。止ムヲ得ズシテ

京都府知事ヘ直接申請ス。由テ同年四月ヨリ公然登校ノ運ニ至リシナリ。（前掲『浄善

寺永代記録』明治三二年） 
就学実現、教育の必要性の理由として、軍隊入隊に際しての非識字の問題をあげ、京都府

を説得。 
 
 明治二十八、九年より兵士二，三名入営に付ては、彼等一人にて屯管の御門に立つ者あ

れば、我等不面目の次第と当時猶更擯斥甚だしく、只銘々共の子弟等今に至る迄文盲に

て、朽果候様の手段のみに候間、何卒特別の御詮議を以て、責めては男子たりとも平等

の学課に進み候様、願意御採用被下度（『日出新聞』一九〇〇年五月三日 前掲『京都

の部落史』第六巻） 
  
新聞で報道の影響「日本全国各地ノ同種部落之ヲ模範トシ同一ニ登校スルコトトナレリ」 
 
同時期、与謝郡宮津尋常小学校も部落の子どもたちの入学を「許可」している。「此程、

同部落は惣代を択びて分校教授を謝し、小学校に通学せしめたしとの申出を為せしより、目

下分校教授の適否を監精し、実際上其不都合を認めなば条件を附して尋常小学校に通学せ

しむるの見込みなり」（『丹後新報』1899年 7月 23日 前掲『京都の部落史』第六巻）。こ

の資料では条件の内実が不明であるが、共学実現後の軋轢に対して抗議をしないこ 
とだったのではないかと推察する。実際に本校に十余人の子どもたちが通学するようにな

ると「従来の悪感情より其当時は一時数百の子弟相反目せしも教員の薫陶に依り漸々相融

和するに至りたりとは喜ぶべき現象なり（『日出新聞』1900年 9月 20日 前掲『京都の部

落史』第六巻）」と報じられていることから、統合後の子どもたちが置かれた厳しい差別状

況が想像される。同じように、1889年７月与謝郡加悦町遵道尋常小学校も算所大石聚落分
教場を廃し本校に合併している。さらには県境を超えて、「兵庫県但馬地方で一九○○年を

境に『分校・支校・分教場』が集中的に本校に合併されている」（東野 1983）という事実

学校教育からの排除と被差別部落の葛藤
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がある。 
このような分校の本校統合の機運は、分校もないまま共学を拒否されていた被差別部落

にとっては「初めての就学」を実現する契機となった。その契機になったのが長谷地区の京

都府への請願だったかもしれない。そして、その請願が実現する背景には、「表一」で示し

たように 1897 年に道府県レベルで地方視学が配置され、99 年には郡視学が配置され、教
育行政の監督が強化されたことが関係している。町村任せであった教育行政を統制するた

めの視学の配置は、部落にとって問題解決の突破口になったのである。また、村落共同体に

よる被差別部落の圧迫を放置することを許さない教育世論も生まれ始めていた。 
長谷の就学実現について『教育時論』は次のように言及している。 

  丹後国中郡の新平民二十四名、京都府知事に哀願書を差出して、平等に教育を受るの恩

沢に浴せんことを訴へ、府庁は直ちに視学を派して之を調査し、彼等の子弟をして、一

般児童と就学せしむるの処置をなしたりと。吾等は之を聞きて当局者の怠慢を責めん

よりも、先づ彼等が自ら教育の重要なるを感じ、進で此の挙に出でたるを喜ばずんばあ

らざるなり。（中略）その学事当局者及び教育者が、能く其職を努めず、其責を尽くさ

ざる、亦之に依て明に知るを得べし。思ふに此の如き憐むべき境遇に沈淪せるもの世間

蓋し少なからざらん。教育者及当局者は、常に克く其職責を尽くして、早く彼等をして

憐むべき境遇を脱せしめ、以て一視同仁の聖意に副ふの実を挙ぐるに努めずんばある

べからず。（『教育時論』543号 1900年 5月 前掲『京都の部落史』第六巻） 
  
８，愛媛県の不就学対策―分校の設置・廃止 
愛媛県の場合、 
学区を構成する旧村落が部落のこどもを排除し、部落のこどもが就学すると自分たちの

子どもを就学させないという挙に出るため、教育行政は共学を推進できず、その結果、長期

にわたって部落のこどもは不就学。 
 
不就学対策としての部落学校 
1890年新居郡泉川村、「次善の策」として分校設置 
（同村の被差別部落は経済的に余裕があったため）其子弟をは教育して四民平等の仁政

の上に幸福を享受せしめんとし教育費の支出を吝まず、競って入学せしむるを事とせ

り、故に泉川村役場に迫るに、普通人民の子弟と同一の校舎にて、同一の教育を受けし

めんことを以てしたること再三なりしと雖も、普通人民はこれと共に教育を受くるを

欲せざるを以て、或は村長に迫り、或は其筋に請願する等百方策略を講じて、旧穢多の

要求を俊拒し七八年前右の高須部落の一小屋を校舎に充て一老教員を雇ひて旧寺子屋

的教育をなさしむる。（『海南新聞』一八八八年二月二七日 近代史文庫大阪研究会『愛

媛県近代部落問題資料・上』1979年） 
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 明治三〇年以降、愛媛県では学事集会で「貧民教育の件 貧民（爰に貧民と称するは通称

新民と称するものなり）教育に付ては、従来の習慣もありて、容易に実施し難きは一般の状

況なるも、是等の者をして何時迄も無教育に付する能はさるを以て、前年以来各町村に於て

は之れか教育の計画を為しつつある」が、実際には遅々として進んでいないと報じられてい

る。小学校が初めて部落の子どもを受け入れたという記事も散見する（明治三一年温泉郡和

気村大山寺尋常小学校、明治三二年東宇和郡田之筋村尋常小学校）。 
  
県議会で明らかになった明治 30 年代の実態、1906 年に安藤正楽が具体的な就学状況を示
して質問した。 
 
 部落の学齢児童は 6400で、就学しているものは 2560人で残りの半分近くが不就学 
他府県では共学が実現していることを引き合いに出すとともに、「同シ国民トシテ租税ヲ負

担スル以上ハ、旧平民ト何等異ナル所ナク、総テニ於テ同一ノ権利ヲ有スルモノニアラスヤ」

と陋習打破、分校制度の廃止を訴えたのである。（『通常愛媛県議会議事録』 前掲『愛媛県

近代部落問題資料・上』） 
安藤が言及した不就学状況は県による貧民調査の結果である。議会質問の翌月には越智郡

の状況が報じられ、学齢児童 1367人中実質就学は 996人、「尚是等貧民の多くは所謂新平
民にして其職業を区別すれば農業、漁業、日雇稼、機織等」であった。（『愛媛新報』一九〇

六年一月二〇日 前掲『愛媛県近代部落問題資料・上』） 
 
1907（明治 40）年に内務省に「部落の概況」として愛媛県が報告したとする新聞記事。 
教育 
この種族の児童教育に関しては、従来普通民が彼等を擯斥し、彼れ自らに於ても地位を

卑下するの弊風あり。彼等の父兄は無教育の輩なるを以て子弟教育の思想乏しく、貧困

其他種々の事に口を藉り、殊に児童が普通民の児童と相親和せざるが故に就学を肯ん

せざるの状あるを以て、従前此の種族の最も多数存在する部落に於ては、特に彼等の為

めに支教場を設置せしむるの途を講じ、以て教育の普及を奨励せり。然るに時運の進歩

発達に伴ひ村費の膨張を来たし、分教場設置不経済なるのもならず学校統一上として

も甚だ不可なり。殊に分教場を持続するは即ち社交上の障壁を存置するに外ならず、又

社会の状態より此種族に対する観念に至りても亦従前の如くならざるを以て、今日に

於ては特別の事情あるものを除くの外は分教場を廃止したるに由り普通民と一同に教

授せり。（『海南新聞』一九〇七年六月一二日 前掲『愛媛県近代部落問題資料・上』） 
  
 「次善の策」としての部落学校も、兵庫県の場合と同じく学区からの被差別部落の排除が

要因である。しかし、学制が施行されてから 30年近くが過ぎるなか、「次善の策」をしなけ
れば「不就学」になったことから、部落学校が部落の子どもたちの基礎的教育保障をしてい

学校教育からの排除と被差別部落の葛藤
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たといえよう。国民教育実現という国民国家の価値観と教育経費削減という合理性が近世

的排除の論理を打破したのである。しかし、村落同士による話し合いをした形跡もなく、し

たがって相互理解をしたわけではないため、忌避や差別という問題はマクロな行政の課題

から、学校内部の問題として子ども一人一人が日常的に対応するミクロな問題になる。 
９，統合後の差別 
 

 

表３　「水平運動の無名戦士」から抽出した学校経験
都道府県 名前 生年 生家の状況 教育歴 被差別体験 教師との関係 他

1 大阪 新堂 太田友晴 明治43年3月 理髪店 尋常小学校 連日の差別 教師は取り上げず

学校生活の中で、尋常小
学校の終わり近くになっ
ても、カタカナを読める程
度の学力。

2 大阪 西浜 福井由数 ？ 大工職

兄佐一は大阪外語学校
卒だが靴職に従事せざる
を得なかった、弟に学校
不信を伝える

3 和歌山 庄 森田良四郎 耐久舎二年で中退

彼らの殆どが、「学校へ
行って差別を知った」とい
う。学校は牢獄であり戦
場。

ムラの医師岡本繁は学
校を勧めるが、彼を反面
教師として育つ

4 奈良 大福 伊藤繁太郎
大正2年で6年生。
明治35年か。

棕櫚表製造業の
親方

一隅に固められ差別待遇
大正２年丸橋訓導差別事
件

5 奈良 飛騨 松並弥平次
水牛ボタンの生産
で比較的豊か

高等小学校卒業後、寺で
も勉強、文学にも親しむ

エッタといってからかうの
は日常茶飯事

教師に良心的な人は多
かった。

水牛ボタンの景気がよく
なり、子供でもかなりの
稼ぎになるようになって
からは学校を欠席して村
で働く

6 奈良 上牧 水原謙三郎 明治36年1月 草履表の職人
上牧尋常小学校北方分
教場から高小中退

分教場吉田先生の言葉
「みんなが本校に行くと腹
の立つことがあるだろう。
同じ学力、いやむしろもっ
とよくできても、本校の者
を一番にし北方の者を二
番にするだろう。それが
悲しい。」と絶句して涙を
流された。

松浦勇太朗同級生

7 奈良 上牧 森岡定太郎 明治34年8月 草履表の職人 上牧尋常小学校卒 分教場での差別はない
卒業後、中学校の講義録
を学び検定試験を受け続
ける。

8 奈良 岩崎 西浦忠内 明治25年12月 兼業農家で裕福 高等小学校卒 被差別体験 最初は部落改善運動

9 京都 田中 羽根田兼道 1902年？ 貧困、もんばめし
7歳の時の被差別体験を
機に不就学

教員による差別

10 京都 田中 長田秀子 明治43年3月 砂利採取
尋常小学校卒、家出して
女学校入学、中退

教員による差別（並ばせ
方）

元夜学校で和裁。「何し
ろ学校が前にいったよう
なひどい状態でしたから、
私たち部落の子供は学
校で勉強する気になれな
いし、卒業したといっても
満足な学力がついていま
せん。」

11 京都 七条 浅川憲治 明治31年
奈良出身、麻裏草
履の製造業

面と向かって賤称語
駒井喜作の兄が教員とし
て赴任、進学を勧めるが
せず

よく聞かされた被差別体
験「おかわあろてもおひ
つにならん（仲間にしない
という意味）」

12 滋賀 宝の木
森口新右衛
門

84歳　明治21年？
本郷からの差別が厳し
い、傘をさせない

家で独学、四書五経も勉
強。昔から住職が若い者
に読み書きを教えること
がしきたり。勉強したもの
が水平社に。

13 岡山 錦織 山本藤政 明治34年4月 小作農
9歳で入学、高等科まで8
年

毎日差別、成績主席だが
操行丙

結婚問題も水平社運動
の契機

14 岡山 錦織 野崎清二 明治34年4月 大地主 旧制中学
岡山県協和会勤務後に
水平社

15 岡山 弓削 新山聖 明治36年12月 補習学校卒青年団

16 広島 堀川俊市 明治36年9月 製造工と牛肉行商
高等小卒、事務員として
働く、のち精肉店

差別を打ちかえす、小４
の時教員の差別発言に
対して抗議活動

福島町一致協会での学
芸会で前田三遊から激
励

17 九州 柴田啓蔵 明治34年6月
炭鉱の納屋頭、離
婚後の貧困

嘉穂中、松山高校
願照寺に養子、筑豊一円
の寺の総本山、養父も水
平社に

18 九州 花山清 明治29年1月
庄屋筋の素封家、
寺の門徒総代

高小4年の時に寺、清和
中2年に編入、中退

日常茶飯事の差別、ツバ
吐きかけられても、だまっ
て顔、ふきおった。

19 九州 松本吉之助 明治34年 小作農 高等小卒 教師からの差別 修学旅行の際の別室

20 九州 菊竹ヨシノ 明治39年10月 小売店と運送業 尋常小卒
処女会のメンバーとして
水平社に参加

21 菊竹トリ 明治42年1月
高等小卒、簿記学校6か
月

家庭を姉に任せて運動

22 西田ハル 明治38年7月 高等小卒

23 長野 小諸 高橋角市 明治40年1月 高等小卒
小学校6年総代になるも
卒業証書授与を級友から
拒否される

校長が差別を黙認

24 長野 雨宮 小山佳堂 明治32年6月
12戸の地域、戸籍
届が遅れる

祖父の厳しい教育、6歳
で童子教、8歳で四書五
経、12歳で小学校、高等
小卒

勉強できたが「長吏のく
せに、とささやきがたえな
かった。」

差別糾弾の結果、村役等
を割り当てさせるがいず
れも「重荷」、うわべだけ
平等になり交流も盛ん
に）
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10、おわりに 
 
 四類型で近代学校教育と部落との関係を検討 
すべての類型に近世以来の部落差別が背景にあったことを忘れてはならない。 
 
結論 
学校教育の実現は近世村落共同体が物心両面で支えており、県や国といった広域行政は近

世村落が決める設置区域（学区）に対して監督命令ができなかったからであり、近代学校教

育における部落問題は近世村落共同体による排除が継続したために引き起こされた問題で

ある。そのため、都市部と農村部、あるいは地域指導者の存在の有無など多様な形態で学校

教育が展開したのである。そして、教育費については学区負担であったため、学区による教

育条件の格差は必然であり、貧困化が進んだ被差別部落の独立校は悪戦苦闘せざるをえな

かった。部落の貧困化が教育条件の格差に結び付いたのは学区による学校設置維持という

システムのためである。 
 
被差別部落のジレンマ (統合と分離、教育要求と就学拒否) 
部落側の「教育を子どもたちに保障する」という共同体としての願い、教育戦略 
排除の結果： 
部落外との交流のなさは「同調的就学意欲」（みんなが行くから行く）を喚起しない 
学校での差別、経済的状況、「立身出世」への展望のなさは就学拒否を引き起こす 
教育要求と就学拒否という葛藤 
 
国の介入と問題の解決？ 

 排除の直接的要因：近世村落共同体の秩序 
 地方官吏が教育における部落差別を排除、多くはトップダウンで解決 
 国民教育に対する国の指導強化が部落を包摂。包摂か懐柔か 
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近
代
京
都
の
都
市
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縁
と
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―
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西

　
　
　
仁
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は
じ
め
に

　
私
は
歴
史
が
専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
で
は
教
職
課
程
で
社

会
科
教
育
法
と
い
う
科
目
を
中
心
に
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
七
年
前

に
「
君
は
勉
強
が
足
り
な
い
か
ら
」
と
い
う
の
で
研
究
休
暇
と
い
う

の
を
貰
い
ま
し
た
。
立
命
館
と
い
う
大
学
は
、
あ
る
意
味
と
て
も
自

由
で
、
研
究
休
暇
中
は
何
を
研
究
し
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

本
来
の
専
門
で
あ
る
は
社
会
科
教
育
の
研
究
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
五
〇
歳
で
、
あ
と
十
数
年
残
さ
れ
た

大
学
で
の
研
究
や
教
育
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
分
の
研
究
に
も
っ

と
幅
を
持
た
せ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
大
学
時

代
に
専
門
で
あ
っ
た
歴
史
、
と
り
わ
け
京
都
の
地
域
史
を
研
究
し
よ

う
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
佛
教
大
学
で
民
俗
学
を

教
え
て
お
ら
れ
る
八
木
透
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
れ
て
い
た
だ
き
、
選
ん

だ
テ
ー
マ
と
い
う
の
が
京
都
の
お
祭
り
で
神
輿
を
舁
く
人
々
の
歴
史

で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
ん
な
貧
弱
な
身
体
で
す
け
ど
、
二
〇
年
ほ
ど

神
輿
を
舁
い
て
い
ま
し
て
、
見
物
す
る
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
神

輿
舁
き
達
の
世
界
を
垣
間
見
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。
そ
の
よ
う

な
機
会
に
、
い
ろ
い
ろ
と
神
輿
の
事
を
調
べ
た
ら
面
白
い
か
な
と
い

う
こ
と
を
思
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
七
年
た
ち
ま
し
た
。
本
講

座
は
何
十
年
も
研
究
さ
れ
た
専
門
の
先
生
方
が
、
手
堅
い
研
究
を
披

露
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
私
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
で
、
素
人
の

域
を
出
ま
せ
ん
。
突
っ
込
み
ど
こ
ろ
満
載
や
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、

の
ち
ほ
ど
そ
こ
は
質
問
頂
い
た
ら
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
で
は
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
１
）
都
市
周
縁

　
今
日
は
『
近
代
京
都
の
都
市
周
縁
と
祭
礼
―
神
輿
は
誰
が
舁
く
の

か
―
』
と
い
う
こ
と
で
、
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
は
じ
め
に
と

い
う
こ
と
で
都
市
周
縁
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
前
提
と
し

て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
古
く
か
ら
あ
る
大
き
な
都
市
、
江
戸
、
東
京
で
あ
り
ま
す
と
か
、

大
阪
と
か
京
都
と
か
は
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
中
心
部
は
す
ご
い
お
金

持
ち
が
住
ん
で
い
た
り
、
権
力
の
中
心
が
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
け

れ
ど
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
と
は
ず
れ
る
と
だ
い
た
い
農
村
に
な
る
わ
け

で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
違
う
地
域
が
あ
り
ま
す
。
京
都
の
場
合
そ
れ
は

「
洛
中
」「
洛
外
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、 

「
周
縁
」
と
い
う
の
は
洛
中
、
洛
外
の
間
で
あ
り
ま
す
。
洛
中
で
も

な
け
れ
ば
、
洛
外
で
も
な
い
場
所
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
大
阪
の
こ
と
は
吉
村
智
博
さ
ん
と
い
う
部
落
史
の
研
究
者
が
書
い

て
い
ま
す
け
れ
ど
、
近
世
大
阪
で
は
「
か
わ
た
（
穢
多
）
村
」「
長 
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で
も
な
い
地
域
、
す
な
わ
ち
周
縁
が
広
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
先

ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、
京
都
の
場
合
は
、
大
阪
ほ
ど
周
縁
は
は
っ
き

り
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
旧
・「
か
わ
た
」
村
は
す
べ
て
同

和
地
区
に
な
り
ま
し
て
、
一
部
の
例
外
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
改
良

住
宅
、
同
和
施
策
で
住
宅
が
建
っ
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
は
っ
き
り

以
前
の
地
域
の
来
歴
が
わ
か
り
ま
す
が
、
例
え
ば
旧
「
非
人
」
小
屋

吏
・
垣
外
（
非
人
）」「
三
昧
聖
（
隠
坊
）」
は
「
身
分
制
社
会
に
お

け
る
統
治
機
能
」
に
よ
っ
て
「
都
市
か
ら
周
縁
化
」
さ
れ
て
い
た
。

と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
完
全
に
農
村
と
完
全
に
都
会

と
の
間
に
そ
う
い
う
村
、
地
域
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

大
阪
の
場
合
こ
れ
が
割
合
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
そ
れ
が
近
代
化
の

中
で
墓
所
、
火
葬
場
な
ど
市
に
か
か
わ
る
共
同
利
用
施
設
、
ゴ
ミ
処

理
場
、
屠
場
な
ど
食
と
排
泄
に
か
か
わ
る
衛
生
関
係
の
施
設
、
コ
レ

ラ
な
ど
か
ら
の
避
病
院
、
監
獄
な
ど
隔
離
収
施
設
、
遊
郭
と
い
っ
た

よ
う
な
、
ま
ぁ
非
日
常
的
と
い
う
か
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
都
市
中

心
部
に
お
け
な
い
も
の
そ
こ
に
置
い
た
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。

　
京
都
と
い
う
の
は
大
阪
に
比
べ
て
、
三
分
の
一
く
ら
い
の
規
模
の

都
市
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
大
阪
ほ
ど

周
縁
の
非
日
常
性
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
京
都
の
場
合
は

洛
中
、
洛
外
の
間
、
だ
い
た
い
御
土
居
の
周
辺
に
沿
っ
て
で
す
ね
、

横
井
敏
郎
さ
ん
が
書
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、「
穢
多
」
村
（「
か
わ

た
」
村
）
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
「
非
人
」
小
屋
が
置
か
れ
て
い

た
り
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
下
は
明
治
後
期
の
京
都
の
地
図
で
す
け
れ
ど
も
、
中
心
部
が
い
わ

ゆ
る
番
組
小
学
校
の
学
区
の
あ
る
洛
中
の
部
分
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
洛
中
と
洛
外
の
間
に
都
市
（
洛
中
）
で
も
近
郊
農
村
（
洛
外
）

横井敏郎

「明治後期の都市と『部落』―京都市を事例として」

『部落問題研究』一〇五　一九九〇　より
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朝
鮮
人
が
西
陣
織
の
労
働
者
と
し
て
集
団
移
住
し
て
来
ま
し
た
。
そ

こ
に
暮
ら
す
人
々
の
様
子
が
非
常
に
貧
し
か
っ
た
の
で
、
被
差
別
部

落
の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
何
が
し
か

の
蔑
み
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
に
思
う
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
地
域
が
京
都
の
周
縁
の
一
つ
の
典
型
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
近
代
京
都
の
周
縁
に
は
、
元
々
「
か

わ
た
」
村
で
あ
っ
た
被
差
別
部
落
や
、
近
世
に
「
非
人
」
小
屋
が
存

在
し
た
と
い
う
痕
跡
を
残
す
地
域
、
そ
し
て
都
市
下
層
を
形
成
す
る

柏
野
の
よ
う
な
地
域
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
地
域
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

の
あ
っ
た
地
域
と
い
う
の
は
、
明
治
く
ら
い
ま
で
は
非
常
に
差
別
が

残
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
現
在
は
住
民
が
ほ
ぼ
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ

て
、
現
在
は
も
う
差
別
が
あ
っ
た
と
い
う
事
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

い
る
地
域
が
多
い
わ
け
で
す
。

　
私
も
、
洛
中
・
洛
外
の
間
、「
御
土
居
」
の
縁
の
柏
野
と
い
う
北
区

の
学
区
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
そ
こ
の
長
屋
で
育
ち
ま
し
た
。
柏
野
は

迷
路
の
よ
う
に
広
が
る
路
地
に
、
西
陣
織
の
賃
機
に
従
事
す
る
人
々

が
住
む
長
屋
が
建
ち
な
ら
ぶ
地
域
で
し
た
。
中
学
校
は
衣
笠
中
学
校

に
行
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
同
じ
く
衣
笠
中
学
校
に
通
っ
て
く
る
衣

笠
学
区
は
、明
治
以
降
に
都
市
中
流
階
級
が
住
む
近
郊
住
宅
地
と
な
っ

た
地
域
で
、
そ
の
名
残
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
上
京
区
の
翔
鸞
と

い
う
旧
番
組
小
学
校
の
学
区
も
同
じ
中
学
校
区
や
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
、そ
こ
は
柏
野
の
よ
う
な
長
屋
と
共
に
古
い
京
都
の
街
並
み
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。
同
じ
北
区
で
も
衣
笠
の
よ
う
な
住
宅
地
と
も
違
う
し
、

住
所
に
通
り
名
と
「
上
ル
」、「
下
ル
」
が
付
く
上
京
区
の
翔
鸞
の
地

域
と
も
違
う
。
柏
野
の
地
域
性
は
な
ん
だ
ろ
う
と
、
ず
っ
と
考
え
続

け
て
き
た
わ
け
で
す
。『
京
都
の
部
落
史
４
』（
京
都
部
落
史
研
究
所
）

に
は
、
近
世
の
中
期
、
享
保
年
間
に
は
柏
野
に
は
雪
駄
直
し
が
住
ん

で
い
て
、
六
条
村
、
蓮
台
野
村
の
支
配
を
受
け
て
い
た
、
と
い
う
史

料
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
明
治
以
降
に
は
、
丹
後
半
島
の
農
民
、

　
井
原
西
鶴
が
『
日
本
永
代
蔵
』

で
大
阪
の
町
人
に
つ
い
て
、「
俗

姓
筋
目
に
か
ま
わ
ず
、
た
だ
金
銀

が
町
人
の
氏
系
図
に
な
る
ぞ
か
し
」

と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
京
都

は
な
か
な
か
そ
う
い
う
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
で
す
ね
。
下
図
の
Ａ

と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
洛
中
の

い
わ
ゆ
る
祇
園
祭
の
山
鉾
町
で

あ
っ
た
り
、
西
陣
の
い
わ
ゆ
る
大
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す
け
れ
ど
、
丁
度
こ
の
時
に
、
国
家
神
道
の
ま
ず
第
一
歩
と
い
う
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
氏
子
っ
て
い
う
、
こ
こ
の
村
は
こ
こ
の

氏
子
だ
と
い
う
「
氏
子
調
」
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「「
賤
民
解
放
令
」
布
告
直
後
か
ら
、
部
落
民
の
氏
子
加
入
、
祭

礼
参
加
を
要
求
す
る
動
き
は
活
発
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
は
部
落
の
青

年
た
ち
が
祭
り
の
仲
間
に
加
わ
ろ
う
と
、
神
輿
に
肩
を
入
れ
、
こ
れ

を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
部
落
外
の
若
者
た
ち
と
乱
闘
に
な
る
と
い
っ

た
騒
ぎ
が
各
地
で
お
こ
り
、
傷
害
事
件
に
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

こ
れ
は
間
も
な
く
裁
判
に
発
展
し
た
」
と
い
う
記
述
が
、
一
九
九
七

年
に
部
落
問
題
研
究
所
が
刊
行
し
た
『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
』

に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
輿
に
入
れ
ろ
と
い
う
こ
と
で
、
喧
嘩
に

な
っ
て
裁
判
に
な
っ
た
と
い
う
動
き
は
、
差
別
に
対
す
る
解
放
へ
の

動
き
の
一
つ
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
『
京
都
の
部
落
史
２
近
現
代
』
で
も
「
明
治
三
〇
年
代
に
は
い
る

と
、
各
地
の
部
落
で
氏
子
関
係
の
実
質
化
を
求
め
る
動
き
が
表
面
化

し
た
」
と
い
う
ふ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
事
例
と
し
て
「
ま
ず

一
八
九
八
（
明
治
三
二
）
年
、
宇
治
郡
醍
醐
村
巽
の
村
民
が
同
村
長

尾
神
社
」、
長
尾
天
満
宮
と
い
う
お
宮
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
こ

の
「
祭
禮
に
神
輿
を
舁
く
こ
と
を
要
求
し
、
そ
の
動
き
は
各
地
に
広

ま
り
」
と
あ
り
ま
す
。
部
落
史
に
書
か
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
事
例

宮
今
出
川
あ
た
り
の
千
両
が
辻
、
こ
の
あ
た
り
の
人
た
ち
と
い
う
の

が
一
番
階
層
が
高
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
洛
外
に
行
く
と
そ
れ

は
そ
れ
で
大
き
な
お
百
姓
さ
ん
（
Ｂ
の
と
こ
ろ
で
す
ね
）
が
い
て
、

こ
れ
が
ま
た
や
っ
ぱ
り
階
層
が
高
い
と
い
う
事
で
す
ね
。
洛
中
で
も

で
す
ね
。
例
え
ば
祇
園
祭
の
山
鉾
町
で
も
裏
長
屋
が
あ
っ
た
り
路
地

の
奥
が
あ
っ
た
り
い
ろ
ん
な
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
人
た
ち
が
い
て
、

洛
外
で
も
中
小
、
小
作
に
い
た
る
ま
で
い
ろ
ん
な
お
百
姓
さ
ん
が
い

て
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ま
ぁ
、
そ
ん
な
中
で
今
言
っ
た
「
周
縁
」

と
言
っ
た
の
は
、
こ
の
Ｅ
の
と
こ
ろ
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
、
明
治
に
入
っ
て
彼
ら
が
お
祭

り
、
神
輿
場
で
非
常
な
存
在
感
を
発
揮
す
る
よ
う
な
る
と
い
う
話
で

あ
り
ま
す
。

（
２
）
部
落
史
の
先
行
研
究
よ
り

　
レ
ジ
ュ
メ
の
（
２
）
の
「
部
落
史
の
先
行
研
究
よ
り
」
と
い
う
こ

と
で
、
お
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
四
年
に
「
解
放
」

令
が
で
ま
す
。
そ
こ
で
「
穢
多
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
た
人
た
ち
、

あ
る
い
は
「
非
人
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
た
人
た
ち
が
、
以
後
は
、

「
身
分
、
職
業
と
も
平
民
同
様
た
る
べ
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
で
、
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
な
い
こ
と
な
の
で

近代京都の都市周縁と祭礼
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と
思
う
事
例
で
す
。
祭
り
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
、「
差
別

反
対
の
と
り
く
み
」
と
ち
が
う
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
部
落

史
の
中
で
も
祭
礼
、
神
輿
舁
き
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
、
細
か
く
調
べ
て
来
ら
れ
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
。

　
例
え
ば
事
例
５
の
「
神
輿
か
つ
ぎ
を
め
ぐ
り
、
紀
伊
郡
柳
原
町
、

現
在
の
崇
仁
で
す
ね
。
と
西
九
条
の
若
者
た
ち
も
め
る
」
と
い
う
こ

と
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
稲
荷
祭
で
の
出
来
事
で

す
。
ま
ず
紀
伊
郡
柳
原
町
と
い
う
の
は
稲
荷
神
社
、
伏
見
稲
荷
大
社

の
氏
子
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
し
て
こ
の
も
め
た
紀
伊
郡
柳
原
町
と

い
う
も
の
の
主
体
と
い
う
の
が
博
徒
で
あ
り
ま
し
て
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
喧
嘩
早
い
連
中
が
、
神
輿
を
襲
う
と
い
う
形
で
す
。
対
し
て
、

西
九
条
と
い
う
所
は
稲
荷
神
社
の
氏
子
で
し
て
、
ず
っ
と
五
基
あ
る

稲
荷
の
神
輿
の
う
ち
の
一
基
を
舁
い
て
い
た
村
で
す
。
被
差
別
部
落

の
博
徒
が
、
神
輿
場
で
喧
嘩
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、「
差
別
反
対

の
と
り
く
み
」
の
事
例
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
解

放
、
差
別
反
対
の
取
り
組
み
じ
ゃ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う

に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
氏
子
の
一
員
と
し
て
神
輿
に
入
れ
ろ
と
い

う
動
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
事
例
６
で
す
け
ど
、
上
御
霊
神
社
の
「
神
輿
か
つ
ぎ
を
め
ぐ
り
、

は
旧
「
か
わ
た
」
村
も
事
例
ば
か
り
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
他
に
も

当
時
、
差
別
、
社
会
的
に
賤
視
を
う
け
て
い
た
、
周
縁
の
人
た
ち
も

動
き
出
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
以
降
は
、『
京
都
の
部
落
史
』
か
ら
事
例
を
拾
っ
て
い
き
ま
す
が
、

事
例
１
と
い
う
こ
と
で
、
船
井
郡
木
崎
村
、
こ
れ
現
在
の
南
丹
市
園

部
で
す
け
れ
ど
、
部
落
民
が
神
輿
の
共
有
権
に
つ
き
確
認
書
を
得
る
。

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
事
例
２
、
祭
礼
神
輿
を
め
ぐ

り
紀
伊
郡
上
鳥
羽
村
と
下
竹
田
村
の
青
年
た
ち
が
乱
闘
し
た
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
。
事
例
３
、
こ
れ
が
さ
っ
き
の
巽
の
話
で
す
ね
。

こ
の
事
例
２
、
３
は
土
方
鉄
さ
ん
の
『
被
差
別
部
落
の
た
た
か
い
、

人
間
に
光
あ
れ
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
り
ま
す
。
事
例
４

は
、「
南
桑
田
郡
保
津
部
落
」
こ
れ
は
亀
岡
市
で
す
。
こ
れ
ら
の
事

例
は
、
被
差
別
部
落
の
氏
子
た
ち
が
、
自
分
た
ち
も
平
等
に
神
輿
を

舁
か
せ
ろ
と
い
う
こ
と
で
、
他
の
氏
子
た
ち
に
抗
議
、
要
求
し
、
乱

闘
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
裁
判
に
発
展
し
、
判
決

の
結
果
神
輿
舁
き
へ
の
参
入
を
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
事
例

で
す
。

　
事
例
５
、
６
も
『
京
都
の
部
落
史
』
に
「
差
別
反
対
の
と
り
く
み
」

と
し
て
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
「
差
別

反
対
の
と
り
く
み
」
に
ま
と
め
る
の
は
ち
ょ
っ
と
い
か
が
な
も
の
か
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紛
争
、
訴
訟
、
和
解
、
祭
礼
へ
の
参
入
と
い
う
定
式
が
、
必
ず
し
も

す
べ
て
の
事
例
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
、
注
目
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
旧
「
か
わ
た
」
村
で
も
そ
う
な
っ
て
な
い

例
を
、
後
で
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
前
提
の
話
に
い
き
ま
す
け
れ
ど
、
京
都
の
神
輿
と
い
う
の
が
、

ほ
と
ん
ど
が
（
３
）
の
若
中
（
わ
か
ち
ゅ
う
、
わ
か
じ
ゅ
う
）
と
い

う
神
輿
舁
き
集
団
に
よ
っ
て
舁
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
京

都
で
は
神
輿
と
い
う
の
が
ど
ん
な
感
じ
で
舁
か
れ
て
い
る
か
と
い
う

か
お
話
し
し
ま
す
。
京
都
の
神
輿
の
掛
け
声
は
ほ
と
ん
ど
が
「
ホ
イ

ト
、
ホ
イ
ト
」
で
す
。
こ
の
掛
け
声
と
共
に
、
見
せ
場
や
祭
り
に
と
っ

て
大
切
な
場
所
で
は
神
輿
を
揺
ら
し
ま
す
。
東
京
の
神
輿
と
い
う
の

は
神
輿
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
あ
っ
て
、
会
ご
と
に
ぜ

ん
ぶ
違
う
の
で
す
。
で
も
京
都
の
神
輿
と
い
う
の
は
統
一
さ
れ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
松
尾
祭
に
で
る
六
基
の
神
輿
の
う
ち
、
大
宮
社
を
舁

く
人
々
の
法
被
の
片
方
の
襟
に
は
「
大
宮
社
」、
も
う
片
方
に
は
「
松

尾
大
社
」
と
染
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
の
氏
子
で
す
と
い
う
印
で

あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
氏
子
以
外
の
人
々
も
協
力
し
て
舁
く
場
合
が

多
い
の
で
す
が
、
元
々
は
そ
こ
の
氏
子
の
若
者
組
、
若
中
が
神
輿
を

舁
い
て
い
た
ん
で
す
。

田
中
村
、
鞍
馬
口
村
村
民
対
立
」、
こ
れ
は
後
で
話
を
し
ま
す
。
田

中
村
は
田
中
神
社
の
氏
子
で
あ
っ
て
、
上
御
霊
神
社
の
氏
子
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
対
し
て
鞍
馬
口
村
は
上
御
霊
神
社
の
氏
子
で
す
。
つ
ま

り
、
氏
子
と
し
て
平
等
を
求
め
て
神
輿
に
入
れ
ろ
と
い
う
の
と
は
違

う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
事
例
７
で
す
け
れ
ど
も
、
八
坂
神
社
の
神
輿
三
台
の
う
ち
一
台
は
、

若
竹
町
青
年
が
舁
く
こ
と
に
決
ま
る
。
若
竹
町
と
い
う
の
は
東
三
条

地
域
の
一
つ
の
町
で
す
。
こ
こ
は
元
々
、「
非
人
」
小
屋
が
立
ち
並

ぶ
地
域
で
あ
っ
た
の
が
、「
解
放
」
令
以
降
は
、
町
組
に
編
入
さ
れ

て
八
坂
神
社
の
氏
子
区
域
と
な
っ
た
地
域
で
す
が
、
先
ほ
ど
言
っ
た

よ
う
な
、
神
輿
に
入
れ
ろ
と
い
っ
て
紛
争
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
裁
判

に
な
っ
て
、
そ
の
裁
判
に
勝
っ
て
入
っ
た
と
い
う
の
と
は
、
ぜ
ん
ぜ

ん
違
う
入
り
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
部
落
史
が
旧
「
か
わ
た
」
村
の
歴
史
だ
け
じ
ゃ
な
い
と
い
う
私
は

思
っ
て
い
て
、『
京
都
の
部
落
史
』
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
、
若
竹

町
の
よ
う
な
江
戸
時
代
に
は
「
非
人
」
小
屋
が
あ
り
、
明
治
時
代
に

は
差
別
が
残
っ
て
い
た
地
域
の
歴
史
も
書
か
れ
て
い
た
り
、
京
都
の

周
縁
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
歴
史
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
差
別
を
受
け
て
い
た
人
々
の
祭
礼
へ
の
参
入
と
い
う
事
例
研
究

の
対
象
を
も
う
ち
ょ
っ
と
広
げ
て
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

近代京都の都市周縁と祭礼

125



こ
れ
は
神
さ
ん
を
迎
え
て
送
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
で
も
松
尾
と
か

稲
荷
の
神
輿
舁
き
の
人
々
は
、
神
幸
祭
で
「
お
山
」
か
ら
神
さ
ん
を

地
元
の
御
旅
所
に
迎
え
、
還
幸
祭
で
は
神
さ
ん
を
再
び
お
山
へ
還
す

と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
氏
子
を
代
表
し
て

特
定
の
村
が
舁
く
、「
旅
所
在
地
型
」
で
あ
り
ま
す
。
稲
荷
は
町
の

部
分
と
い
う
か
旧
洛
中
の
部
分
も
多
く
含
み
ま
す
け
れ
ど
、
ま
あ
だ

い
た
い
、
伏
見
稲
荷
自
体
が
洛
外
で
す
し
、
松
尾
も
洛
外
で
す
け
れ

ど
も
、
洛
外
の
大
き
な
エ
リ
ア
の
祭
礼
で
神
輿
を
舁
く
若
中
が
そ
う

な
の
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
江
戸
時
代
、
近
世
か
ら
非
常
に
都
市
化
が
進
ん
だ

氏
地
を
も
っ
て
い
る
八
坂
神
社
、
こ
れ
は
京
都
の
真
ん
中
で
す
よ
ね
。

今
宮
社
、
今
宮
神
社
、
こ
れ
は
西
陣
で
す
。
わ
た
し
も
西
陣
織
の
賃

機
屋
ば
か
り
が
並
ん
で
い
た
所
の
出
身
で
よ
く
分
か
る
の
で
す
け
れ

ど
、
今
で
こ
そ
西
陣
は
非
常
に
地
域
が
衰
退
し
、
ぜ
ん
ぜ
ん
あ
き
ま

せ
ん
ね
。
私
は
百
人
同
級
生
が
い
て
大
半
が
織
屋
だ
っ
た
の
で
す
け

れ
ど
、
今
は
一
人
も
織
っ
て
な
い
の
と
違
う
か
な
。
し
か
し
、
江
戸

時
代
か
ら
近
代
ま
で
は
西
陣
と
い
う
の
は
京
都
の
中
で
は
堂
々
た
る

経
済
の
中
心
で
、
繁
華
な
市
街
地
や
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

は
早
く
に
人
の
入
れ
替
わ
り
が
あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
、
経
緯
が
あ
っ

て
神
輿
を
舁
い
て
い
る
人
た
ち
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
。

（
３
）
若
中
（
神
輿
舁
き
集
団
）
の
類
型

　
（
３
）
番
の
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
、
若
者
組
が
神
輿
を
舁
く
よ
う

に
な
っ
た
の
が
、
だ
い
た
い
一
八
世
紀
の
真
ん
中
、
一
七
五
〇
年
と

か
六
〇
年
位
か
ら
一
九
世
紀
の
は
じ
め
、
一
八
〇
一
年
と
か
二
年
と

か
、
三
年
と
か
、
そ
う
い
う
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
類
型

化
し
た
の
で
す
が
、
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
若
中
が
あ
っ
て
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
京
都
の
神
社
の
氏
子
の
区
域
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
氏

子
区
域
が
非
常
に
大
き
い
神
社
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
八
坂
神
社
と

か
で
す
ね
。
北
野
天
満
宮
、
今
宮
神
社
、
上
御
霊
神
社
、
伏
見
稲
荷

大
社
、松
尾
大
社
、こ
の
あ
た
り
は
非
常
に
大
き
い
氏
子
区
域
を
も
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
伏
見
稲
荷
大
社
と
か
松
尾
大
社
と
い
う
の

は
、
沢
山
の
町
と
沢
山
の
村
で
氏
子
区
域
が
出
来
て
い
る
の
で
す
け

れ
ど
、
松
尾
大
社
で
し
た
ら
御
神
輿
は
六
つ
、
伏
見
稲
荷
大
社
で
し

た
ら
御
神
輿
は
五
つ
で
、
村
、
町
の
数
の
方
が
ず
っ
と
多
い
の
で
す
。

で
、
ど
う
い
う
村
が
神
輿
を
舁
い
て
い
る
か
と
い
う
と
「
旅
所
」
近

く
の
村
が
舁
い
て
い
る
の
で
す
ね
。
稲
荷
で
し
た
ら
油
小
路
八
条
の

所
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
松
尾
大
社
で
し
た
ら
七
条
の
御

前
を
下
が
っ
た
所
で
す
ね
、
で
す
の
で
「
旅
所
在
地
型
」
と
い
う
こ

と
で
、
代
表
の
村
が
神
輿
を
舁
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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入
が
か
な
わ
な
か
っ
た
、
参
入
に
は
な
ら
な
か
っ
た
場
合
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
今
宮
祭
と
蓮
台
野
村
と
い
う
の
は
、
今
宮
神
社
が
あ
っ

て
、
坂
を
上
が
れ
ば
蓮
台
野
村
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と

で
非
常
に
近
い
の
で
す
け
れ
ど
、
近
世
で
は
こ
う
い
う
移
り
変
わ
り

が
あ
り
ま
す
。

　
①
で
す
け
れ
ど

「
祭
礼
に
使
う
小
太
鼓
四
基
の
修
復
を
今
宮
神
社
が
蓮
台
野
村
に
命

じ
、蓮
台
野
村
は
太
鼓
の
修
繕
を
無
料
で
行
っ
て
い
た
。こ
れ
を
き
っ

か
け
に
太
鼓
の
巡
行
に
、蓮
台
野
村
の
人
々
が
参
入
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
も
と
も
と
太
鼓
の
巡
行
を
請
け
負
っ
て
き
た
「
氏
子
講
中
神
輿

舁
請
負
方
之
者
」
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
人
足
た
ち
が
こ
れ
を
嫌
が
り

祭
り
に
出
て
こ
な
く
な
っ
た
」

と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
太
鼓
を
舁
く
役
目
が
蓮
台
野
村
に
移
る
わ

け
で
す
ね
。

　
②
「
文
化
一
四
（
一
八
一
七
）
年
に
も
蓮
台
野
村
は
小
太
鼓
の
修

繕
を
命
じ
ら
れ
た
。し
か
し
蓮
台
野
村
で
は
そ
の
時
に
は
小
太
鼓（
大

太
鼓
の
修
繕
は
で
き
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
）の
修
繕
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
、
大
太
鼓
を
無
料
で
奉
納
し
、
さ
ら
に
太
鼓
の
巡
行
の
際
の

人
足
量
ま
で
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、
太
鼓
は

蓮
台
野
村
に
丸
抱
え
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

祇
園
祭
と
今
宮
祭
は
歴
史
を
た
ど
れ
ば
、
あ
る
時
点
で
神
輿
舁
き
を

請
け
負
っ
た
若
中
が
神
輿
を
舁
い
て
い
ま
す
。

　
で
す
の
で
、「
旅
所
在
地
型
」
と
い
う
の
は
神
輿
舁
き
の
地
域
が

全
然
変
わ
っ
て
な
い
の
で
す
、
で
も
「
請
負
型
」
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
話
、
若
竹
町
の
事
例
の
前
提
に
な
り
ま
す
か

ら
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
で
も
、
大
半
は
「
村
落
祭
祀
型
」
の
若
中
で
す
。
先
週
か
ら
先
々

週
く
ら
い
に
非
常
に
沢
山
の
秋
祭
り
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
ほ
と
ん
ど
元
々
の
一
つ
の
村
の
範
囲
に
一
つ
の
神
輿
が
出
る
小

さ
な
お
祭
り
で
あ
り
ま
す
。「
村
祭
り
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
ぴ
っ

た
り
の
お
祭
り
で
、
村
の
若
者
が
神
輿
を
舁
く
と
い
う
形
で
す
。
と

い
う
よ
う
な
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
い
ま
す
。

　
非
日
常
の
祭
礼
空
間
で
は
神
輿
舁
き
の
「
論
理
」
が
優
先
し
ま
す
。

こ
れ
は
あ
と
の
「
蓮
台
野
の
場
合
」
の
話
に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

１
．
蓮
台
野
の
場
合

（
１
）
近
世
の
蓮
台
野
村
と
今
宮
祭

　
と
い
う
こ
と
で
、「
１
、
蓮
台
野
の
場
合
」、
こ
れ
は
神
輿
へ
の
参
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け
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
「
氏
子
講
中
神
輿
舁
請
負
方
之
者
」
と
い
う
の
は
先
ほ
ど

言
っ
た
若
中
で
、
今
宮
祭
の
神
輿
舁
き
を
請
け
負
っ
て
い
た
人
た
ち

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に
は
西
陣
の
氏
子
区
域
に
は
京
都
に
は 

「
町
組
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
違
う
今
宮
祭
運
営

に
特
化
し
た
町
組
が
何
十
組
か
あ
っ
て
、
何
十
年
に
一
度
か
祭
礼
の

運
営
が
回
っ
て
く
る
の
で
す
。
祭
礼
の
運
営
に
当
た
る
町
を
神
事
行

事
町
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
町
か
ら
賃
金
を
貰
っ
て
神
輿
舁
き
を
請

け
負
っ
て
い
た
人
た
ち
で
あ
り
ま
す
。

　
今
宮
祭
の
神
輿
舁
き
集
団
の
若
中
は
三
つ
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
は

大
宮
と
い
う
地
域
、
後
に
東
紫
竹
大
門
村
と
な
る
の
で
す
け
れ
ど
、

上
野
村
の
若
中
と
新
門
前
村
の
若
中
と
い
う
こ
の
二
つ
が
今
宮
神
社

の
一
番
大
き
な
「
大
宮
神
輿
」
を
舁
い
て
い
た
。
そ
れ
と
二
番
目
に

大
き
い
、
現
在
「
鷹
神
輿
」
と
い
わ
れ
て
い
る
神
輿
を
鷹
峯
の
人
た

ち
が
舁
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
番
小
さ
い
「
先
神
輿
」
は
、

安
居
院
（
あ
ぐ
い
）
と
い
う
現
在
の
今
宮
神
社
の
旅
所
近
く
の
人
た

ち
が
舁
い
て
い
て
、
こ
の
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
神
事
行
事
町
と
契
約

を
結
ん
で
請
け
負
っ
て
舁
い
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
今
宮
神
社
の
氏
子
の
中
で
は
、
や
っ
ぱ
り
経
済
力
が
あ
る
西
陣
の

氏
子
の
町
々
が
力
を
も
っ
て
い
て
、
神
輿
を
舁
い
て
い
る
村
々
と
い

　
次
に
行
き
ま
す
。

　
③
「
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年
に
は
太
鼓
巡
行
の
人
数
を
節
約

し
、
太
鼓
の
破
損
を
防
ぐ
た
め
、
太
鼓
を
舁
く
こ
と
を
止
め
、
車
で

牽
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
車
太
鼓
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
）
太

鼓
の
巡
行
に
つ
い
て
は
、
神
社
が
雇
っ
た
者
に
蓮
台
野
村
の
人
々
が

混
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
神
社
雇
い
の
人
足
の
賃
銭
も
蓮
台
野

村
が
負
担
し
、
結
果
、
太
鼓
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、
購
入
及
び
太
鼓
の

巡
行
な
ど
太
鼓
に
つ
い
て
の
一
切
は
、
蓮
台
野
村
が
差
配
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。」

と
い
う
こ
と
で
丸
抱
え
の
状
態
が
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
蓮
台
野

村
の
人
々
は
太
鼓
曳
き
で
祭
礼
に
参
加
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
幕
末
に
ほ
ぼ
近
い
④
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
、
蓮
台

野
村
の
太
鼓
の
巡
行
に
つ
い
て
、
神
社
側
は
「
不
浄
之
も
の
神
事
之

節
、
列
中
え
入
交
リ
不
申
様
仕
度
奉
存
」
の
で
、
氏
子
ら
と
相
談
し
、

太
鼓
の
修
繕
は
蓮
台
野
村
に
申
し
つ
け
る
が
、
修
繕
料
に
つ
い
て
は

神
社
や
氏
子
が
負
担
し
、太
鼓
巡
行
の
た
め
の
人
足
は
元
の
通
り「
氏

子
講
中
神
輿
舁
請
負
方
之
者
」
が
差
し
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
も
し

人
足
が
不
足
し
た
場
合
は
神
社
が
雇
う
が
、
そ
の
場
合
の
賃
銭
は
西

陣
地
域
の
氏
子
二
名
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
で
、

も
う
一
切
か
か
わ
ら
な
い
で
く
れ
と
い
う
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
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な
い
の
で
、
京
都
御
政
府
と
い
う
所
へ
命
令
を
出
し
て
「
穢
多
之
者
」

を
近
づ
け
な
い
よ
う
に
命
令
を
出
し
て
下
さ
い
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
。
こ
う
い
う
排
除
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
し

し
た
江
戸
時
代
か
ら
の
排
除
が
続
い
て
い
た
の
で
す
。「
穢
多
之
者
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ほ
ぼ
蓮
台
野
村
の
人
た
ち
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
次
の
史
料
は
『
京
都
の
部
落
史
』
に

は
載
っ
て
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
事
件
は
ち
ら
っ
と
年
表
に
出
て
き

ま
す
。
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
五
月
一
八
日
に
こ
う
い
う
事
件

が
起
こ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

「
一
昨
十
五
日
、
今
宮
神
社
の
祭
禮
に
つ
き
大
喧
嘩
あ
り
し
。
次
第

を
尚
能
く
聞
く
に
、
往
昔
同
神
社
の
神
輿
（
大
宮
と
稱
す
る
も
の
）

は
愛
宕
郡
東
紫
竹
大
門
村
の
壮
年
輩
が
舁
く
の
例
な
り
し
に
、
維
新

後
彼
穢
多
の
稱
號
を
廃
せ
し
よ
り
、
同
郡
鷹
ヶ
峰
村
字
蓮
臺
野
（
舊

穢
多
村
）
の
人
民
等
も
同
く
氏
子
の
者
な
れ
ば
、
共
に
神
輿
を
舁
か

せ
貰
は
ん
と
、
種
々
打
合
せ
あ
り
し
も
、
之
を
舁
す
は
神
に
對
し
て

不
敬
な
り
と
て
拒
絶
な
し
、
爾
来
年
々
夫
等
の
為
紛
議
の
生
じ
る
こ

と
も
あ
り
。
左
れ
ば
同
日
午
後
八
時
頃
、
第
三
の
神
輿
が
東
紫
竹
大

門
村
字
追
分
（「
追
分
」
と
い
う
の
は
三
叉
路
の
こ
と
で
す
。
今
宮

神
社
の
東
門
の
あ
ぶ
り
餅
屋
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
そ
こ
を
出
て
一
〇

〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
所
に
三
叉
路
が
あ
る
の
で
す
。
二
〇
〇
メ
ー

う
の
は
立
場
が
弱
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
先
ほ
ど
の
地
図

を
思
い
出
し
て
頂
い
た
ら
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
、
周
縁
に
い
た
蓮
台

野
村
と
い
う
の
が
皮
革
に
関
す
る
技
術
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
後
に

す
ご
い
経
済
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
勢
力
が
伸
び
て
き
た
。
神
輿

を
舁
い
て
い
る
村
の
人
た
ち
は
、「
一
般
」
の
村
の
人
た
ち
で
す
が
、 

「
か
わ
た
」
で
あ
る
蓮
台
野
村
に
、
自
分
た
ち
の
立
場
を
脅
か
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
祭
礼
の
場
で
の
排
除
に
つ
な
が
っ
た
わ
け

で
す
。

（
２
）
今
宮
祭
の
「
大
喧
嘩
」

　
史
料
に
は
明
治
四
年
五
月
八
日
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
年
の

八
月
に
「
解
放
」
令
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
直
前
で
す
。 

ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
。

「
一
、
近
年
当
社
神
事
還
幸
之
節
、
小
屋
（
こ
れ
は
「
非
人
」
小
屋

の
こ
と
で
す
）
竝
穢
多
之
者
神
輿
え
近
附
候
ニ
付
、
兎
角
故
障
出
来

駕
輿
丁
之
者
（
神
輿
舁
き
の
こ
と
で
す
）
大
ニ
心
配
仕
候
間
、
何
卒

以
来
右
様
之
者
共
神
輿
え
不
近
附
様
御
沙
汰
え
下
置
候
様
駕
輿
丁
之

者
申
之
候
ニ
付
、
此
段
奉
願
上
候
、
御
許
容
え
成
下
置
候
者
難
有
可

奉
存
候
、
以
上
」

と
い
う
こ
と
で
、
今
宮
神
社
の
神
主
が
、
こ
の
時
は
ま
だ
京
都
府
が
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と
一
寸
ち
が
う
の
で
し
ょ
う
ね
。
明
治
の
頃
の
還
暦
と
言
え
ば
、
今

で
い
え
ば
プ
ラ
ス
十
何
歳
、
二
十
歳
く
ら
い
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
原
田
勇
次
郎
さ
ん
六
十
三
歳
、
も
っ
と
び
っ
く

り
す
る
の
は
、
野
村
か
な
さ
ん
は
名
前
か
ら
い
っ
た
ら
女
性
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
ね
。
六
十
歳
の
女
性
が
こ
の
乱
闘
に
参
加
し
て
、
生

死
も
明
ら
か
な
ら
な
い
大
怪
我
を
負
う
と
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
以
前
か
ら
の
祭
礼
か
ら
の
排
除
を
考
え
る

と
、
や
っ
ぱ
り
蓮
台
野
村
の
人
々
に
は
非
常
な
怒
り
が
あ
っ
た
と
い

う
事
で
す
ね
。
明
治
時
代
の
新
聞
の
記
事
な
の
で
本
当
に
そ
う
い
っ

た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、「
之
を
舁
す
は
神
に
對
し
て

不
敬
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
解
放
令
が
出
て
二
〇
年

位
経
つ
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
蓮
台
野
村
の
人
々
の
神
輿
を
舁
か
し
て

く
れ
と
い
う
要
求
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
そ
う
い
う
言
葉
が
投
げ
つ

け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
事
件
の
結
末
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
定
式
す
な
わ
ち
、
参
入
の

た
め
に
紛
争
が
起
こ
っ
て
、
裁
判
が
起
こ
っ
て
参
入
に
な
っ
た
か
と

い
う
と
、
実
は
な
っ
て
な
い
の
で
す
ね
。
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、

先
触
れ
の
車
太
鼓
を
、こ
の
あ
と
野
口
村
な
っ
た
り
蓮
台
野
区
に
な
っ

た
り
す
る
の
で
す
け
ど
、
千
本
部
落
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
現
在
で
も
車
太
鼓
は
楽
只
学
区
が
担
当
し
て
、
今
宮
祭
に

ト
ル
く
ら
い
か
な
。
そ
の
あ
た
り
だ
と
思
い
ま
す
。）
と
云
う
處
ま

で
來
り
し
折
柄
、豫
て
不
平
の
あ
る
蓮
臺
野
の
人
民
凡
五
十
名
、各
々

瓦
礫
を
携
へ
て
出
來
り
、
神
輿
を
見
掛
て
投
付
た
り
。
紫
竹
大
門
村

の
神
輿
舁
は
之
を
支
へ
ん
と
て
、
神
輿
を
畑
中
に
下
し
遂
に
双
方
亂

撃
に
及
び
、
護
衛
の
巡
査
數
名
が
之
を
制
せ
ん
と
す
る
も
、
其
勢
ひ

當
る
ベ
く
も
あ
ら
ず
。
喧
嘩
は
益
々
盛
ん
に
な
り
、
血
を
見
ざ
れ
ば

治
り
難
き
有
様
な
れ
ば
、
巡
査
は
急
を
上
京
警
察
署
及
び
田
中
警
察

署
へ
報
ぜ
し
を
以
て
、
両
警
察
署
よ
り
應
援
の
爲
數
十
名
の
警
部
巡

査
派
出
し
、
双
方
を
取
鎮
め
し
に
ぞ
。
漸
く
翌
十
六
日
午
前
三
時
頃
、

神
輿
を
今
宮
神
社
に
舁
き
入
る
ゝ
に
至
り
し
が
、
右
の
喧
嘩
に
よ
り
、

蓮
臺
野
の
大
塚
富
之
助
（
四
十
一
年
）
原
田
勇
次
郎
（
六
十
三
年
）

野
村
か
な
（
六
十
年
）
の
三
人
は
重
傷
を
蒙
り
、
生
死
も
計
り
難
き

程
に
て
。
其
他
輕
傷
を
受
た
る
は
、
同
地
の
者
に
七
八
名
、
大
門
村

の
者
に
十
ニ
三
名
あ
り
し
が
、
何
分
夜
間
の
事
な
れ
ば
凶
行
者
も
分

明
な
ら
ず
。
今
尚
、
取
調
中
な
り
と
。」

　
今
宮
祭
は
、
最
後
に
今
宮
神
社
に
神
輿
を
舁
き
い
れ
る
わ
け
で
す

け
ど
、
そ
の
時
に
大
乱
闘
が
起
こ
っ
た
と
。
凄
い
な
と
思
う
の
は
下

か
ら
三
行
目
に
蓮
台
野
の
三
名
の
名
前
が
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
、 

「
原
田
勇
次
郎
（
六
十
三
年
）
野
村
か
な
（
六
十
年
）」
と
書
い
て

あ
る
。
私
、
来
年
で
還
暦
な
の
で
す
け
れ
ど
、
今
の
還
暦
と
い
う
の
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か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
史
料
は
『
京
都
の
部
落
史
』
に
は
載
っ

て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
定
式
に
当
て
は
ま
ら
な
い
、
祭
礼

の
理
屈
で
そ
う
じ
ゃ
な
い
結
末
を
迎
え
た
、
神
輿
に
入
る
の
で
は
な

い
結
末
を
迎
え
た
祭
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

２
．
鞍
馬
口
村
の
場
合

（
１
）
鞍
馬
口
村
の
歴
史

　
鞍
馬
口
村
と
い
う
の
は
、
こ
の
一
部
に
「
非
人
」
小
屋
が
含
ま
れ

て
い
て
、
明
治
の
頃
に
は
社
会
的
に
賤
視
さ
れ
た
村
と
い
う
ふ
う
に

な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
現
在
は
住
民
が
入
れ
替
わ
っ
て
、

そ
の
痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鞍
馬
口
村
と
い
う
の
は
こ
こ
に
書
か
れ

て
い
ま
す
け
れ
ど
、
上
御
霊
神
社
の
氏
子
区
域
の
中
で
は
新
し
い
で

す
。
現
在
の
賀
茂
川
を
見
る
と
、
賀
茂
川
沿
い
に
は
例
え
ば
下
鴨
で

一
番
高
級
な
住
宅
が
賀
茂
川
沿
い
に
あ
り
ま
す
。
で
も
昔
は
あ
ん
な

所
に
ぜ
っ
た
い
に
家
は
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
何
故
か
と
い

う
と
洪
水
が
た
び
た
び
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
鞍
馬
口
村
と

い
う
の
は
御
土
居
の
外
側
、
賀
茂
川
と
御
土
居
の
間
に
あ
る
わ
け
で

す
よ
ね
。
そ
の
賀
茂
川
と
御
土
居
の
間
に
寛
文
の
新
堤
と
い
う
新
し

い
堤
が
江
戸
時
代
の
は
じ
め
の
頃
に
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
寛

文
の
新
堤
が
で
き
て
御
土
居
一
重
だ
け
で
洪
水
を
止
め
て
い
た
の
を

参
加
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
を
見
る
と
な
ぜ
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
な
の
で
す
が
、
こ
こ
ま

で
事
が
大
き
く
な
れ
ば
神
輿
に
参
入
す
る
の
が
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
ふ
う
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
先
ほ
ど
言
っ
た
、

こ
の
大
宮
神
輿
と
い
う
の
は
東
紫
竹
大
門
村
の
旧
の
上
野
村
と
い
う

所
の
若
中
と
新
門
前
村
の
若
中
が
舁
い
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
こ

れ
が
請
負
型
で
舁
い
て
い
て
、
こ
れ
が
例
え
ば
村
落
祭
祀
型
で
あ
れ

ば
村
全
体
が
舁
く
か
ら
、
一
部
の
人
が
舁
け
な
い
の
は
お
か
し
い
か

ら
入
れ
ま
し
ょ
う
と
な
る
の
で
す
が
、
実
は
そ
れ
と
違
う
理
屈
で
こ

こ
の
若
中
は
神
輿
を
舁
い
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
も
う
少
し
説

明
を
加
え
ま
す
と
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
醍
醐
の
巽
の
、
醍
醐

村
巽
の
長
尾
神
社
、天
満
宮
の
神
輿
と
い
う
の
は
醍
醐
村
の
氏
子
だ
っ

た
ら
全
部
は
入
れ
る
っ
て
い
う
前
提
だ
か
ら
、
結
局
そ
こ
の
神
輿
に

入
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
も
、
請
負
型
と
か
旅
所
在
地
型
と
い

う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
と
、
氏
子
で
あ
っ
て
も
こ
こ
の
地
域
は
神
輿

を
舁
く
地
域
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
祭
礼
独
特
の
理
屈
が
あ
っ
て
、

結
局
神
輿
に
入
れ
な
か
っ
た
、入
ら
な
か
っ
た
、ど
ち
ら
な
の
で
し
ょ

う
ね
。
と
い
う
ふ
う
に
私
は
解
釈
を
し
て
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
、『
京
都
の
部
落
史
』
の
執
筆
、
編
纂
メ
ン
バ
ー
が
定
式

の
参
入
の
流
れ
で
は
解
釈
の
し
よ
う
が
な
い
と
思
わ
れ
た
の
ど
う
か
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山
で
す
。
こ
こ
も
古
い
村
で
鎌
倉
時
代
か
ら
あ
る
村
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
こ
の
鞍
馬
口
村
と
い
う
の
は
非
常
に
新
し
い
村
、
そ
こ
に

は
江
戸
時
代
に
は
「
非
人
」
小
屋
が
一
部
あ
っ
た
と
い
う
所
で
あ
り

ま
す
。
こ
こ
が
や
は
り
神
輿
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
で
も
、
こ

こ
の
入
り
方
と
い
う
の
が
非
常
に
面
白
い
で
す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど

言
っ
た
何
か
乱
闘
が
あ
っ
て
、
諍
い
が
起
こ
っ
て
、
氏
子
や
か
ら
平

等
に
入
れ
な
さ
い
と
裁
判
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
上
御
霊
神
社
の
御
霊
祭
に
は
元
々
は
二
基
の
神
輿
が
出
て
お
り
ま

し
た
が
、
洛
中
洛
外
図
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
神
輿
は
そ
の
後
造

り
替
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
三
基
の
神
輿
が
あ
り
ま
す
が
、
古
く
か

ら
の
二
基
の
神
輿
は
近
世
の
は
じ
め
に
天
皇
が
乗
る
鳳
輦
を
下
賜
さ

れ
、
そ
れ
を
神
輿
に
し
た
も
の
で
す
。
古
く
か
ら
の
氏
子
区
域
の
小

山
郷
と
今
出
川
口
の
人
々
が
舁
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
明
治
初
期

か
ら
御
霊
祭
に
三
基
目
の
神
輿
が
登
場
し
ま
す
。
こ
の
神
輿
を
舁
く

よ
う
に
な
っ
た
の
が
鞍
馬
口
村
の
人
々
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
後

の
話
は
史
料
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
。
私
の
推
測
で
考
え
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
鞍
馬
口
村
が
三
基
目
の
神
輿
を
入
る
話

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
重
で
止
め
る
よ
う
に
な
り
、
お
そ
ら
く
京
都
の
洛
中
と
い
う
の
は

洪
水
が
非
常
に
少
な
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と
、
水

位
が
高
く
な
り
す
ぎ
た
時
に
水
を
逃
が
す
場
所
だ
と
思
う
の
で
す
け

れ
ど
、
堤
が
途
切
れ
て
い
る
所
が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
が
鞍
馬
口
村

で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
元
々
は
人
が
な
か
な
か
住
め
る
よ
う
な
環

境
で
な
い
所
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
は
角
倉
伊
織
支
配
と
い
う

こ
と
で
、
代
官
の
角
倉
が
管
轄
す
る
幕
府
領
で
し
た
。
も
と
も
と
河

原
の
地
だ
っ
た
の
で
す
け
ど
、耕
地
化
が
進
行
し
て
立
村
す
る
に
至
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
上
御
霊
神
社
と
い
う
の
は
洛
中
の
上
京
の
東
半
分
を
氏
子
区
域
に

す
る
神
社
で
京
都
御
苑
の
北
三
分
の
二
は
上
御
霊
神
社
の
氏
子
区
域

で
あ
り
ま
す
。
北
半
分
三
分
の
二
に
な
る
と
天
皇
の
住
ん
で
い
る
禁

裏
な
ん
か
も
入
る
わ
け
で
す
。
明
治
に
入
っ
て
か
ら
明
治
天
皇
が
初

め
て
京
都
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
ま
ず
上
御
霊
神
社
に
多
額
の

寄
付
を
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
天
皇
も
氏
子
で
あ
っ
た
と
い
う
事

で
す
ね
。
そ
う
い
う
神
社
で
あ
り
ま
す
。
氏
子
区
域
は
上
京
の
非
常

に
古
い
町
で
す
の
で
、
応
仁
の
乱
以
来
の
氏
子
が
い
ま
す
。
そ
し
て

北
側
、
こ
こ
も
今
宮
神
社
と
似
て
北
は
農
村
が
氏
子
地
域
で
、
あ
ま

り
多
く
の
人
は
住
ん
で
な
か
っ
た
ら
し
い
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
小
山

郷
、
こ
の
（
セ
ン
タ
ー
）
あ
た
り
小
山
に
な
る
の
か
な
。
北
区
の
小
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す
が
、
は
じ
め
て
御
霊
祭
に
三
基
の
神
輿
が
出
て
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
明
治
一
四
年
に
三
社
明
神
、
和
光
明
神
と
い
う
新
し
い
神

様
が
上
御
霊
神
社
に
遷
座
し
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
後
は
私
が
考
え
た

こ
と
で
、
別
に
文
献
に
の
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
け
れ

ど
こ
う
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
の

で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。
先
ほ
ど
出
て
き
た
三
社
明
神
と
か
、
明
治

一
四
年
に
出
て
き
た
和
光
明
神
と
い
う
神
は
、
現
在
も
上
御
霊
神
社

の
相
殿
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
神
か
と
い
う
と
実

は
、
御
霊
、
怨
霊
な
の
で
す
。
和
光
明
神
は
多
分
、
皇
室
が
祀
っ
た

御
霊
と
し
て
は
最
後
の
御
霊
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

東
坊
城
和
子
と
い
う
人
の
御
霊
な
の
で
す
。
東
坊
城
家
と
い
う
の
は

菅
原
氏
な
の
で
す
け
れ
ど
、
和
子
さ
ん
は
典
侍
（
な
い
し
の
す
け
）

と
い
う
女
官
を
や
っ
て
い
て
、
光
格
天
皇
と
い
う
閑
院
宮
か
ら
入
っ

た
天
皇
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
人
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
。
で
も
東
坊

城
家
と
い
う
の
は
公
家
の
身
分
と
し
て
は
低
く
て
、
や
っ
ぱ
り
妬
み

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
一
人
男
の
子
を
産
ん
で
い
ま
す
。
こ

の
子
は
後
に
桂
宮
と
い
う
宮
家
を
継
ぎ
ま
し
た
が
、
幼
く
し
て
亡
く

な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
二
人
目
を
妊
娠
し
ま
し
た
が
、
母
子

（
女
子
）
と
も
に
出
産
の
次
の
日
に
亡
く
な
る
と
い
う
不
幸
が
起
こ

り
ま
す
。
本
当
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
御
所
の

（
２
）
鞍
馬
口
村
と
御
霊
祭

　
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
御
霊
神
社
が
三
社
明
神
を
公
家
の

か
ら
預
か
り
ま
す
。
明
治
一
〇
年
と
い
う
の
は
明
治
天
皇
が
京
都
に

滞
在
を
し
た
年
で
あ
り
ま
す
。
東
京
遷
都
は
、
奠
都
や
と
い
う
よ
う

な
テ
レ
ビ
番
組
が
昨
日
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
こ
こ
で
明
治
天
皇
は

上
御
霊
神
社
に
千
円
、
下
御
霊
神
社
に
七
百
円
に
寄
付
し
て
い
ま
す
。

や
は
り
氏
子
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
同
志
社
大
学
の
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
の
す
ぐ
南
側
の
上
小
川
町

と
い
う
所
に
貴
船
神
社
と
い
う
神
社
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
こ

の
年
に
市
中
の
小
さ
な
神
社
の
統
合
の
行
政
指
導
が
あ
っ
て
上
御
霊

神
社
の
中
に
社
が
移
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
神
社
の
神
輿
は
上
御

霊
神
社
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
神
輿
は
、
現
在
、
末
廣
と
い
う

名
の
神
輿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
一
二
年
に
そ
の
神
輿
を
修
繕
し

ま
し
た
。
さ
て
こ
の
神
輿
を
ど
う
し
ょ
う
か
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
年
、
大
正
天
皇
が
誕
生
し
て
、
こ
れ
が
明
治
天
皇
唯
一
の
男
子

で
あ
り
ま
す
。
明
治
天
皇
に
は
男
五
人
、
女
十
人
の
子
ど
も
が
い
ま

し
た
が
、
男
子
で
成
長
し
た
の
は
大
正
天
皇
だ
け
で
す
。
今
も
皇
室

は
男
の
子
が
少
な
く
ピ
ン
チ
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
頃
も
ピ
ン
チ
で
す
。

で
も
、
戦
前
は
宮
家
が
あ
り
ま
し
た
が
。

　
明
治
一
三
年
、
こ
れ
は
新
聞
に
書
か
れ
て
い
る
確
か
な
事
な
の
で
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た
か
ら
新
し
い
神
輿
を
舁
か
せ
て
く
れ
と
い
う
願
い
を
出
し
て
い
る
、

と
い
う
状
況
が
明
治
一
〇
年
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

（
３
）「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」

　
明
治
一
三
年
に
御
霊
祭
に
新
し
く
加
わ
っ
た
神
輿
、
末
廣
神
輿
と

い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
舁
き
方
を
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
舁
き
手
は
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
る
の
で
す
け
ど
、
神
輿
の

舁
き
方
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
神

輿
の
多
く
は
「
ホ
イ
ト
、
ホ
イ
ト
」
と
い
う
ふ
う
に
舁
く
の
で
す
け

れ
ど
、
こ
れ
全
部
が
元
々
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ

ど
、
松
尾
祭
、
稲
荷
祭
辺
り
か
ら
広
が
っ
て
、
現
在
で
は
祇
園
祭
の

よ
う
な
大
き
な
お
祭
り
か
ら
、
地
域
限
定
の
ち
い
さ
な
「
村
祭
り
」

ま
で
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
祭
り
が
こ
の
掛
け
声
で
す
。
し
か
し
末
廣
神

輿
は
、
頑
固
に
「
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
」
の
掛
け
声
と
共
に
、
踊
る
よ

う
に
神
輿
を
舁
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
考
え
ま
し
た
。

　
鞍
馬
口
村
は
芸
能
と
か
か
わ
り
が
深
い
で
す
。
そ
の
芸
能
の
一
種

と
し
て
「
疱
瘡
送
り
」
と
い
う
の
が
江
戸
時
代
に
あ
っ
り
ま
し
た
。

今
で
は
天
然
痘
は
根
絶
し
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
疱
瘡
、
天
然

痘
は
、
罹
る
と
十
人
中
、
半
分
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
近

廊
下
に
蝋
が
塗
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
和
子
さ
ん
が

滑
っ
て
庭
に
転
落
し
俄
か
に
産
気
づ
い
た
と
い
う
伝
説
を
、
公
家
が

伝
え
て
い
た
と
か
、
そ
う
い
う
話
が
猪
熊
兼
繁
と
い
う
人
の
「
維
新

前
の
公
家
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
祟
っ

て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
噂
が
当
時
の
朝
廷
、
公
家
社
会
に
広
が

り
ま
す
。
天
皇
は
御
所
か
ら
一
歩
も
出
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
公
家
も
あ

の
狭
い
御
所
の
中
か
ら
移
動
し
な
い
の
で
、噂
が
噂
を
呼
ぶ
世
界
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
光
格
天
皇
の
次
の
天
皇
で
あ
る
仁
孝
天
皇
の
母
親

の
実
家
で
あ
る
公
家
の
勧
修
寺
家
が
お
祀
り
し
て
い
た
の
で
す
け
れ

ど
、
結
局
、
東
京
に
遷
都
し
て
廃
れ
る
一
方
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ

こ
で
明
治
天
皇
の
子
ど
も
が
次
々
と
死
ん
で
い
く
と
、
そ
の
時
に
、

も
し
か
し
て
あ
の
怨
霊
の
祟
り
で
は
な
い
か
み
た
い
な
話
に
な
っ
て

で
す
ね
、
上
御
霊
神
社
に
引
き
取
っ
て
も
ら
っ
て
祀
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

　
明
治
か
ら
後
に
は
、
天
皇
の
功
臣
な
ど
を
神
社
に
祀
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
護
王
神
社
と
か
梨
木
神
社
と
か
も
そ
う
で
す
。
し
か
し
平

安
時
代
か
ら
続
い
た
御
霊
を
祀
る
の
は
こ
れ
が
最
後
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
の
御
霊
を
ど
う
祀
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
上
御

霊
神
社
と
し
て
何
と
か
し
た
い
、
新
た
に
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
神
輿

が
一
基
あ
る
、
鞍
馬
口
村
が
今
ま
で
我
々
は
祭
に
参
加
で
き
な
か
っ
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い
人
は
死
ん
で
し
ま
う
怖
い
病
気
で
し
た
。
生
き
残
る
人
も
い
れ
ば
、

亡
く
な
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る
と
い
う
の
で
、
何
と
か
患
者
を
生
き

残
ら
せ
た
い
。
当
時
の
人
々
は
疱
瘡
は
疱
瘡
神
と
い
う
神
が
も
た
ら

す
病
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
疱
瘡
に
罹
れ
ば
、
疱
瘡
神
を

す
。
こ
こ
は
賀
茂
川
の
河
原
と
鞍
馬
口
村
と
い
う
人
里
の
境
で
、
疱

瘡
神
を
送
り
出
す
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
疱
瘡
神
は
喜
ば
せ
れ
ば
神
さ
ん
は
福
の
神
に
な
っ
て
人
々
に
、祀
っ

た
人
た
ち
に
ご
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
り
ま
す
。
民
俗
学
者
の
宮
田
登
さ
ん
な
ん
か
は
、
疱
瘡
神

送
り
は
、
人
に
祟
る
怨
霊
を
手
厚
く
祀
っ
て
御
霊
に
転
じ
る
御
霊
信

仰
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
信
仰
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
菅
原
道
真

な
ん
か
は
怨
霊
の
代
表
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
が
、
天
満
宮
に
手
厚

く
祀
ら
れ
、
今
は
ご
利
益
が
あ
る
神
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
で
す
か
ら
先
ほ
ど
紹
介
し
た
和
光
明
神
な
ん
か
も
怨
霊
で
し
た
が
、

祀
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
福
を
も
た
ら
す
御
霊
神
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
新
し
い
神
輿
に
入
っ
て
も
ら
っ
て
、
御
霊
祭
に
加
わ
っ
て

も
ら
う
。
だ
か
ら
お
そ
ら
く
、
元
々
「
疱
瘡
送
り
」
な
ん
か
の
芸
能

に
親
し
ん
で
い
た
鞍
馬
口
村
の
人
た
ち
が
、「
祀
り
上
げ
る
」
と
い

う
考
え
で
新
し
い
神
輿
を
舁
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
え
ら
い
や
っ

ち
ゃ
」
と
褒
め
た
た
え
て
、
あ
な
た
偉
い
で
す
よ
と
新
し
い
御
霊
神

を
ほ
め
た
た
え
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
民
俗
が
残
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　
次
に
末
廣
神
輿
が
な
ぜ
踊
る
よ
う
な
所
作
で
舁
か
れ
て
い
る
の
か

考
え
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
「
砂
持
ち
」
と
い
う
近
世
の
イ
ベ

喜
ば
せ
て
出
て
行
っ

て
も
ら
う
と
い
う

「
疱
瘡
送
り
」
と
い

う
神
事
と
い
う
か
芸

能
が
行
わ
れ
た
よ
う

で
あ
り
ま
す
。
旧
鞍

馬
口
村
の
中
に
疱
瘡

神
が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。「
末
菊
大
神
」
と

い
う
小
さ
な
祠
で
す

け
れ
ど
現
在
も
あ
り

ま
す
。
祠
に
掛
か
っ

て
い
る
額
に
は
「
瘡

神
（
ク
サ
ガ
ミ
と
読

む
と
思
い
ま
す
）
末

菊
大
神
」
と
あ
り
ま
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し
て
い
た
角
倉
の
支
配
下
に
あ
つ
た
か
ら
実
働
部
隊
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
の
「
砂
持
ち
」
を
描
い
た
浮
世
絵

に
は
、
実
働
部
隊
が
モ
ッ
コ
（
畚
）
を
担
い
で
、
砂
を
賀
茂
川
か
ら

土
手
に
捨
て
に
行
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
全
部
が
全

部
そ
う
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
片
方
の
肩
に
天
秤

棒
を
載
せ
て
、
も
う
片
方
の
手
に
は
扇
を
持
っ
て
踊
る
よ
う
に
砂
を

か
き
だ
し
て
い
る
絵
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
姿
が
楽
し
そ
う
に
踊

り
な
が
ら
神
輿
を
舁
く
末
廣
神
輿
の
所
作
と
似
通
っ
て
い
ま
す
。
も

と
も
と
鞍
馬
口
村
が
舁
い
て
い
た
末
廣
と
い
う
神
輿
は
、
た
ぶ
ん
こ

う
い
う
身
体
の
所
作
で
あ
る
と
か
、
先
ほ
ど
言
っ
た
疱
瘡
送
り
、
祟

る
怖
い
神
様
を
奉
る
こ
と
に
よ
っ
て
福
の
神
に
転
ず
る
と
い
う
信
仰

で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
よ
う
な
身
体
性
や
信
仰
を
ベ
ー
ス
に
し
て
神

輿
を
舁
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
舁
き
方
は
非
常
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
京
都
の
人
々
に
与
え

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　
長
年
の
願
い
が
叶
っ
て
神
輿
舁
き
に
参
入
し
た
神
輿
舁
き
集
団
、

若
中
で
す
の
で
、
鞍
馬
口
村
の
人
た
ち
は
神
輿
を
守
る
気
持
ち
が
非

常
に
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
で
も
邪
魔
が

入
れ
ば
腕
力
で
追
い
出
す
。
先
ほ
ど
少
し
触
れ
た
明
治
三
六
年
の 

『
日
出
新
聞
』「
神
輿
の
争
ひ
〔
担
ぎ
た
さ
〕」
と
い
う
事
件
で
す
が
、

ン
ト
が
関
係
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
賀
茂
川
は
何
年
か
に
一
度
、

浚
渫
と
い
う
か
、
土
砂
を
運
び
出
す
工
事
を
し
て
い
ま
す
ね
。
土
砂

は
す
ぐ
た
ま
る
ん
で
す
。
今
は
景
観
の
保
全
と
い
う
観
点
も
強
い
と

思
い
ま
す
が
、
放
っ
て
お
く
と
ど
ん
ど
ん
上
の
ほ
う
か
ら
石
と
か
砂

利
と
か
流
れ
て
き
て
、
川
底
の
高
さ
が
上
が
る
そ
う
で
す
。
昔
は
河

原
と
人
里
の
標
高
が
同
じ
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
雨
が
降
る
と
氾
濫

す
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
「
砂
持
ち
」
と
い
う
こ
と
が
や
ら
れ
ま

し
た
。
砂
持
ち
と
は
何
か
と
い
う
と
、
上
京
と
か
下
京
の
町
に
分
担

さ
せ
て
、
こ
の
町
組
は
こ
こ
の
部
分
の
砂
を
浚
い
な
さ
い
と
い
う
こ

と
で
割
り
当
て
て
い
く
の
で
す
。
上
京
と
か
下
京
の
町
の
人
た
ち
は

だ
い
た
い
お
金
持
っ
て
い
ま
す
し
、
肉
体
労
働
は
そ
ん
な
に
向
い
て

な
い
の
で
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
で
賀
茂
川
（
鴨
川
）
に
や
っ
て
き
ま

す
。
蝶
々
や
ト
ン
ボ
の
格
好
を
し
た
り
と
か
、
何
や
ら
卑
猥
な
格
好

を
し
た
り
と
か
、
今
で
い
う
コ
ス
プ
レ
を
し
て
ワ
イ
ワ
イ
鴨
の
河
原

に
行
っ
て
、
多
分
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
格
好
を
つ
け
る
形
で
砂
を

浚
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
砂
を
浚
え
た
り
、
大
き
な
石
を

運
ん
だ
り
す
る
の
は
、
雇
わ
れ
た
百
姓
や
人
足
か
ら
な
る
実
働
部
隊

で
し
た
。
神
輿
も
一
緒
で
、
今
で
も
旧
洛
中
の
人
は
神
輿
を
舁
か
な

い
で
す
。
多
く
の
場
合
、
洛
外
の
旧
農
村
や
周
縁
の
人
間
が
舁
い
て

い
ま
す
。
お
そ
ら
く
鞍
馬
口
村
は
、
賀
茂
川
と
か
御
土
居
の
管
理
を
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輿
を
舁
か
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
轅
町
に
は
ど
ん
な
町
が
あ
る
か
と

い
う
と
、
私
が
調
べ
た
室
町
二
条
下
ル
の
蛸
薬
師
町
な
ど
十
ヶ
町
で

す
。
一
度
通
っ
て
頂
い
た
ら
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
、
蛸
薬
師
町
に
は

矢
代
仁
さ
ん
と
い
う
絹
織
物
の
老
舗
が
あ
り
ま
す
。
三
井
の
店
も
か

つ
て
は
あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
お
金
持
ち
の
人
た

ち
が
だ
い
た
い
元
禄
以
降
に
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前

に
町
内
に
住
ん
で
い
た
職
人
な
ど
は
祇
園
社
と
特
別
な
関
係
を
持
つ

神
人
と
い
う
こ
と
で
神
輿
を
舁
い
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た

人
々
は
流
出
し
、
代
わ
り
に
豊
か
な
商
人
が
町
内
の
住
人
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
、
神
輿
を
舁
き
な
さ
い
と
言
っ
て

も
、
舁
か
な
い
で
す
よ
ね
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、「
洛

中
の
人
、
神
輿
を
舁
か
ず
」、
な
ん
で
す
よ
。

　
祇
園
祭
の
神
輿
は
三
基
あ
り
ま
す
。
中
御
座
、
こ
れ
は
六
角
形
の

一
番
中
心
と
な
る
神
輿
で
す
け
れ
ど
、幕
末
ま
で
は
今
宮
神
人
と
い
っ

て
現
在
の
大
阪
市
西
成
区
に
あ
っ
た
今
宮
村
の
人
た
ち
が
、
中
世
か

ら
伝
統
で
舁
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
古
い
か
た
ち
で
す
。

四
角
形
の
東
御
座
は
四
条
船
頭
町
の
若
中
が
舁
い
て
い
ま
し
た
。
西

木
屋
町
四
条
下
ル
に
今
で
も
船
頭
町
は
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
人
た
ち
、

高
瀬
川
の
船
頭
や
綱
曳
（
つ
な
ひ
き
）
が
舁
い
て
い
た
。
綱
曳
は
高

瀬
舟
が
伏
見
ま
で
行
っ
た
時
に
、
曳
い
て
帰
る
役
割
で
す
。
長
い
距

田
中
村
の
人
力
車
夫
、
田
中
村
は
人
力
車
夫
が
多
か
っ
た
み
た
い
で

す
け
れ
ど
、
中
西
与
吉
、
吉
田
幸
次
郎
と
い
う
こ
の
二
人
が
神
輿
に

入
れ
ろ
と
入
っ
て
き
た
の
で
す
。
田
中
村
は
上
御
霊
神
社
の
氏
子
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
田
中
村
は
田
中
神
社
と
い
う
の
が
あ
っ
て
そ
こ
の

氏
子
な
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
「
差
別
反
対
の
取
り
組
み
、

解
放
運
動
の
胎
動
」
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
単
に
神
輿
に
「
俺
た

ち
も
入
れ
ろ
」
と
来
た
人
た
ち
を
追
い
払
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
こ
う
い
う
理
解
を
す
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

３
．
若
竹
町
の
場
合

　
最
後
に
若
竹
町
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
若
竹
町
と
い
う
の

は
現
在
の
東
三
条
の
西
半
分
の
一
つ
の
町
内
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、

江
戸
時
代
に
は
「
非
人
」
小
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
以
降
に
は
東

海
道
を
経
由
し
て
多
く
の
人
々
が
流
入
し
、
京
都
に
於
い
て
都
市
下

層
の
一
角
を
形
成
し
た
町
で
す
が
、
こ
の
町
の
人
々
が
祇
園
祭
の
神

輿
の
一
つ
を
仕
切
る
よ
う
に
な
っ
た
話
で
あ
り
ま
す
。
祇
園
祭
の
神

輿
渡
御
と
い
う
の
は
、請
負
型
の
神
輿
舁
き
集
団
が
し
ば
し
ば
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。
江
戸
時
代
は
轅
（
な
が
え
）
町
と
い
う
下
京
の
裕
福

な
町
内
が
、
轅
と
い
う
の
は
神
輿
の
舁
き
棒
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
、

そ
れ
を
持
っ
て
い
る
町
内
が
お
金
を
出
し
て
い
ろ
ん
な
人
た
ち
に
神
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明
治
末
か
ら
昭
和
初
め
に
か
け
て
の
四
条
船
頭
町
か
ら
若
竹
町
に

変
わ
っ
た
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
七
〇
年
の
記
録
で
す
け

れ
ど
、
そ
の
当
時
、
四
若
神
輿
会
の
た
ぶ
ん
副
会
長
か
会
長
の
入
江

丑
松
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
が
書
か
れ
た
「
八

坂
神
社
東
御
座
四
若
神
輿
会
五
十
年
の
歩
み
」
に
は
、
四
若
の
起
源

と
い
う
も
の
が
書
か
れ
て
い
て
、

「（
近
世
末
）
か
ら
我
々
の
若
松
・
若
竹
両
町
の
人
々
は
助
人
と
し

て
草
鞋
や
手
拭
の
実
費
を
出
し
て
神
輿
渡
御
に
参
加
し
て
い
た
」、

つ
ま
り
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
に
神
輿
を
舁
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
す

ね
。
こ
う
い
う
の
を
願
舁
（
が
ん
か
き
）
と
い
い
ま
す
。「
然
し
明

治
に
な
り
高
瀬
川
の
船
頭
衆
の
組
織
の
崩
壊
に
伴
い
、
我
々
の
先
祖

の
人
々
が
四
若
組
の
主
要
な
舁
方
と
な
り
、
つ
い
に
土
井
幸
次
郎
、

山
口
新
之
助
、
清
水
金
太
郎
の
各
氏
そ
の
他
の
骨
折
に
よ
り
、
船
頭

町
の
役
員
と
数
日
に
亙
り
談
合
の
結
果
、
正
式
に
四
若
神
輿
会
に
移

譲
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。」
こ
れ
は
た
い
へ
ん
長
い
間
に
あ
っ

た
こ
と
を
ず
ぅ
ー
っ
と
凝
縮
し
て
四
行
く
ら
い
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
が
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）

年
の
記
事
「
神
輿
舁
若
者
頭
の
協
定
」
を
読
ん
で
み
ま
す
。

「
東
御
座
は
元
々
西
高
瀬
四
条
下
る
船
頭
町
組
の
舁
ぎ
居
た
る
も
の

離
を
船
を
曳
い
て
帰
っ
て
い
た
か
ら
、
凄
い
力
持
ち
だ
っ
た
は
ず
で

す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
神
輿
を
舁
い
て
い
た
。
六
角
形
の
西
御
座

と
い
う
の
が
三
条
台
の
若
中
、
現
在
の
三
若
神
輿
会
と
い
う
組
織
の

始
ま
り
で
す
け
ど
、
二
条
城
の
南
側
の
三
条
台
の
人
々
が
舁
い
て
い

た
。
だ
い
た
い
一
八
世
紀
の
後
半
く
ら
い
か
ら
、
四
条
船
頭
町
や
三

条
台
の
神
輿
舁
き
集
団
で
あ
る
若
中
が
、
轅
町
か
ら
請
け
負
っ
て
神

輿
を
舁
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
明
治
の
は

じ
め
に
な
っ
て
氏
子
区
域
に
基
づ
く
氏
子
制
度
が
確
立
し
て
、
今
宮

神
人
の
よ
う
な
遠
く
の
人
は
神
社
と
の
縁
を
切
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

ま
た
、
中
世
以
来
の
神
人
と
い
う
よ
う
も
の
は
表
向
き
に
は
廃
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
現
在
ま
で
続
く
三
若
が
中
御
座
を
舁
く
よ
う
に

な
っ
て
、
東
御
座
は
四
若
（
し
わ
か
）、
四
条
船
頭
町
の
若
中
、
西

御
座
は
壬
生
の
人
た
ち
が
舁
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
明
治
末
か
ら
戦

前
ま
で
は
、
三
若
は
三
若
、
現
在
も
三
若
、
で
す
の
で
こ
れ
が
一
番

古
い
で
す
ね
。
四
若
は
実
は
明
治
末
に
担
い
手
が
四
条
船
頭
町
か
ら

若
竹
町
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
で
、
戦
後
は
四
若
、
現
在
は
四
若
、

細
か
く
言
う
と
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
で
も
若
竹
町
、

隣
の
若
松
町
の
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
現
在
ま
で
舁
い
て
い
ま
す
。

西
御
座
、
こ
れ
は
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
は
壬
生
、
戦
後
は
錦
市
場
の

人
た
ち
が
舁
く
よ
う
に
な
っ
て
現
在
も
錦
が
舁
い
て
い
ま
す
。
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に
な
り
、
つ
い
に
は
明
治
四
二
年
の
「
神
輿
舁
若
者
頭
の
協
定
」
で

他
の
地
域
の
神
輿
舁
き
た
ち
を
追
い
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

徐
々
に
入
っ
て
い
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
の
で

す
。

　
高
瀬
川
と
い
う
の
は
鉄
道
が
で
き
、
疎
水
が
で
き
て
鴨
川
水
運
の

方
法
、
手
段
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
か
ん
よ
う
に
な
っ
て
い
く

わ
け
で
す
。
そ
れ
に
反
比
例
す
る
と
い
う
か
、
高
瀬
川
水
運
が
衰
退

す
る
に
反
比
例
し
て
若
竹
町
の
人
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
い
っ
た
わ
け

で
す
ね
。
こ
の
経
緯
は
偶
然
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
私
の

予
測
で
す
が
、
一
連
の
流
れ
の
底
に
は
東
御
座
神
輿
を
自
分
た
ち
が

仕
切
り
た
い
と
い
う
若
竹
町
の
人
々
の
願
望
が
存
在
し
、
そ
の
願
望

に
沿
っ
た
戦
略
的
な
動
き
が
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。
現
在
で
も
京
都
の
神
輿
舁
き
の
間
で
は
、
神
輿
舁
き
集
団
が

他
の
神
輿
舁
き
集
団
の
仕
切
っ
て
い
る
神
輿
を「
と
る（
乗
っ
取
る
）」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
と
っ
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ

と
は
な
い
の
で
す
が
、「
あ
の
神
輿
と
っ
た
ろ
か
」
と
か
言
う
威
勢

の
良
い
人
が
時
々
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
よ
う
に
、
若
竹
町
の
人
た

ち
は
長
期
的
な
戦
略
で
東
御
座
神
輿
を
「
と
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

　
二
年
前
に
も
本
講
座
で
「
神
輿
場
は
何
故
荒
れ
る
か
」
と
い
う
こ

あ
る
も
、
一
時
舁
人
の
少
く
な
り
し
が
た
め
三
条
裏
の
加
勢
を
頼
む

こ
と
ゝ
な
り
、
尚
又
其
の
後
一
般
の
若
者
を
も
頼
み
種
々
の
方
面
よ

り
強
力
舁
ぎ
来
り
し
が
、
毎
年
東
御
座
の
神
輿
舁
の
間
に
喧
嘩
の
起

る
を
以
て
そ
の
筋
に
於
て
も
特
に
こ
の
神
輿
舁
に
注
意
を
加
へ
、
本

年
も
亦
過
日
来
、
松
原
、
五
条
、
堀
川
の
各
署
長
よ
り
舁
人
の
重
な

る
も
の
を
集
め
予
じ
め
警
戒
を
な
し
つ
ゝ
あ
り
し
が
、
前
号
に
も
記

せ
し
如
く
十
五
日
松
原
署
に
於
て
若
者
頭
を
呼
び
出
し
更
に
警
戒
を

加
へ
ん
と
せ
し
に
、
そ
の
警
戒
を
聞
く
に
先
ち
右
若
者
頭
中
に
協
議

を
凝
し
、
本
年
よ
り
は
三
条
裏
東
御
座
（
こ
れ
多
分
、
東
御
座
の
誤

植
や
と
思
う
ん
で
す
が
）
は
若
竹
町
の
若
者
の
み
に
て
舁
ぐ
こ
と
に

協
定
せ
し
に
ぞ
、
そ
の
旨
松
原
、
五
条
の
両
署
長
に
届
け
た
り
」

と
書
い
て
あ
っ
て
、
明
治
四
二
年
か
ら
は
東
御
座
神
輿
は
若
竹
町
の

人
た
ち
だ
け
が
舁
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
若
竹
町
は
祇
園
社
に
近
い
で
す
。
歩
い
て
五
分
く
ら
い
で
す
け
れ

ど
、
こ
こ
は
元
々
井
戸
掘
り
が
沢
山
住
ん
で
い
ま
し
た
。
井
戸
掘
り

と
い
う
の
は
厳
し
い
肉
体
労
働
で
す
か
ら
、
神
輿
舁
き
に
適
し
た
肩

腰
の
強
い
人
々
が
多
く
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
は

じ
め
は
願
舁
を
し
て
い
た
若
竹
町
の
人
た
ち
は
「
高
瀬
川
の
船
頭
衆

の
組
織
の
崩
壊
」
過
程
で
「
毎
年
東
御
座
の
神
輿
舁
の
間
に
（
起
こ

る
）
喧
嘩
」
で
、
徐
々
に
「
主
要
な
舁
方
」
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
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こ
し
て
神
輿
場
で
の
実
力
で
そ
の
存
在
を
認
め
さ
せ
た
。
こ
れ
は
最

初
に
言
っ
た
部
落
史
の
定
式
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
私
の
友
人
で
四

若
の
神
輿
舁
き
に
そ
の
話
を
す
る
と
、「
ひ
さ
し
を
借
り
て
母
屋
を

と
る
だ
け
ち
ご
て
表
札
ま
で
と
っ
た
」
と
い
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

ま
と
め

　
一
九
七
〇
年
位
か
ら
文
化
人
類
学
を
中
心
に
周
縁
、
こ
れ
は
別
に

私
が
言
っ
た
周
縁
よ
り
も
っ
と
一
般
的
な
意
味
で
す
が
、
周
縁
に
対

す
る
二
元
論
的
解
釈
が
現
れ
ま
す
。
周
縁
と
は
中
心
の
対
義
語
で
あ

り
、
中
心
か
ら
見
れ
ば
日
常
的
に
は
価
値
的
に
劣
る
存
在
と
み
な
さ

れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
周
縁
は
全
体
や
中
心
に
影
響
を
及
ぼ
す
パ

ワ
ー
を
持
つ
非
日
常
的
な
存
在
で
あ
る
と
。
中
心
と
い
う
の
は
京
都

の
場
合
、
洛
中
で
す
。
祇
園
祭
の
下
京
、
今
宮
祭
で
い
え
ば
西
陣
の

町
々
で
す
け
れ
ど
、
で
、
山
口
昌
男
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
文
化
は
絶
え

ず
文
化
外
の
空
間
を
蚕
食
し
て
、
そ
の
内
側
に
と
り
入
れ
よ
う
と
し
、

非
文
化
の
領
域
（
周
縁
）、
こ
れ
は
メ
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ー

と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
文
化
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
非
文
化
の
境
域
の
持
つ
活
力
と
か
多
義
性
と
い
っ
た
も

の
が
、
文
化
の
活
性
化
の
原
動
力
と
な
り
ま
す
。
周
縁
か
ら
新
た
な

力
を
得
て
、
文
化
は
活
性
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
で
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
の
前
半
か
ら
大
正
一
二
年
ま
で
若

竹
町
の
人
た
ち
は
、
祇
園
祭
の
神
輿
場
で
何
度
も
喧
嘩
、
揉
め
事
、

騒
動
、
暴
力
沙
汰
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
毎
年
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、

例
え
ば
市
電
が
停
ま
ら
な
く
て
神
輿
に
触
れ
た
ら
、
市
電
に
殺
到
し

て
市
電
を
十
何
台
停
め
た
り
、
あ
る
い
は
三
若
と
大
喧
嘩
し
た
り
と

か
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
正
一
二
年
の
神
幸
祭
で
の
三
若

と
の
抗
争
事
件
の
解
決
過
程
で
若
竹
町
の
人
々
は
、
祇
園
祭
の
神
輿

舁
き
集
団
の
「
正
統
」
た
る
三
若
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
、
昭
和

五
年
、
正
式
に
譲
り
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
先

ほ
ど
何
行
か
で
書
か
れ
て
い
た
正
式
に
譲
り
受
け
た
と
い
う
事
実
で

あ
り
ま
す
。
四
若
と
い
う
の
は
四
条
船
頭
町
か
ら
い
え
ば
も
う
江
戸

時
代
か
ら
続
く
の
で
す
け
ど
、『
五
十
年
の
歩
み
』
を
見
る
と
昭
和

五
年
以
降
の
幹
部
の
人
々
を
初
代
と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

中
御
座
の
神
輿
舁
き
集
団
は
三
条
台
若
中
で
す
の
で
「
三
若
」。
西

御
座
は
戦
前
は
「
壬
生
組
」、
現
在
は
錦
市
場
で
す
か
ら
、「
錦
」
と

い
い
ま
す
。
で
す
の
で
若
竹
町
の
神
輿
舁
き
集
団
も
「
若
竹
町
」
を

含
ん
だ
名
称
を
名
乗
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
例
え
ば
「
若
竹
町
組
」

み
た
い
な
名
乗
り
を
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
す
け
ど
「
四
若
」
と
い

う
名
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
ぎ
ま
す
。
長
い
ス
パ
ン
で
徐
々
に
勢
力

を
増
し
て
つ
い
に
は
神
輿
舁
き
集
団
を
乗
っ
取
り
、
神
輿
荒
れ
を
起
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伝
統
と
格
式
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
都
市
祭
礼
に

新
た
な
展
開
を
齎
し
た
。
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
宮
祭
に
お
け
る
蓮
台
野
の
人
々
の
動
き
は
、
神
輿
舁
き
へ
の
参

入
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
祭
礼
、
特
に
神
輿
場
（
神
輿

が
舁
か
れ
る
場
）
を
異
議
申
し
立
て
さ
え
行
う
こ
と
が
出
来
る
公
共

空
間
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
知
ら
し
め
た
と
思
い
ま
す
。
蓮
台
野
の

人
々
の
動
き
は
今
宮
神
社
の
氏
子
た
ち
や
京
都
市
民
に
近
世
的
な
身

分
感
覚
が
最
早
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の

神
輿
場
の
荒
れ
は
、
た
だ
の
喧
嘩
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
自
分
た

ち
の
も
っ
て
い
る
基
本
的
人
権
を
侵
さ
れ
た
怨
み
を
表
明
す
る
手
段

で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
蓮
台
野
村
の
人
た
ち
は
実
践
し
た
と
い
う

ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　
鞍
馬
口
村
の
人
々
は
御
霊
祭
に
新
た
な
神
輿
舁
き
集
団
と
し
て
参

入
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
独
自
の
神
輿
の
舁
き
方
で
、
自
ら
の
存
在

を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
鞍
馬
口
村
の
人
々
は
神
輿
場
を
地
域
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
の
表
現
の
場
と
解
釈
し
、
実
践
し
た
の
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
自
分
た
ち
の
神
輿
に
ち
ょ
っ
と
で
も
他
の

神
輿
舁
き
の
人
た
ち
が
近
寄
ろ
う
と
し
た
時
に
必
ず
そ
れ
を
排
除
し

て
、
そ
れ
が
我
々
村
の
神
輿
を
守
る
の
だ
と
意
識
を
強
化
し
て
い
っ

た
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。
現
在
も
続
い
て
い
る
の
で
す
け

　
日
本
文
化
に
お
い
て
芸
能
の
開
花
が
、
被
差
別
集
団
に
負
う
所
が

大
き
い
と
い
う
の
は
、
芸
能
こ
そ
が
文
化
が
非
文
化
の
活
力
を
取
り

込
む
最
も
有
効
な
仕
掛
け
で
あ
る
か
ら
だ
と
山
口
昌
男
さ
ん
は
述
べ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
図
式
は
祭
、
都
市
祭
礼
に
も
当
て
は
ま
る
と
思

い
ま
す
。
神
輿
渡
御
を
見
に
行
か
れ
た
こ
と
が
無
い
方
は
、
一
度
ご

覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
祇
園
祭
の
山
鉾
、
あ
る
い
は
葵

祭
の
平
安
絵
巻
な
ど
は
素
晴
ら
し
い
し
、
世
界
に
誇
れ
る
も
の
で
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
京
都
の
都
市
祭
礼
の
神
輿
渡
御
に
は
、「
勇
壮 

な
」
と
か
「
豪
華
絢
爛
」
と
か
い
っ
た
言
葉
で
表
す
こ
と
が
出
来
な

い
何
か
底
知
れ
な
い
力
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
を
祭
り
に
与
え
て
き
た
の
が
周
縁
で
あ
る
。
と
い
う
の
が
私
の
結

論
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
祭
礼
と
い
う
の
は
芸
能
と
似
た
仕
組
み
を

も
っ
て
い
る
。周
縁
、非
文
化
か
ら
活
性
化
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　
蓮
台
野
と
か
、
鞍
馬
口
村
、
若
竹
町
の
人
々
は
空
間
的
周
縁
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
山
口
昌
男
さ
ん
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
非
文
化
」、

す
な
わ
ち
文
化
的
に
も
マ
イ
ナ
ー
な
存
在
で
す
が
、
先
ほ
ど
も
言
っ

た
祇
園
祭
あ
れ
ば
山
鉾
町
が
も
っ
て
い
た
、
京
都
文
化
の
粋
と
で
も

言
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
と
は
違
う
パ
ワ
ー
を
も
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
祭
礼
の
場
で
し
め
し
た
実
践
は
、
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の
人
々
の
持
つ
「
活
力
と
か
多
義
性
と
い
っ
た
も
の
」
が
都
市
祭
礼

の
「
活
性
化
の
原
動
力
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
近
代
を
画
期

と
し
て
、
い
ろ
ん
な
氏
子
が
増
え
て
、
そ
の
新
し
い
氏
子
た
ち
が
平

等
を
求
め
て
、
祭
礼
に
参
加
さ
せ
ろ
、
神
輿
を
舁
か
せ
ろ
と
い
う
よ

う
な
動
き
が
あ
っ
た
。
京
都
の
祭
礼
の
歴
史
や
変
化
を
語
る
時
、
こ

う
い
っ
た
周
縁
の
人
た
ち
の
動
き
は
抜
き
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

京
都
の
祭
り
と
言
え
ば
豪
華
絢
爛
な
祇
園
祭
の
山
鉾
、
ま
た
は
葵
祭

で
斎
王
代
が
繰
り
広
げ
る
平
安
絵
巻
。
そ
う
い
っ
た
お
祭
り
ば
か
り

が
京
都
の
祭
り
で
あ
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実

際
に
は
た
い
へ
ん
沢
山
の
人
々
に
よ
っ
て
祭
礼
は
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
今
日
お
話
し
し
た
よ
う
な
「
周
縁
」
の
人
た
ち
も
、
京
都
の
お

祭
の
重
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。

れ
ど
も
末
廣
と
い
う
神
輿
の
神
輿
舁
き
は
法
被
に
、
奥
さ
ん
や
母
親

の
女
物
の
腰
紐
を
巻
く
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
京
都
の
祭
で
は
ほ
と
ん

ど
な
い
の
で
す
。（
最
近
、
岩
倉
の
長
谷
八
幡
宮
の
神
輿
舁
き
は
女

物
の
腰
紐
を
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。）
末
廣
神
輿
の
神

輿
舁
き
の
孫
で
あ
り
、
娘
で
あ
り
、
母
親
で
あ
っ
た
あ
る
高
齢
女
性

に
聞
い
て
み
る
と
、
女
で
あ
る
自
分
は
神
輿
に
触
れ
な
い
の
で
、
自

分
ら
も
一
緒
に
祭
に
出
て
い
る
の
だ
と
示
す
た
め
に
、
家
の
男
に
腰

紐
を
巻
か
せ
て
神
輿
に
送
り
出
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
ん

な
祭
は
、
京
都
の
大
型
の
都
市
祭
礼
の
神
輿
の
中
で
は
末
廣
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
の
村
全
員
で
神
輿
を
舁
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
祭
り
に
対
す
る
地
域
の
強
い
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
最
後
で
す
け
れ
ど
、
若
竹
町
の
人
々
は
は
じ
め
の
こ
ろ
は
ボ
ラ
ン

タ
リ
ー
で
神
輿
を
舁
く
と
い
う
「
願
舁
」
と
い
う
周
辺
の
立
場
か
ら

神
輿
舁
き
に
参
加
し
て
、
徐
々
に
東
御
座
神
輿
の
神
輿
舁
き
の
中
で

勢
力
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
神
輿
場
で
派
手
な
揉
め
事
を
繰
り
返
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近代京都の都市周縁と祭礼―神輿は誰が舁くのか― 

中西 仁（立命館大学） 
 
はじめに 
（１）都市周縁とは 
吉村智博は、近世大阪では「「かわた（穢多）」村」、「長吏・垣外（非人）」、「三昧聖（隠

坊）」は、「身分制社会における統治機能」によって「都市からの周縁化」されていたとし、
近代には被差別部落、寄せ場、スラムとして認識されたとする。それらの地域は、「墓所、
火葬場などの死にかかわる共同利用施設、塵芥処理場、屠場など食と排泄にかかわる衛生施
設、避病院（コレラ患者などの専用病舎）や監獄など隔離収容施設、遊郭などの遊興施設」
が前近代から、または近代の都市化の中で布置された地域であるとする。 
横井敏郎は、近世の京都には「穢多村はもちろんのこと、非人小屋も基本的には洛外に、 

洛中の町組形成地域を取り囲むようにして置かれていた」が、近代に入ると「穢多村はすべ
てそのまま「部落」として残っ」た。また、かつて「非人居住地区」を含んでいた地域のう
ち、数か所に対する社会的な賤視は残った。「京都市が大きく発展し始める前（日露戦争以
前）」には、それらの「部落」と「貧民窟（貧民集住地区）」は、「市域の周縁部に所在して」
おり、「貧民たちは富裕な市街（旧洛中）に入ることはできず、外へ押し出されていた」と
する。 
 
（２）部落史の先行研究より 
『部落の歴史と解放運動近代編』（1997）は、明治四（1871）年の「解放令」以降、近世

の身分制度で賎民とされていた人々が、平等な氏子としての地位承認を求めて、祭礼への参
加、とりわけ神輿舁きへの志向を高めることとなる。同書はこの動きを、「「賎民解放令」布
告直後から、部落民の氏子加入・祭礼参加を要求する動きは活発であった。はじめは、部落
の青年たちが祭りの仲間に加わろうと、神輿に肩を入れ、これを阻止しようとする部落外の
若者たちと乱闘になるといった騒ぎが各地でおこり、傷害事件になることも多かった。これ
は間もなく裁判に発展した」とする。『京都の部落史２近現代』は、京都では「明治三〇年
代に入ると、各地の部落で氏子関係の実質化を求める動きが表面化した」とし、その一環と
して、「まず一八九九年（明治三二）、宇治郡醍醐村辰巳の村民が同村長尾神社の祭礼に神輿
を舁ぐことを要求し、その動きは各地に広まり」、とする。 

『京都の部落史』より 

事例１．船井郡木崎村の部落民、神輿の共有兼につき確認書を得る。（明治十五年（1882）
十月） 

事例２．祭礼神輿をめぐり紀伊郡上鳥羽村と下竹田村の青年たち乱闘。（明治十九年（1886）
十一月二十三日） 
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事例３．宇治郡醍醐村巽の村民、神輿かつぎをもとめ、長尾神社に集会。（明治三十二年（1899）
十一月二日） 

 ※事例２、３は土方鉄『被差別部落のたたかい―人間に光あれ』に紹介されている。 
事例４，南桑田郡保津部落の青年、神社祭礼に平等の取扱いを獲得する。（明治三十四年

（1901）十月） 
事例５．神輿かつぎをめぐり、紀伊郡柳原町と西九条の青年たちもめる。（明治三十五年

（1902）四月十九日）  
事例６．上御霊神社の神輿かつぎをめぐり、田中村、鞍馬口村村民対立（明治三十六年（1903）

五月三日） 
事例７．八坂神社の神輿三台のうち一台は、若竹町青年が舁ぐことに決る。（明治四十二年

（一九〇九）七月十七日） 
※事例１～６は、『京都の部落史６史料近代１』「解放運動の芽ばえ」「差別反対の取り組み」、
事例７は『京都の部落史７史料近代２』「解放運動の胎動」「差別反対のとりくみ」より。 
 
＊旧「かわた」村のみを対象とする。 
＊紛争、訴訟、和解、祭礼への参入という定式 
＊事例５、６、７をどうとらえるか。 
 
（３）若中（神輿舁き集団）の類型 

類型 祭礼の種類 神輿の管理・維持 役割 具体例  

旅所在地型 周辺部大型祭礼 若中、若中の村 神を迎え、送る 稲荷祭、松尾祭 

請負型 中心部大型祭礼 神社、他地域 市中巡行の無事

（願舁対策） 

祇園祭、今宮祭 

村落祭祀型 周辺部中小祭礼 若中、若中の村 賑わいの演出 六請神社神幸祭、西院春日祭等 

＊非日常の祭礼空間では神輿舁きの「論理」が支配する。（←日常空間、社会） 
 
１．蓮台野の場合 
（１）近世の蓮台野村と今宮祭 
①（年代不詳）祭礼に使う小太鼓四基の修復を今宮神社が蓮台野村に命じ、蓮台野村は太鼓
の修繕を無料で行った。これをきっかけに太鼓の巡行（この時は太鼓を舁いていた）に、蓮
台野村の人々が参入するようになった。もともと太鼓の巡行を請け負ってきた「氏子講中神
輿舁請負方之者」から差し出された人足たちがこれを嫌がり祭りに出てこなくなった。 
↓ 
②文化十四（一八一七）年にも蓮台野村は小太鼓の修繕を命じられた。しかし蓮台野村では
その時には小太鼓の修復ができなかったので、大太鼓を無料で奉納し、さらに太鼓の巡行の
際の人足料まで負担することとなった。 
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↓ 
③天保一〇（一八三九）年には太鼓巡行の人数を節約し太鼓の破損を防ぐため、太鼓を舁く
ことを止め、車で牽かせるようになった。太鼓の巡行については、神社が雇った者に蓮台野
村の人々が混じるようになった。また神社雇の人足の賃銭も蓮台野村が負担し、結果、太鼓
のメンテナンス、購入及び太鼓の巡行など太鼓についての一切は、蓮台野村が差配するよう
になった。 
↓ 
④安政三（一八五六）年、蓮台野村の太鼓の巡行について、神社側は「不浄之もの神事之節、
列中え入交リ不申様仕度奉存」ので、氏子らと相談し、太鼓の修繕は蓮台野村に申し付ける
が、修繕料については神社や氏子が負担し、太鼓巡行のための人足は元の通り「氏子講中神
輿舁請負方之者」が差し出すこととなった。もし人足が不足した場合は神社が雇うが、その
場合の賃銭は西陣地域の氏子二名が負担することとなった。（以上、小林丈広（1993）より） 
 
（２）今宮祭の「大喧嘩」 
「奉願口上書」 
一、近年当社神事還幸之節、小屋竝穢多之者神輿え近附候二付、兎角故障出来駕輿丁之者大
ニ心配仕候間、何卒以来右様之者共神輿え不近附様御沙汰え下置候様駕輿丁之者申之候ニ
付、此段奉願上候、御許容え成下置候者難有可奉存候、以上                
明治四年辛未五月八日 今宮神主佐々木従五位（印） 京都御政府 
 
『大阪朝日新聞』明治二十一（1888）年五月十八日「京都通信」 
一昨十五日、今宮神社の祭禮につき大喧嘩ありし。次第を尚能く聞くに、往昔同神社の神

輿（大宮と稱するもの）は、愛宕郡東紫竹大門村の壮年輩が舁くの例なりしに、維新後彼穢
多の稱號を廃せしより、同郡鷹ヶ峰村字蓮臺野（舊穢多村）の人民等も同く氏子の者なれば、
共に神輿を舁かせ貰はんと、種々打合せありしも、之を舁すは神に對して不敬なりとて拒絶
なし、爾来年々夫等の為紛議の生じることもあり。左れば同日午後八時頃、第三の神輿が東
紫竹大門村字追分と云ふ處まで來りし折柄、豫て不平のある蓮臺野の人民凡五十名、各々瓦
礫を携へて出來り、神輿を見掛て投付たり。紫竹大門村の神輿舁は之を支へんとて、神輿を
畑中に下し遂に双方亂擊に及び、護衛の巡査數名が之を制せんとするも、其勢ひ當るべくも
あらず。喧嘩は益々盛んになり、血を見ざれば治り難き有様なれば、巡査は急を上京警察署
及び田中警察署へ報ぜしを以て、両警察署より應援の爲數十名の警部巡査派出し、双方を取
鎭めしにぞ。漸く翌十六日午前三時頃、神輿を今宮神社に舁き入るゝに至りしが、右の喧嘩
により、蓮臺野の大塚富之助（四十一年）原田勇次郎（六十三年）野村かな（六十年）の三
人は重傷を蒙り、生死も計り難き程にて。其他輕傷を受たるは、同地の者に七八名、大門村
の者に十二三名ありしが、何分夜間の事なれば兇行者も分明ならず。今尚、取調中なりと。 
＊先触れの「車太鼓」での今宮祭参加（復帰）へ。 
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２．鞍馬口村の場合 
（１）鞍馬口村の歴史 
『史料京都の歴史第６巻（北区）』によると、「『元禄郷帳』など近世初期の郷帳類には村

名がみえず、『天保郷帳』には立項され、村高四十六石七斗と記す。また『旧高旧領取調帳』
は四十六石五斗九升五合の村高を記し、角倉伊織支配としている。つまり、代官角倉氏が管
轄する幕府領であった。同村は賀茂川沿いの河原の地であったので、寛文年間（一六六一～
七三）、賀茂川に石垣（寛文新堤）が築かれてから耕地化が進行し、立村するに至ったと思
われ、そのことが郷帳類の記載に反映しているのであろう」という村である。つまり上御霊
神社の氏子区域の中でも新しい村である。 
 
（２）鞍馬口村と御霊祭 

明治十（一八七七）年 
・三社明神を松木家より預かる。 
・明治天皇、京都に滞在。上御霊社に千円、下御霊社に七百円寄付。 
・貴船神社（上小川町）遷座→同社神輿は上御霊神社に奉納。現末廣神輿。 

明治十二年 
・一説によると末廣神輿が製作された。 
（大正天皇誕生。明治天皇の唯一の男子） 

明治十三年 
・御霊祭にはじめて三基の神輿が出る。 

明治十四年 
・三社明神、和光明神、相殿へ遷座。 

 
三社明神とは、霊元天皇の第一皇子一宮（後の済深法親王）の母、中納言典待局、外戚の

小倉実起、小倉公連、小倉（竹淵）季判であり、延宝九（天和元）（1681）年に起こった皇
位継承を巡る朝廷の内紛である小倉事件に関連する人々である。和光明神とは、光格天皇の
掌侍であった東坊城（菅原）和子である。東坊城和子は、文化八（1811）年四月に第三皇女
を出産すると同時に母子ともども死亡したが、猪熊兼繁によればその死については謀殺説
があった。 
 新たな祭神をどう祀るかという神社側の喫緊の課題、神社が神輿を預かるという事態、神
輿舁きに参入したいという鞍馬口村の人々の願い（現宮司小栗栖元徳氏によれば鞍馬口村
の人々から預かった神輿を舁かせてくれという「願い」が神社に出されたという）が同時並
行的に錯綜した状況。 
 
（３）「えらいやっちゃ」 
 鞍馬口村の人々は「えらいやっちゃ」と踊るように神輿を舁いた。これは京都の他の神輿
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には見られない独特の舁き方である。なぜこのような舁き方を始めたのか。 
鞍馬口村の人々は信仰に関わる芸能とかかわりが深く、芸能の一種として「疱瘡送り」に

関わっていた可能性もある。本来、疫病を起こす祟り神である疱瘡神を喜ばせ、祀り棄てた
り利益をもたらす善神に転換する「疱瘡送り」は、疫病の原因と考えられる御霊を喜ばせ都
の外に送り出す御霊会と、祭祀の目的や方法において共通する。明治になって上御霊神社の
祭神に加わった神々（三社明神、和光明神）はまだ祟り神の性格を残していた。鞍馬口村の
人々が新たな御霊神たちの「祀り」のあり方を考えたとき、まだ記憶に新しい「疱瘡送り」
を想起したのではないか。そして祟りなす神々の怒りを鎮め喜ばせるために、「えらいやっ
ちゃ」と神をほめたたえ喜ばせようとしたのではなかろうか。 
鞍馬口村は前述の通り、江戸時代は角倉家の支配下にあって、賀茂川修復に関わっており、

年貢は賀茂川修復料をもって充てられた。鞍馬口村の人々が賀茂川修復の「砂持」に加わる
ことは当然あっただろう。「京都加茂川遊覧ノ圖」には、天秤棒を担ぎながら扇を持って踊
るような所作を見せる男たちが描かれている。男達は口々に何か音頭を取っているような
感じである。この所作はまさに末廣神輿の舁き方を彷彿とさせる。鞍馬口村の人々は新たに
神輿を舁くにあたって、他の神輿の舁き方を参考とせず、「砂持」の図に見られるような日
頃から慣れ親しんできた所作を取り入れたのではないか。 

 

 
疱瘡神          「京都加茂川遊覧ノ圖」 

 
（４）御霊祭と神輿荒れ 
明治二十四（一八九一）年六月三日の『日出新聞』「御靈祭の腕力騒ぎ」 
「上御靈神社にては昨年来神事費の嵩みあるにより本年は三基の神輿のうち内小山組

（舁夫の受持區域を稱す）の分のみ渡與して今出川口及び末廣組の二基は見合わさんとの
豫定なりしも今宮神社の氏子なる安居院組の若者等は今宮祭に快く神輿を舁かざりし念晴
しに今出川口の分を舁きたしと神事掛へ申込み其の承諾を経」た。（略）「末廣組の分も正午
頃に至り俄かに出輿することとな」ったが、祭りの休憩時に末廣組の休憩場所（「寺町今出
川下る京極校」あたり）付近を安居院組の神輿舁達が通りかかると、「末廣組の若者はウヌ
他處の氏子でありながら我等が休息所の區域内に侵入したるこそ奇怪なれと」言い争いに
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なり、遂には「百五六十名許入亂れ」た乱闘となった。そして末廣組のものが鞍馬口村付近
の「寺町頭の光明寺まで引揚げ喧嘩の次第を在所へ知らせ遣りしかばイデ京都の奴原を片
端から打って遣らんとの權幕で村方擧て繰出すといふ大騒ぎ」になった。 
 
明治三十六（一九〇三）年五月三日の『日出新聞』「神輿の争ひ〔担ぎたさ〕」 
府下愛宕郡田中村字田中人力車夫中西与吉（二十一年）、同郡同村無業吉田幸次郎（二十四年）外

数名が打集り、一昨日上御霊の神輿を鞍馬口村の者共が担ぎて市内寺町広小路上がる処を
大賑ひに行きし際、横手より前記与吉、幸次郎外五、六名一時に押寄せ、担ぎ居りたる鞍馬
口村の者共に打掛りしも、何分鞍馬口の人数々十名なりしによりメチャメチャの目に逢さ
れし折から取締の為出張し居たる川端署の巡査が制止せんとせしも、血気に逸る中西、吉田
の両人は肯んせず、已むなく本署に引致取調べの上検束に処したるが、其原因は御霊の神輿
を毎年三個宛出し居りし処、本年は何か都合ありて一個を減じ二個を出す事となせしに依
り、随って担ぐ者を削減する事となせしに、田中村よりは是非共本年は上御霊の神輿を担ぎ
たき旨申し出たれども鞍馬口の者共が承知せざりしより前記の始末を惹起したるものなり
と。 
 
３．若竹町の場合 
（１）祇園祭神輿渡御の担い手の変遷 

神輿 幕末 明治初め 明治末～戦前 戦後 現在 

中御座 今宮神人 三条台（三若） 三若 三若 三若 

東御座 四条船頭町 四条船頭町（四若） 四若（四条船頭町）→四若（若竹町） 四若 四若 

西御座 三条台 壬生村（壬生組） 壬生組 錦 錦 

 
（２）若竹町と四若 
四若神輿會の起源 
（近世末）から我々の若松・若竹両町の人々は助人として草鞋や手拭の実費を出して神輿渡
御に参加していた。然し明治になり高瀬川の船頭衆の組織の崩壊に伴い、我々の先祖の人々
が四若組の主要な舁方となり、遂に土井幸次郎、山口新之助、清水金太郎の各氏その他の骨
折により、船頭町の役員と数日に亙り談合の結果、正式に四若神輿会に移譲され今日に至っ
ている。 
（入江丑松氏「八坂神社東御座四若神輿会五十年の歩み」一九七〇年記録） 
 
『大阪朝日新聞』明治四十二（一九〇九）年七月十七日記事「神輿舁若者頭の協定」 
東御座は元々西高瀬四条下る船頭町組の舁ぎ居たるものあるも、一時舁人の少くなりしが
ため三条裏の加勢を頼むことゝなり、尚又其の後一般の若者をも頼み種々の方面より協力
舁ぎ来りしが、毎年東御座の神輿舁の間に喧嘩の起るを以てその筋に於ても特にこの神輿
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舁に注意を加へ、本年も亦過日来、松原、五条、堀川の各署長より舁人の重なるものを集め
予じめ警戒をなしつゝありしが、前号にも記せし如く十五日松原署に於て若者頭を呼出し
更に警戒を加へんとせしに、その警戒を聞くに先ち右若者頭中に協議を凝し、本年よりは三
条裏東御座は若竹町の若者のみにて舁ぐことに協定せしにぞ、その旨松原、五条の両署長に
届けたり。 
 
若竹町は祇園社に近く、井戸掘りという神輿舁きに適した「肩腰の強い」人々が多く住ん

でいた。初めは願舁として神輿に寄った若竹町の人々は、「高瀬川の船頭衆の組織の崩壊」
過程で、「毎年東御座の神輿舁の間に（起こる）喧嘩」で、徐々に「主要な舁方」の地位を
占めるようになり、ついには明治四十二（一九〇九）年の「神輿舁若者頭の協定」で他の地
域の神輿舁きたちを追い出したのである。この経緯は偶然ではなく、一連の流れの底には東
御座神輿を自分たちが仕切りたいという若竹町の人々の欲望が存在し、その欲望に沿った
戦略的な動きがあったはずである。現在でも京都の神輿舁きの間には、神輿舁き集団が他の
神輿舁き集団の仕切っている神輿を「とる（乗っ取る）」という言葉が存在するが、若竹町
の人々は長期的な戦略で東御座神輿を「とった」のである。 
若竹町の人々はその後も祇園祭で喧嘩や神輿の舁き捨てなど派手な動きを見せ存在をア

ピールした。そして大正十二（一九二三）年の神幸祭での三若との抗争事件の解決過程で若
竹町の人々は、祇園祭の神輿舁き集団の正統たる三若にその存在を認められる。そして昭和
五（一九三〇）年には四若の取締役、正組長、副組長すべてが若竹町の人々で構成されるよ
うになった。『五十年の歩み』はこれら幹部の人々を、「初代」と表現している。本来ならば
中御座の三条台、西御座の壬生組、または錦のように、例えば「若竹町組」という地名を冠
した名称を名乗るはずではあるが、若竹町の人々は四若という名称をそのまま引き継いだ。
近世から続く伝統ある神輿舁き集団の四若という名称はまさに金看板であったからであろ
う。 
 
まとめ 
一九七〇年代から文化人類学を中心に、「周縁」に対する二元論的解釈が現れた。即ち「周

縁」とは「中心」の対義語であり、「中心」から見れば価値的に劣る存在とみなされている
が、「周縁」は全体や「中心」に影響を及ぼすパワーを持つ存在でもあるとする。山口昌男
は周縁と全体との関係について、「「文化」は絶えず文化外の空間を蚕食して、それを内側に
とり入れようとします。非文化の境域の持つ活力とか多義性といったものが、文化の領域の
活性化の原動力となるからです。よく言われるように、日本文化において芸能の開花が、被
差別集団に負う所が大きいというのは、芸能こそが、文化が、「非文化」の活力を取り込む
最も有効な仕掛けであるからでしょう」と述べる〔山口 一九八八（一九七七） 三五三〕。
この場合の「文化」は中心、あるいはスタンダードまたはメジャーと、「非文化」は周縁と
読み替えられるであろう。 

近代京都の都市周縁と祭礼
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蓮台野区、鞍馬口村、若竹町の人々は空間的周縁であるばかりでなく、山口の言うところ
の「非文化」、すなわち文化的周縁でもあった。彼らが祭礼の場で示した実践は、伝統と格
式を尊重し、維持しようとする都市祭礼に新たな展開を齎した。今宮祭における蓮台野の
人々の動きは、神輿舁きへの参入にはつながらなかったが、祭礼、特に神輿場（神輿が舁か
れる場）を異議申し立てさえ行うことが出来る公共空間であることを人々に知らしめた。蓮
台野の人々の動きは今宮神社の氏子たちや京都市民に、近世的な身分感覚が最早無効であ
ることを理解させたであろう。鞍馬口村の人々は御霊祭に新たな神輿舁き集団として参入
したが、その際独自の神輿の舁き方で、自らの存在をアピールした。鞍馬口村の人々は神輿
場を地域的アイデンティティの表現の場と解釈し、実践したのである。同時に彼らのパフォ
ーマンスは、神輿舁きに祝祭的な要素を付け加えた。若竹町の人々は初め願舁という周辺の
立場から神輿舁きに参加し、徐々に東御座神輿の神輿舁きの中で勢力を拡大するとともに、
神輿場では派手な揉め事を繰り返した。そして、遂には祇園祭東御座神輿の神輿舁き集団と
いう威信の高い地位を手に入れる。 
これらの動きを山口の言を借りて表せば、都市周縁の人々の持つ「活力とか多義性といっ

たもの」が、都市祭礼の「活性化の原動力」となったのである。近代を画期とした京都の祭
礼の変化を語るとき彼らの存在を抜きにすることは出来ない。 
 
引用・参考文献 
猪熊兼繁 1968 「維新前の公家」『明治維新のころ』 朝日新聞社 
京都市 1993 『史料京都の歴史第 6巻（北区）』 平凡社  
京都部落史研究所 1991 『京都の部落史２近現代』 
         1884 『京都の部落史６史料近代Ⅰ』 
小林丈広 1993 「今宮神事と蓮台野村」『京都市史編さん通信』243号 
土方鉄 1973 『被差別部落のたたかい―人間に光あれ』 新泉社 
部落問題研究所 1997 『部落の歴史と解放運動』 
山口昌男 1988（1977） 『知の祝祭 文化における中心と周縁』 河出書房新社 
横井敏郎 1990 「明治後期の都市と「部落」－京都市を事例として―」 『部落問題研究』

105 号 
吉村智博 2012 『近代大阪の部落と寄せ場－都市の周縁社会史』 明石書店 
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は
じ
め
に

　
簡
単
な
自
己
紹
介
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
の
職
場
で
あ

る
京
大
人
文
研
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
は
社
会
運
動
史
研

究
が
一
つ
の
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
日
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
方

は
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
渡
部
徹
先
生
が
以
前
京
大
人
文
研

に
お
ら
れ
ま
し
て
、
労
働
運
動
を
中
心
に
社
会
運
動
や
部
落
問
題
を

研
究
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
の
研
究
分
野
も
同
じ
社
会
運
動
史
な
の

で
す
が
、
元
々
、
戦
前
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
部
落
問
題
の
研
究
を
専
門
的
に
や
っ
て
き
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
今
後
は
渡
部
先
生
の
研
究
を
引
き
継
ぐ
か
た

ち
で
、
研
究
領
域
を
広
げ
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
日
の

お
話
で
は
、
皆
さ
ま
の
ご
意
見
も
い
た
だ
き
な
が
ら
勉
強
さ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
ま
で
に
私
が
発
表
し
た
著
書
と
し
て
、『
戦
間
期
日
本
の
社
会

思
想
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
と
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
争
』

（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
二
年
）
の
二
つ
の
本
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
思
想
形
成
を
行
っ

て
き
た
か
、
あ
る
い
は
運
動
を
築
い
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
す
。
最
近
は
、
筑
摩
新
書
か
ら
『
思
想
史
講
義
』
大

正
篇
、
明
治
篇
Ⅰ
を
東
大
の
山
口
輝
臣
先
生
と
一
緒
に
編
集
し
て
い

ま
し
て
、
一
二
月
に
戦
前
昭
和
篇
も
出
る
予
定
で
す
。
こ
れ
ら
の
シ

リ
ー
ズ
で
は
部
落
問
題
に
つ
い
て
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
、
ぜ
ひ
こ
ち
ら
も
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
社
会
運
動
の
研
究
を
こ
れ
ま
で
す
す
め
て
き
た
の
で
す
が
、

部
落
問
題
の
研
究
を
避
け
て
と
お
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
っ
か

り
研
究
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
先
行
研

究
の
層
が
厚
く
て
、
取
り
か
か
る
き
っ
か
け
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
最
近
で
は
、
朝
治
武
、
黒
川
み
ど
り
、
内
田
龍
史
の
各
先

生
が
編
集
さ
れ
て
い
る
『
近
現
代
日
本
の
部
落
問
題
１

　
近
代
の
部

落
問
題
』（
解
放
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）
に
お
誘
い
い
た
だ
き
ま

し
て
、「
初
期
社
会
主
義
と
部
落
問
題
」
と
い
う
論
文
を
投
稿
し
ま

し
た
。
あ
と
、
同
じ
編
者
の
方
々
で
『
非
部
落
民
の
部
落
問
題
』（
解

放
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）
が
こ
の
前
出
た
ば
か
り
な
の
で
す
が
、

そ
ち
ら
の
方
に
も
初
期
社
会
主
義
者
の
一
人
堺
利
彦
に
つ
い
て
論
じ

て
い
ま
す
。
今
日
は
こ
の
二
つ
の
話
を
つ
な
げ
る
形
で
、
か
つ
講
演

と
し
て
わ
か
り
や
す
い
形
で
論
じ
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も

う
少
し
く
わ
し
く
知
り
た
い
方
は
、
こ
れ
ら
の
原
稿
も
み
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
今
日
の
話
は
四
本
の
構
成
で
考
え
て
お
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
自
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た
。
歴
史
学
は
端
的
に
言
う
と
「
歴
史
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
」

で
す
が
、
そ
の
歴
史
や
歴
史
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
も
う
少
し
触
れ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
と
、
た
ま
に
、
そ
ん
な
古
い
こ
と
を
や
っ

て
ど
う
い
う
価
値
が
あ
る
の
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た

だ
、
歴
史
学
は
単
に
過
去
の
出
来
事
を
掘
り
起
こ
す
だ
け
で
は
な
い

の
で
す
ね
。
古
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
が
歴
史
学
の
目

的
で
は
な
い
で
す
し
、
そ
も
そ
も
歴
史
は
必
ず
し
も
古
い
も
の
の
集

積
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
ま
ず
歴
史
と
は
何
か
で
す
が
、「
現
在
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
過
去
」

に
な
り
ま
す
。
現
在
の
地
点
か
ら
み
て
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
過
去
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
歴
史
の
断
片
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
「
見
い
だ
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現
在
と
過
去
の
対

話
が
前
提
と
し
て
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
対
話
の
部
分
は
特
に
重
要
で
し
て
、
現
在
か
ら
み
た
過
去
を
恣
意

的
に
つ
ま
み
出
す
の
で
は
な
く
て
、
自
分
が
過
去
を
み
い
だ
し
て
い

く
な
か
で
認
識
や
判
断
が
鍛
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
を
新
し

く
し
な
が
ら
現
在
か
ら
別
の
過
去
を
み
い
だ
し
て
い
く
と
い
う
往
復

の
運
動
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
歴
史
学
の
重
要

己
紹
介
の
続
き
と
し
て
自
分
の
専
門
分
野
と
研
究
方
法
に
つ
い
て
で

す
。
私
の
専
門
分
野
で
あ
る
歴
史
学
と
社
会
運
動
史
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
ま
ず
は
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
姿
勢
、
考
え
方
で
部
落
問
題
や
社
会
運
動
の
歴
史

に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
二
つ
目
は
、
内

容
の
方
に
入
っ
て
い
き
ま
し
て
、
タ
イ
ト
ル
の
「
初
期
社
会
主
義
者
」

と
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
当
時
の
歴
史
を
踏

ま
え
な
が
ら
説
明
し
ま
す
。
三
つ
目
は
、
今
日
の
メ
イ
ン
の
部
分
に

な
る
の
で
す
が
、
初
期
社
会
主
義
者
は
部
落
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取

り
組
ん
だ
の
か
を
説
明
し
ま
す
。
四
つ
目
は
、
二
と
三
を
踏
ま
え
た

う
え
で
、
今
日
か
ら
み
て
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
っ
た
の
か
を
振
り

返
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
、
専
門
分
野
と
研
究
方
法

　
専
門
分
野
と
研
究
方
法
に
つ
い
て
話
を
す
す
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
私
の
専
門
分
野
は
歴
史
学
で
す
。
た

だ
、
学
部
の
出
身
は
文
学
部
の
歴
史
学
専
攻
で
は
な
く
て
経
済
学
部

で
し
た
。
こ
の
た
め
、
大
学
で
歴
史
学
を
専
門
に
学
ん
だ
こ
と
は
な

い
の
で
す
が
、
自
分
自
身
で
歴
史
学
と
は
何
か
、
ど
の
よ
う
に
歴
史

を
研
究
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
な
が
ら
、
研
究
を
進
め
て
き
ま
し

初期社会主義と部落問題
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の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
て
、
現
在
や
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

を
こ
こ
ろ
み
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
こ
と
を
恣
意
的
に
や
っ
て
い
け
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
く
て
、

大
切
な
の
は
方
法
で
す
。
歴
史
を
知
る
た
め
の
方
法
を
踏
ま
え
て
、

そ
れ
が
研
究
者
や
一
般
の
方
々
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
と
レ
ジ
ュ
メ
に
書
き
ま

し
た
け
れ
ど
、
方
法
を
共
有
し
な
が
ら
歴
史
を
検
証
し
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
の
で
す
ね
。

　
で
は
、
次
に
歴
史
学
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
も
そ
も

歴
史
学
は
大
き
な
意
味
で
学
問
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の

学
問
は
自
分
の
た
め
に
知
識
を
つ
け
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
自

分
を
取
り
巻
く
世
界
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、

そ
の
た
め
の
方
法
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
単
に
知
識
を
増
や

し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
自
分
が
そ
の
一
部
で
あ
る
世
界
に
関
わ
っ

て
い
く
た
め
の
方
法
が
大
事
な
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
学
問
に
は

少
な
が
ら
ず
そ
う
し
た
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
歴
史
学
に
ど
う
い
う
特
徴
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
学
の
大
き
な
特
徴
は
、
過
去
の

出
来
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に

書
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
時
間
を
ず
ら
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

な
側
面
で
、
過
去
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
客
観
的
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
意
味
や
意
義
が

あ
っ
た
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に

も
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
に
つ
い
て
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
歴
史
を
研
究
す
る
う
え
で
関
わ
っ
て
き

ま
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
過
去
と
現
在
の
対
話
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
自

分
自
身
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
過
去
を
み
い
だ
し
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
事
を
や
っ
て
し
ま
う
と
モ
ノ
ロ
ー
グ

に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
危
険
性
を
さ
け
る
た
め
に
も
、
歴
史

学
に
お
い
て
資
料
に
よ
る
実
証
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

新
し
い
資
料
を
発
見
し
て
、
そ
の
資
料
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
歴

史
に
位
置
づ
け
て
い
く
の
か
、
そ
う
し
て
自
分
自
身
の
歴
史
に
対
す

る
認
識
を
新
し
く
し
て
い
く
の
か
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
と
、
先
ほ
ど
未
来
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
言
い
ま
し
た
が
、

過
去
の
な
か
に
は
つ
ね
に
「
未
発
の
可
能
性
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
時
は
不
幸
に
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
性
に

向
か
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
が
、
当
時
は
み

え
な
か
っ
た
も
の
の
、
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
も
の
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
な
か
で
、
そ
れ
を
過
去
だ
け

154



軸
を
ず
ら
し
な
が
ら
自
分
が
生
き
る
世
界
を
捉
え
直
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
あ
と
は
、
資
料
に
基
づ
い
て
常
に
自
分
自
身
の
認
識

や
判
断
を
新
し
く
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
歴
史
学
を
通
し
て

で
き
る
こ
と
が
こ
の
学
問
の
特
徴
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
歴
史
学
を
学
ぶ
目
的
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
生
き
て
い
る
な
か
で
、
時
間
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き

な
い
わ
け
で
す
ね
。そ
れ
ゆ
え
に
、与
え
ら
れ
た
時
間
に
対
し
て
中
・

長
期
的
な
波
動
を
与
え
る
、
過
去
か
ら
み
て
今
に
つ
な
が
り
、
そ
れ

が
未
来
に
ま
で
流
れ
る
、
そ
う
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
流
れ
を
与
え

て
い
く
こ
と
が
歴
史
学
の
目
的
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
今
の
私
た
ち
が
普
段
生
き
て
い
る
日
常
的
な
世
界

の
再
解
釈
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今

は
こ
う
い
う
方
向
に
行
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
実
は
こ
う
い
う
方

向
も
あ
り
う
る
の
だ
と
い
う
未
来
像
を
今
後
提
起
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
学
で
は
古
い
こ
と
を
た
だ
明

ら
か
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
未
来
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
の

か
が
実
は
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
の
下
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
過
去
の
出
来
事
の
習
得
だ

け
で
は
完
結
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
受
験
勉

強
の
影
響
で
、
歴
史
、
日
本
史
を
暗
記
と
い
う
か
、
古
い
こ
と
を
お

い
う
こ
と
で
す
。
今
の
私
た
ち
の
世
界
と
そ
れ
以
前
の
世
界
で
あ
る

過
去
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
自
分
が
生
き
て
い
る
世
界
を
客
観

的
に
、
冷
静
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
が
大
き
な
特
徴
の

ひ
と
つ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
を
一
所
懸
命
に
生
き
て
い
る
と
、

自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
く
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
の
で
す
ね
。
少
し
で
も
現
在
を
冷
静

に
相
対
化
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
も
、
過
去
を
み
る
こ
と
で
き
た
え

ら
れ
た
認
識
を
も
つ
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
二
つ
目
は
そ
れ
と
も
関
係
す
る
の
で
す
け
れ
ど
、
さ
き
ほ
ど
述
べ

た
よ
う
に
、
歴
史
学
で
は
資
料
が
と
て
も
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
き

ま
す
。
資
料
を
発
掘
し
て
蓄
積
し
、
次
の
世
代
に
つ
な
い
で
い
く
こ

と
が
重
要
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
つ
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
セ
ン

タ
ー
で
も
貴
重
な
資
料
を
保
管
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う

い
う
こ
と
を
積
極
的
に
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
そ
れ
は
、
単
に
古
い
資
料
を
残
し
て
い
け
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
そ
の
資
料
の
検
証
は
自
分
が
過
去
を
み
る
う
え
で
の
認
識

や
判
断
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
現
在
や
未
来
に
向
け

て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
姿
勢
と
も
関
わ
っ
て
き
ま

す
。
そ
の
認
識
、
姿
勢
に
客
観
性
や
普
遍
性
を
与
え
て
い
き
、
時
間

初期社会主義と部落問題
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の
「
社
会
運
動
と
は
？
」
と
い
う
所
に
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
以

下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
①
個
々
人
が
抱
え
る
生
き
づ
ら
さ
を
解

消
す
る
た
め
に
、
②
同
じ
悩
み
や
問
題
を
持
つ
人
び
と
、
ま
た
そ
れ

を
理
解
す
る
人
び
と
と
共
振
し
て
い
く
こ
と
で
、
③
そ
の
生
き
づ
ら

さ
を
生
み
出
す
問
題
を
解
決
し
、
よ
り
生
き
や
す
い
世
界
を
創
っ
て

い
く
こ
と
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　
一
つ
目
の
「
①
個
々
人
が
抱
え
る
生
き
づ
ら
さ
を
解
消
す
る
た
め

に
」
と
い
う
箇
所
で
す
が
、
生
き
づ
ら
さ
と
は
皆
さ
ん
が
日
々
生
き

て
い
く
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
解
消
す

る
こ
と
が
社
会
運
動
の
目
的
と
し
て
ま
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
。
次
に

②
の
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
自
分
自
身
の
生
き
づ
ら
さ
は
個
人
の
問

題
な
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
自
分
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
、
社
会
と
の
関
わ
り
で
生
き
づ
ら
さ
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
同
じ
悩
み
や
問
題
を
持

つ
人
び
と
、
ま
た
そ
れ
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
び
と
が
、
社
会
の
な

か
で
一
定
数
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
彼
ら
と
共

振
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
運
動
へ
と
つ
な

が
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
単
に
共
振
で
終
わ
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
共
振
を
通
じ
て
、
生
き
づ
ら
さ
を
生
み
出
す
社
会
を
変

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
③
の
、
生

ぼ
え
る
だ
け
で
点
を
取
っ
て
競
い
合
う
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
姿
勢

で
こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
当
時

の
可
能
性
だ
と
か
、
今
後
自
分
が
ど
の
よ
う
に
世
界
と
向
き
合
い
た

い
の
か
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
意
識
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
歴
史
学
の
な
か
で
、
私
は
社
会
運
動
史
と
い
う
分
野
を
意
識
的
に

選
択
し
て
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
初
期
社
会

主
義
運
動
も
社
会
運
動
で
す
の
で
、
社
会
運
動
史
を
私
自
身
が
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
を
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　
ご
く
簡
単
に
「
社
会
運
動
」
を
定
義
し
て
お
き
ま
す
と
、『
広
辞
苑
』

で
は
「
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
集
団
的
行
動
」

と
ま
と
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
で
は
素
っ
気
な
い
の
で
、
も
う
少

し
詳
し
く
定
義
し
た
図
書
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
社
会
学
の
研
究
者

が
ま
と
め
た
『
社
会
運
動
の
社
会
学
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）

と
い
う
図
書
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。「
①
複
数
の

人
び
と
が
集
合
的
に
、
②
社
会
の
あ
る
側
面
を
変
革
す
る
た
め
に
、

③
組
織
的
に
取
り
組
み
、
そ
の
結
果
④
敵
手
・
競
合
者
と
多
様
な
社

会
的
な
相
互
作
用
を
展
開
す
る
非
制
度
的
な
手
段
を
も
用
い
る
行
為
」。

　
こ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
今
回
の
報
告
で
は
、
も
う
少
し
自
分
な
り

に
定
義
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
私
自
身
は
、
レ
ジ
ュ
メ
下
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社
会
運
動
と
い
う
分
野
を
自
覚
的
に
み
つ
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
か
か
え
た
問
題
を
当
時
の
人
び
と
は
ど
の

よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
で
き
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
も
き
ち
ん
と
見
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
代

の
人
た
ち
が
抱
え
た
問
題
は
、
そ
の
時
代
固
有
の
問
題
と
い
う
側
面

も
あ
る
一
方
で
、
時
代
を
超
え
た
課
題
、
問
題
が
そ
こ
か
ら
み
え
て

く
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
。
彼
ら
が
何
を
問
題
と
感
じ
て
、
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
代
の
社
会
運
動
に
取
り
組
む
方
法
や
社
会
問
題
の
解
決
に
活
か
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識

し
て
社
会
運
動
史
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
最
後
は
、
そ
の
こ
と
と
も
関
わ
る
の
で
す
が
、
社
会
運
動
上
の
要

求
の
な
に
が
実
現
し
て
、
な
に
が
実
現
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
単
に
今
か
ら
見
渡
し
て
、
実
現
し
な
か
っ
た
か
ら
価
値
が
な

い
と
い
う
わ
け
で
な
く
て
、
失
敗
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
し
、
そ
れ
を
未
来
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
思

う
の
で
す
ね
。
時
間
が
た
っ
て
い
く
と
、
昔
の
、
特
に
マ
イ
ナ
ー
と

さ
れ
る
社
会
運
動
は
、
ど
う
し
て
も
歴
史
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て

し
ま
い
ま
す
。た
だ
、そ
う
し
た
運
動
を
今
日
か
ら
み
る
こ
と
に
よ
っ

き
づ
ら
さ
を
生
み
出
す
問
題
を
解
決
し
、
よ
り
生
き
や
す
い
世
界
を

創
っ
て
い
く
こ
と
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
①
②
③
の
三
つ
の
特

徴
を
も
つ
の
が
社
会
運
動
だ
と
ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
で
は
、
な
ぜ
歴
史
学
の
な
か
で
社
会
運
動
史
と
い
う
分
野
を
意
識

的
に
研
究
し
て
き
た
の
か
を
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
た
ま
に
言
わ
れ

る
の
は
、
歴
史
の
な
か
で
社
会
運
動
は
ご
く
一
部
分
の
出
来
事
で
、

社
会
運
動
史
か
ら
は
歴
史
の
全
体
像
が
み
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
あ
え
て
言
い
た
い
の
で
す
ね
。

　
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
社
会
の
構
造
か
ら
う
ま
れ
た
歪
み
が
、
あ
る

時
に
特
定
の
場
所
に
集
ま
っ
て
表
面
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
社
会
運
動
の
歴
史
を
み
て
い
く
と
、
各
時
代
を
生
き
た

人
び
と
が
抱
か
え
た
問
題
が
把
握
し
や
す
く
な
る
の
で
す
ね
。
社
会

運
動
の
目
的
で
生
き
づ
ら
さ
を
解
消
す
る
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、

そ
の
時
代
の
人
び
と
が
社
会
運
動
に
取
り
組
む
な
か
で
、
ど
の
よ
う

な
生
き
づ
ら
さ
が
あ
っ
た
の
か
が
表
面
化
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
運

動
に
何
ら
か
の
社
会
の
問
題
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
の
運
動
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
全
体
像
が
む
し
ろ
ヴ
ィ

ヴ
ィ
ッ
ト
に
見
え
て
く
る
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
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分
析
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
分
か
り
や
す
く
て
、
明
治
期
の

社
会
主
義
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
こ
う
し
た
分
析
用
語
の
使
用
を
考

え
る
う
え
の
背
景
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
当
時
の
歴
史
学
で
は

共
産
主
義
も
し
く
は
共
産
党
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
た
め
、
日
本
で
共
産
党
が
生
ま
れ
た
一
九
二
〇
年
代
初
頭
を
あ

る
種
の
到
達
点
と
考
え
て
、
そ
こ
に
い
た
る
明
治
の
社
会
主
義
を
前

史
、
前
座
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
歴
史
観
が
強
か
っ
た
わ
け
で
す
。

素
朴
な
明
治
社
会
主
義
か
ら
よ
り
高
度
な
大
正
・
昭
和
の
共
産
主
義

に
な
っ
て
い
く
と
い
う
発
展
史
観
の
も
と
で
研
究
が
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
明
治
社
会
主
義
」
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
て
、
例
え
ば
、
明
治
の
社
会
主
義
者
は
階
級
意
識
が
足

り
な
か
っ
た
と
か
、
彼
ら
の
理
論
は
知
識
人
中
心
の
理
論
だ
っ
た
な

ど
と
い
う
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
前
史
と
し
て
の
明
治
社
会
主
義
を
み
な
お
す
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
一
九
八
〇
年
代
後
半
く
ら
い
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
お
も
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
ソ
連
崩
壊

で
す
。
ロ
シ
ア
発
の
共
産
主
義
に
対
す
る
批
判
的
な
再
検
証
が
始
ま

り
ま
し
て
、
そ
の
前
で
あ
る
明
治
の
社
会
主
義
を
も
う
一
度
み
な
お

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
一

九
八
六
年
に
初
期
社
会
主
義
研
究
会
が
東
京
で
発
足
い
た
し
ま
し
て
、

て
得
る
も
の
、
継
承
す
べ
き
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　
渡
部
徹
先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
た
一
九
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
に

は
、
社
会
運
動
史
は
花
形
の
研
究
分
野
だ
っ
た
の
で
す
が
、
残
念
な

が
ら
、
今
は
全
国
で
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
私
も
「
生
き
る
化

石
」
と
た
ま
に
い
わ
れ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
状
況
で
も

し
っ
か
り
と
し
た
研
究
と
資
料
を
残
し
て
い
け
ば
、
今
後
社
会
運
動

史
の
研
究
を
選
ん
で
く
れ
る
若
手
の
研
究
者
も
出
て
く
る
の
で
は
と

思
っ
て
い
ま
す
。

２
、「
初
期
社
会
主
義
」
と
は
な
に
か
？

　
今
日
の
報
告
テ
ー
マ
を
み
ら
れ
て
、
初
期
社
会
主
義
と
は
何
だ
ろ

う
か
と
皆
さ
ん
疑
問
に
思
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
説

明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
初
期
社
会
主
義
と
い
う
名
称
は
若

干
分
か
り
に
く
い
と
い
う
か
、
な
ん
で
初
期
な
の
か
、
中
期
、
後
期

が
あ
る
の
か
と
素
朴
な
疑
問
が
思
い
浮
か
ぶ
わ
け
で
す
が
、
初
期
社

会
主
義
の
用
語
が
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九

八
〇
年
代
後
半
く
ら
い
か
ら
で
す
。
意
外
と
新
し
い
分
析
用
語
な
の

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
明
治
期
に
は
初
期
社
会
主
義
と
い
う
用
語
は

使
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
先
行
の
研
究
史
を
み
る
と
、「
明
治
社
会
主
義
」
と
い
う
概
念
で
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日
清
戦
争
後
、
わ
が
国
に
も
産
業
革
命
が
到
来
し
た
た
め
、
多
く
の

社
会
問
題
が
発
生
し
、
そ
の
解
決
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
各
種
の
結
社

が
誕
生
す
る
。
そ
れ
ら
の
結
社
の
な
か
か
ら
、
資
本
主
義
の
変
革
、

す
な
わ
ち
社
会
主
義
の
理
想
を
か
か
げ
た
団
体
や
政
党
な
ど
の
結
社

が
、
主
体
的
な
運
動
を
展
開
す
る
時
期
の
思
想
と
運
動
を
い
う
。」

他
方
で
、
次
の
太
田
先
生
の
文
章
を
み
る
と
、
初
期
社
会
主
義
の
研

究
を
と
り
ま
く
当
時
の
雰
囲
気
が
よ
く
伝
わ
る
と
思
い
ま
す
。「
そ

こ
〔
社
会
主
義
の
結
社
〕
に
は
、
人
間
的
な
豊
か
さ
が
あ
っ
た
。
さ

ら
に
人
間
の
触
れ
合
い
を
大
事
に
す
る
心
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
な

に
よ
り
も
人
間
の
自
由
な
精
神
が
あ
っ
た
。
ま
さ
に
初
期
社
会
主
義

に
は
、〝
人
間
の
顔
を
し
た
社
会
主
義
〟
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。」
い

ま
の
研
究
で
は
、
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
情
感
を
込
め
て
語
る
と
い

う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
ソ
連
崩
壊

を
受
け
て
新
し
い
社
会
主
義
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
い
う
意
気
込
み

が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
太
田
先
生
が
初
期
社
会
主
義
に
込
め
た
思
い
は
、
私
も
共
感
す
る

部
分
が
あ
り
、
や
は
り
ソ
連
型
の
共
産
主
義
と
は
こ
と
な
る
側
面
が

初
期
社
会
主
義
の
思
想
と
運
動
に
は
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
こ
に
「
人
間
の
顔
を
し
た
社
会
主
義
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、

そ
の
思
想
と
運
動
が
部
落
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の

雑
誌
『
初
期
社
会
主
義
』
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
研
究
会
と
雑

誌
が
一
つ
の
拠
点
と
な
っ
て
初
期
社
会
主
義
の
再
検
証
が
始
ま
っ
て

い
き
ま
す
。
こ
の
研
究
会
の
人
た
ち
の
な
か
で
は
、
山
泉
進
先
生
が

『
平
民
社
の
時
代

　
非
戦
の
源
流
』（
論
創
社
、
二
〇
〇
三
年
）
と

い
う
本
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
梅
森
直
之
先
生
が
大
杉
栄
に

着
目
し
て
『
初
期
社
会
主
義
の
地
形
学
（
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

　
大
杉

栄
と
そ
の
時
代
』（
有
志
社
、
二
〇
一
六
年
）
と
い
う
本
を
刊
行
さ

れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
と
て
も
面
白
い
本
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
み
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
以
外
に
、
早
い
時
期
の
研
究
書
と
し
て
は
、
太
田
雅
夫
先
生

の
『
初
期
社
会
主
義
史
の
研
究

　
明
治
三
〇
年
代
の
人
と
組
織
と
運

動
』（
新
泉
社
、
一
九
九
一
年
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
、
こ
の

時
期
の
研
究
の
到
達
点
と
い
え
る
く
ら
い
素
晴
ら
し
い
研
究
だ
と
思

い
ま
す
。
太
田
先
生
が
非
常
に
実
証
的
な
研
究
を
積
み
重
ね
ら
れ
て
、

そ
こ
に
山
泉
先
生
や
梅
森
先
生
が
新
し
い
初
期
社
会
主
義
と
い
う
分

析
用
語
を
用
い
な
が
ら
研
究
を
す
す
め
、
こ
の
思
想
と
運
動
に
現
代

的
な
意
義
を
与
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
次
に
、
初
期
社
会
主
義
が
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
か
を
み
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
太
田
先
生
は
『
初
期
社
会
主
義
の
研
究
』
の
な

か
で
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。「
初
期
社
会
主
義
と
は
、
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民
地
下
で
苦
し
む
人
た
ち
、
抑
圧
で
苦
し
む
人
た
ち
の
存
在
を
軽
視

し
た
り
、
周
辺
化
し
て
し
ま
う
側
面
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

　
社
会
運
動
は
本
来
、
大
き
な
敵
の
抑
圧
か
ら
苦
し
む
人
び
と
を
解

放
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
解
放
自
体
が
ま
た
別
の

抑
圧
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
念
の
た
め
に
言
い
ま
す
と
、
社
会
運
動
の
抵
抗
と
い
う

側
面
に
は
も
ち
ろ
ん
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
他
方
で
、

そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
も
同
時
に
抱
え
て
い
る
こ
と
を
み
の
が
し
て
は

い
け
な
い
し
、
こ
の
点
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
の
が
私

の
問
題
意
識
の
ひ
と
つ
に
あ
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
の
所
に
戻
り
ま
す
け
れ
ど
、
初
期
社
会
主
義
者
た
ち
は
政

府
の
度
重
な
る
弾
圧
や
日
露
戦
争
に
直
面
し
、
抵
抗
し
て
い
く
な
か

で
、
ど
の
よ
う
に
人
び
と
の
「
解
放
」
を
考
え
た
の
か
。
そ
の
「
解

放
」
は
も
し
か
し
て
、
別
の
抑
圧
の
側
面
を
生
み
出
し
た
可
能
性
は

な
か
っ
た
の
か
を
、
歴
史
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
検
討
に
あ
た
り
、
彼
ら
と
部
落
問
題
と
の
関
わ
り
を
調

べ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
初
期
社
会
主
義
の
簡
単
な
レ
ビ
ュ
ー
を
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
初
期
社
会
主
義
が
う
ま
れ
て
き
た
か

か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
今
日

の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
前
に
、
な
ぜ
部
落
問
題
と
の
か
か
わ
り
に
着
目
す
る
の
か
と

い
う
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
自
身
の
、

戦
前
の
日
本
の
社
会
運
動
史
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
あ
る
問
い
と
か

か
わ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
社
会
運
動
の
定
義
に
も
出
て
い
ま
し
た

が
、
社
会
運
動
は
往
々
に
し
て
対
抗
勢
力
を
設
定
す
る
こ
と
が
あ
る

わ
け
で
す
ね
。
日
本
政
府
と
か
資
本
家
と
か
、
当
時
で
い
え
ば
帝
国

主
義
列
強
と
か
で
す
ね
。
そ
れ
ら
の
抑
圧
に
抵
抗
し
て
い
く
な
か
で

社
会
運
動
が
た
ち
あ
が
っ
て
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
当
時
の
社
会
運
動
を
み
て
い
く
と
、
対
抗
勢
力
や
敵
が

強
大
で
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
そ
れ
ら
に
抵
抗
す
る
自
分
た
ち
の
勢

力
も
巨
大
で
強
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
考
が
働
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
強
者
の
論
理
が
運
動
の
内
部
で
も
働
く
ケ
ー
ス
が
あ
る

わ
け
で
す
。
強
大
な
敵
に
対
抗
す
る
た
め
に
自
ら
強
く
あ
る
べ
き
だ

と
い
う
論
理
は
理
解
で
き
る
一
方
で
、
抵
抗
運
動
の
な
か
で
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
や
女
性
に
対
す
る
軽
視
や
抑
圧
が
発
生
す
る
こ
と
が
歴
史
上

で
は
確
認
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
戦
前
の
日
本
は
植
民
地
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
日
本
人
の
社
会
運
動
を
中
心
に
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
植
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に
応
用
し
て
い
き
ま
し
た
。
あ
と
、
も
う
一
つ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
影

響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
博
愛
主
義
や
人
道
主
義
と
い
え
る

と
思
い
ま
す
が
、
困
っ
た
人
た
ち
を
助
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
問
題
意
識
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
信
仰
に
基
づ
い
て
社
会
問
題
を

解
決
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
の
ち
に
社
会
主
義
者
は
唯
物
論
的
な
社

会
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
社
会
主
義
に
分
離
し
て
い
く
の
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
の
頃
は
草
創
期
で
あ
る
た
め
に
一
緒
に
活
動
し
て
い
ま

し
た
。
の
ち
に
社
会
主
義
研
究
会
は
社
会
主
義
協
会
に
名
前
を
変
え

て
、
研
究
と
運
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
時
期
、
彼
ら
は
政
党
を
結
成
し
て
新
し
い
活
動
を
は
じ
め
ま

す
。
そ
れ
が
社
会
民
主
党
で
す
。
こ
れ
は
一
九
〇
一
年
に
結
成
さ
れ

た
、
日
本
最
初
の
社
会
主
義
政
党
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も

名
前
が
出
ま
し
た
安
部
磯
雄
、
片
山
潜
、
幸
徳
秋
水
、
木
下
尚
江
ら

六
名
で
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
五
月
一
八
日
に
結
成
し
て
、
一

九
日
に
当
局
に
届
け
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
二
〇
日
に
は
結
社
禁

止
に
な
り
ま
し
た
。
わ
ず
か
な
期
間
で
し
た
が
、
そ
う
し
た
動
き
が

生
ま
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
上
の
画
期
的
な
一
コ
マ
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　
彼
ら
社
会
主
義
者
は
、
こ
の
政
党
結
成
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
方

針
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
宣
言
の
な
か
に
彼
ら
の
想
い

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
、
社
会
的
な
背
景
と
し
て
は
日
清
戦

争
以
降
の
社
会
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。資
本
主
義
の
導
入
に
と
も
な
っ

て
貧
富
の
格
差
と
い
う
社
会
の
矛
盾
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
と

も
に
、
新
聞
な
ど
で
欧
米
の
社
会
主
義
の
紹
介
が
始
ま
り
ま
す
。
こ

れ
ら
二
つ
の
側
面
か
ら
、
日
本
で
も
社
会
主
義
運
動
が
始
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。

　
そ
の
運
動
の
さ
き
が
け
が
社
会
主
義
研
究
会
で
す
。
一
八
九
八
年

に
村
井
知
至
、
安
部
磯
雄
、
片
山
潜
、
木
下
尚
江
、
幸
徳
秋
水
ら
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
村
井
は
ア
メ
リ
カ
帰
り
で
、
同
志
社
神

学
校
出
身
の
牧
師
で
す
。
安
部
も
同
志
社
出
身
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
、

の
ち
に
東
京
専
門
学
校
、
今
の
早
稲
田
大
学
の
講
師
、
教
授
に
な
る

人
物
で
す
。
そ
れ
か
ら
片
山
も
ア
メ
リ
カ
帰
り
の
労
働
運
動
家
で
す
。

木
下
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
作
家
、
批
評
家
で
す
。
あ
と
は
幸
徳
秋
水

で
す
ね
。
自
由
民
権
運
動
の
理
論
家
中
江
兆
民
の
弟
子
の
一
人
で
、

大
逆
事
件
で
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
研
究
会
に
つ
ど
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
を
い
か
に
日
本
に
応
用
す
る
か
を
話
し
あ

い
ま
し
た
。

　
彼
ら
の
経
歴
を
ざ
っ
と
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
渡
米
経
験
の
あ
る

人
が
多
く
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
社
会
主
義
や
労

働
運
動
を
学
び
、
帰
国
し
て
そ
れ
ら
の
知
識
と
経
験
を
日
本
の
社
会
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161



は
「
殉
教
者
た
ち
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
下
に
一
九
一
一
年
一

月
二
四
日
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
か
と
い
う
と
大
逆
事
件
の
処
刑
の
日
を
表
し
て
い
ま
す
。
大
逆
事

件
は
日
本
だ
け
で
報
道
さ
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
多
少
情
報
が
異

な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
絵
葉
書
で
も
こ
う
し
た
形

で
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
九
〇
一
年
に
社
会
民
主
党
が
結
成
さ
れ
た
と
言
い
ま
し
た
け
れ

ど
、
結
成
し
て
す
ぐ
に
結
社
禁
止
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
社
会
的
な

影
響
と
い
う
の
は
限
定
的
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
一
九
〇

が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
番
の
大
き
な
目
的
は
日
清
戦
争
後
の
資

本
主
義
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
貧
富
の
格
差
を
い
か
に
打
破
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
農
民
や
都
市
の
労
働
者
の
利

害
を
代
表
し
て
、
彼
ら
の
た
め
に
政
治
運
動
を
や
っ
て
い
こ
う
と
高

ら
か
に
宣
言
し
ま
し
た
。

　
彼
ら
は
新
し
い
理
想
で
あ
る
社
会
主
義
と
民
主
主
義
と
平
和
主
義

と
い
う
三
本
柱
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
社
会
主
義
は
ま

だ
マ
ル
ク
ス
主
義
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
る
前
で
す
の
で
、
ド
イ
ツ

社
会
民
主
党
の
影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
社
会
の
公
共
財
の

共
有
な
ど
を
う
っ
た
え
た
り
し
ま
し
た
。
具
体
的
な
方
向
性
で
は

「
理
想
綱
領
」
を
制
定
し
ま
し
て
、
そ
こ
で
土
地
の
公
有
と
か
、
普

通
選
挙
を
掲
げ
ま
し
た
。
ま
た
、
軍
備
の
撤
廃
や
侵
略
批
判
は
、
帝

国
主
義
が
当
た
り
前
だ
っ
た
当
時
の
世
の
中
に
お
い
て
斬
新
な
問
題

提
起
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
レ
ジ
ュ
メ
に
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
次
の
写

真
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
か
ら
み
て
左
の
方

か
ら
幸
徳
秋
水
、真
ん
中
が
堺
利
彦
で
、そ
の
右
側
が
西
川
光
二
郎
で

す
。面
白
い
の
は
彼
ら
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
で
す
ね
。こ
れ
は

フ
ラ
ン
ス
語
で「L

E
S
 
M
A
R
T
Y
R
S
 
JA

P
O
N
A
IS
 
(T

o
k
io
,  24 

ja
n
v
ie
r  1911

)

」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の「L

E
S
 
M
A
R
T
Y
R
S

」
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朝
報
』
を
退
社
し
ま
す
。
彼
ら
は
非
戦
の
思
想
を
掲
げ
な
が
ら
、
同

時
に
社
会
主
義
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
民
社
と
い
う
新
し

い
団
体
を
立
ち
上
げ
て
、
自
分
た
ち
の
運
動
を
始
め
て
い
き
ま
す
。

　
平
民
社
は
一
九
〇
三
年
に
堺
利
彦
、
幸
徳
秋
水
ら
を
中
心
に
結
成

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
「
宣
言
」
で
は
、
自
由
・
平
等
・
博
愛
の
重
視

を
掲
げ
ま
し
た
。
幸
徳
も
堺
も
自
由
民
権
運
動
の
影
響
を
強
く
う
け

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
こ
の
三
つ
を
掲
げ
た
の

で
す
ね
。
思
想
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
目
は
「
平
民
主
義
」。
こ
れ
は

門
閥
と
か
財
産
と
か
性
別
の
差
別
打
破
を
訴
え
た
も
の
で
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
こ
と
で
す
。
二
つ
目
は
「
社
会
主
義
」
で
、
生
産
分
配
交

通
機
関
の
共
有
で
す
。
三
つ
目
は
「
平
和
主
義
」
で
す
ね
。
日
露
戦

争
の
開
始
前
に
、
軍
備
の
撤
去
や
戦
争
の
禁
絶
を
強
く
掲
げ
た
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

　
こ
の
宣
言
と
主
義
に
基
づ
い
て
『
平
民
新
聞
』
を
刊
行
し
て
、
社

会
主
義
の
啓
蒙
や
非
戦
論
を
積
極
的
に
共
鳴
者
に
呼
び
掛
け
て
い
き

ま
し
た
。『
平
民
新
聞
』
は
だ
い
た
い
五
千
部
く
ら
い
刊
行
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
共
産

党
宣
言
』
を
紹
介
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
当
時
有
楽
町
に
平
民
社
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
当
時
の
写
真

が
残
っ
て
い
ま
す
。
写
真
を
み
て
い
た
だ
く
と
、「
平
民
新
聞
」
と

四
年
の
日
露
戦
争
の
前
後
く
ら
い
か
ら
、
彼
ら
の
主
張
が
一
気
に
世

に
出
て
き
ま
す
。彼
ら
の
主
張
と
し
て
も
っ
と
も
広
が
っ
た
の
が「
非

戦
」
論
の
提
唱
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
戦
争
に
非
ず
、
反
戦
で
は
な
く
、

戦
争
自
体
を
根
本
的
に
否
定
す
る
考
え
方
を
彼
ら
は
社
会
に
向
け
て

提
唱
し
ま
し
た
。

　
一
八
九
四
年
に
日
清
戦
争
が
あ
り
、
そ
の
時
に
日
本
は
遼
東
半
島

を
領
有
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
と
ド

イ
ツ
が
日
本
に
対
し
て
返
還
を
要
求
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
三
国
干

渉
に
応
じ
る
形
で
日
本
政
府
は
遼
東
半
島
を
返
還
す
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
、
そ
れ
か
ら
約
一
〇
年
か
け
て
、
日
本
政
府
は
ロ
シ
ア
を
仮
想

敵
と
し
て
戦
争
の
準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

日
本
の
な
か
で
国
論
が
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
ロ
シ
ア
と
積
極
的
に

戦
争
を
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
主
戦
論
と
、
数
は
少
数
な
が
ら
、
い

や
い
や
戦
争
は
良
く
な
い
と
い
う
非
戦
論
で
す
。

　
こ
の
う
ち
非
戦
論
の
拠
点
に
な
っ
た
の
が
日
刊
新
聞
と
し
て
発
刊

さ
れ
て
い
た
『
万
朝
報
』
で
す
。
そ
こ
で
先
ほ
ど
も
名
前
が
で
ま
し

た
堺
利
彦
、
幸
徳
秋
水
が
社
説
や
記
事
の
執
筆
を
担
当
し
て
い
る
な

か
で
、
非
戦
論
を
世
に
広
め
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
た
だ
、
当
時

の
『
万
朝
報
』
を
運
営
し
て
い
た
黒
岩
涙
香
が
非
戦
論
か
ら
主
戦
論

に
転
換
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
者
は
『
万
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手
を
し
ま
し
た
。
日

ロ
両
国
と
し
て
は
戦

争
を
や
っ
て
い
る
の

だ
け
れ
ど
、
社
会
主

義
者
と
し
て
提
携
し

平
和
を
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の

大
会
で
は
、
日
露
戦

争
に
対
す
る
反
対
を

満
場
一
致
で
採
択
し

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
当
時
の
大

会
の
時
の
記
念
す
べ

き
写
真
の
一
枚
だ
っ

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

皆
さ
ん
か
ら
み
て
右

い
う
看
板
を
掲
げ
て
、「
社
会
主
義
協
会
」
を
同
時
に
掲
げ
て
い
る

の
が
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
真
ん
中
の
羽
織
を
き
て

和
装
し
て
い
る
人
物
が
堺
利
彦
だ
と
思
い
ま
す
（
ジ
ャ
パ
ン
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
以
下
サ
イ
ト
掲
載
写
真
参
照

　h
ttp

s
: //

ja
a
2100

.o
rg
/

e
n
try

/
d
e
ta
il /042676

.h
tm

l

）。

　
平
民
社
は
も
う
一
つ
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
し
て
、
彼
ら
の
運
動

は
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
際
的
な
提
携
を
同
時
に
呼
び
か
け
て
い

ま
し
た
。
こ
の
「
与
露
国
社
会
党
書
」
と
い
う
原
稿
は
『
平
民
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た
の
で
す
が
、
日
本
の
社
会
主
義
者
が
戦
争
を
し
て
い

る
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
者
に
呼
び
掛
け
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

「
我
等
の
敵
は
露
国
人
に
非
ず
、
而
し
て
亦
実
に
今
の
所
謂
異
国
主

義
也
、
軍
国
主
義
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
百
年
以
上
前

の
論
説
で
す
け
れ
ど
、
今
の
私
た
ち
に
も
共
鳴
で
き
る
文
章
で
す
ね
。

　
「
与
露
国
社
会
党
書
」
は
英
訳
さ
れ
て
、
欧
米
や
ロ
シ
ア
の
社
会

主
義
運
動
の
機
関
紙
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
的
に
ロ
シ
ア
の
社

会
党
か
ら
の
返
信
が
届
い
て
、
翻
訳
さ
れ
た
原
稿
が
『
平
民
新
聞
』

に
載
っ
て
い
ま
す
。
日
本
か
ら
欧
米
に
伝
わ
っ
て
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア

に
伝
わ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
日
本
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
国
際
的
な

連
帯
が
百
年
前
に
実
現
し
た
わ
け
で
す
。

　
ま
た
別
の
連
帯
も
あ
り
ま
し
た
。
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と

い
っ
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
（
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
の
前
の

組
織
と
し
て
社
会
主
義
者
の
国
際
組
織
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、

こ
の
組
織
の
大
会
に
日
本
か
ら
片
山
潜
が
代
表
と
し
て
参
加
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
と
い
う
ロ
シ
ア
の
代
表
と
歴
史
的
な
握
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的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
一
九
〇
〇
年
前
後
は
ち
ょ
う
ど
初
期
社
会
主
義
が
誕
生
し
て

い
く
と
い
う
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
近
代
の
部

落
問
題
が
出
て
き
た
時
期
と
初
期
社
会
主
義
者
が
出
て
き
た
時
期
は

同
時
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
で
は
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
部
落
問
題
を

認
識
し
て
い
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
当
時
の
部
落
問
題
に
は
い
ろ
ん
な
側
面
が
あ
り
、
今
か
ら
み
る
と

不
思
議
で
す
が
、
人
種
問
題
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
た
傾
向
が
あ

り
ま
し
た
。
今
の
私
た
ち
か
ら
い
う
と
、
所
謂
ア
ジ
ア
系
の
人
び
と

や
「
黒
人
」
に
対
す
る
差
別
を
人
種
問
題
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
と

思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
時
期
は
い
ま
と
「
人
種
」
の
概
念
が
こ

と
な
っ
て
い
て
、
部
落
問
題
が
人
種
問
題
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
は
異
な
る
「
人
種
」「
民
族
」
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
誤
っ

た
理
解
・
認
識
が
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
「
人
種
」「
民
族
」
と
い
う
概
念
が
日
本
社
会
の
な
か
で
ま

だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
科
学
的
な
検
証
が

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
時
代
で
す
の
で
、
曖
昧
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

側
の
帽
子
を
置
い
て
い
る
人
が
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
で
す
。
そ
の
左
の
人

物
が
片
山
潜
で
す
。
で
、
片
山
潜
と
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
真
ん
中
に
い

る
女
性
は
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
右
側
の
二
人
目
の
所
に
白
い
髭
を
は
や
し
た
人
物
が
い

ま
す
け
れ
ど
、
彼
が
カ
ウ
ツ
キ
ー
で
す
ね
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の

綱
領
に
関
わ
る
理
論
家
で
す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
ロ
シ
ア
、
日
本
の
社
会
主
義
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
親
睦
を
深
め
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
考
え
ま
す
。

３
、
初
期
社
会
主
義
者
は
「
部
落
問
題
」
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん

だ
の
か
？

　
以
上
、
初
期
社
会
主
義
の
運
動
を
み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
次

に
初
期
社
会
主
義
者
が
部
落
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
の
か

を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
当
時
の
部
落
問
題
は
何
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し

て
お
き
ま
す
。
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
に
対
す
る
差
別
は
も
ち
ろ
ん

近
代
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
一
九
〇
〇

年
前
後
に
「
近
代
の
部
落
問
題
」
が
社
会
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に
、
特
定
の
地
域
が
「
特

殊
部
落
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
が
社
会
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も
ち
い
な
が
ら
異
世
界
の
住
人
に
「
同
情
」
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

横
山
の
文
を
紹
介
し
た
の
は
、
彼
の
被
差
別
部
落
観
を
あ
ば
く
た
め

で
は
な
く
て
、
横
山
の
よ
う
に
、
貧
民
社
会
に
対
し
て
一
定
の
理
解

の
あ
っ
た
人
た
ち
で
も
こ
う
い
う
差
別
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
で
、
部
落
問
題
を
ど
の
よ
う
に

解
決
し
よ
う
と
し
た
か
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
当
時
の
言
論
を
み

る
と
、
被
差
別
部
落
の
人
び
と
を
「
異
人
種
」
と
と
ら
え
て
、
彼
ら

は
海
外
に
移
住
し
た
ら
よ
い
と
い
う
方
法
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
例
と
し
て
、
柳
瀬
頸
介
が
書
い
て
権
藤
震
二
が
編
者
と
な
っ

た
『
穢
多
非
人

　
社
会
外
の
社
会
』（
大
学
舘
、
一
九
〇
一
年
）
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
当
時
の
被
差
別
部
落
観
を
も
の
が
た
る
象
徴
的

な
タ
イ
ト
ル
だ
と
思
い
ま
す
。
本
書
で
示
さ
れ
て
い
る
「
救
済
策
」

を
み
る
と
、
ま
ず
「
道
徳
智
識
品
格
を
高
む
る
事
」
と
し
て
文
明
化

を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
新
平
民
部
落
の
布
教
」
と
あ
る
よ

う
に
、
被
差
別
部
落
の
人
び
と
を
教
化
す
る
こ
と
で
意
識
を
変
え
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
も
う
一
つ
は
「
彼
ら
が
取
る
べ
き
唯
一
無
上
の
針
路
」
と
し

て
国
内
外
へ
の
移
住
、
住
居
の
移
転
を
提
案
し
、
や
は
り
移
民
を
推

奨
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
当
時
の
日
本
で
移
民
は
奨
励
さ

　
最
初
の
例
と
し
て
み
て
お
き
た
い
の
は
横
山
源
之
助
で
す
。
皆
さ

ん
も
横
山
源
之
助
の
名
前
は
歴
史
の
教
科
書
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
富
山
県
出
身
の
有
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で

す
。
彼
の
名
前
を
有
名
に
し
た
の
は
『
日
本
之
下
層
社
会
』
で
す
。

日
清
戦
争
後
、
都
市
周
辺
で
所
謂
「
貧
民
窟
」
と
呼
ば
れ
た
下
層
社

会
が
で
き
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
こ
の
本

で
し
た
。
当
時
の
官
憲
記
録
を
み
ま
す
と
、
横
山
は
さ
き
ほ
ど
述
べ

た
社
会
主
義
研
究
会
の
会
員
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
横
山
自

身
は
社
会
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
シ

ン
パ
だ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
で
は
、
彼
は
ど
の
よ
う
に
被
差
別
部
落
を
み
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
総
合
雑
誌
の
『
太
陽
』
に
「
新
平
民
社
会
の
状
態
」
を
寄
稿
し

て
お
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、「
あ
ゝ
社
会
の
罪
か
、
制
度
の
罪
か
、

同
じ
く
一
人
の
天
皇
を
戴
き
な
が
ら
、
同
じ
帝
都
の
下
に
在
り
て
、

法
律
の
上
に
は
四
民
平
等
の
権
能
を
受
け
た
る
に
も
拘
ら
ず
、
全
く

天
地
を
異
に
し
、
言
語
を
異
に
し
、
今
日
の
如
き
蒙
昧
な
る
を
致
す
、

豈
憫
れ
む
べ
き
に
あ
ら
ず
や
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
当
時
の
下
層
社
会
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
理
解
が
あ
っ
た
横
山
で

す
ら
、
こ
の
よ
う
な
認
識
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
住
む
世
界
や
言
語
が

自
分
た
ち
と
は
異
な
る
と
み
て
い
た
し
、「
蒙
昧
」
と
い
う
表
現
を
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こ
の
た
め
、
個
別
の
ケ
ー
ス
と
し
て
堺
利
彦
の
部
落
問
題
観
を
み

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
堺
は
初
期
社
会
主
義
を
代
表
す
る
人
物

の
ひ
と
り
で
、
こ
れ
が
彼
の
写
真
で
す
。
一
八
七
一
年
に
福
岡
に
生

れ
て
い
ま
し
て
、
日
清
戦
争
で
領
有
し
た
台
湾
や
、
ハ
ワ
イ
、
北
米
、

シ
ベ
リ
ア
、
北
海
道
な
ど
へ
の
移
民
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
な

か
で
、
被
差
別
部
落
の
人
び
と
の
移
民
も
推
奨
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　
二
つ
の
事
例
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
当
時
の
論
説
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
、
社
会
主
義
者
が
部
落
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対

応
し
て
い
た
の
か
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
彼
ら
の

対
応
が
わ
か
る
資
料
を
探
し
た
の
で
す
が
、
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い

る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
一
九
〇
一
年
に
社
会
民
主
党
が
結
成
さ
れ
た
と
き
に
、「
社
会
民

主
党
宣
言
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
な
か
で
「
人
種
の
差
別
政

治
の
異
動
に
拘
ら
ず
、
人
類
は
皆
同
胞
な
り
と
の
主
義
を
拡
張
す
る

こ
と
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
人
種
の
差
別
」
の
部
分
は
読
み

方
に
よ
っ
て
は
海
外
で
の
日
本
人
差
別
だ
け
で
な
く
、
被
差
別
部
落

の
人
た
ち
に
対
す
る
差
別
も
含
ま
れ
て
い
た
と
も
考
え
る
こ
と
は
で

き
ま
す
。「
人
類
は
皆
同
胞
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
だ
、

「
宣
言
」
を
み
る
と
部
落
問
題
に
か
ん
す
る
言
及
は
な
く
て
「
貴
賤

の
差
別
」
へ
の
批
判
が
あ
る
く
ら
い
で
す
。「
貴
族
」
対
「
平
民
」

と
し
て
と
ら
え
て
い
て
、
被
差
別
部
落
の
人
び
と
を
ど
の
よ
う
に
こ

の
図
式
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
部
分
が

多
い
で
す
。

ま
れ
ま
し
て
、
高
等
学
校
中
退
後

に
『
万
朝
報
』
の
記
者
に
な
っ
て

「
非
戦
論
」
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　
『
万
朝
報
』
に
関
わ
る
な
か
で
、

堺
は
部
落
問
題
に
関
す
る
論
文
を

ひ
と
つ
だ
け
発
表
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
一
九
〇
三
年
に
発
表
し

た
「
人
種
的
反
感
」
で
す
。「
人
種
」
と
は
ユ
ダ
ヤ
人
や
、
色
ん
な
国
々

の
「
人
種
」
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
人
種
的
差
別
を
野
蛮
だ

と
批
判
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
日
本
の
「
劣
敗
人
種
」
に
言
及

し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
劣
敗
人
種
」
と
は
ア
イ
ヌ
人
と
「
新
平
民
」

の
こ
と
で
し
て
、
堺
は
彼
ら
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。「
日
本
人
に
し
て
深
く
そ
の
国
内
の
劣
敗
人
種
に
同
情
を
寄
せ
、

日
本
国
民
に
し
て
深
く
そ
の
近
隣
諸
国
民
を
敬
愛
し
、
相
共
に
人
種

同
胞
の
大
義
を
唱
え
、
欧
米
白
人
と
相
並
ん
で
世
界
の
こ
と
を
処
す

る
に
至
ら
ば
、
そ
の
時
に
こ
そ
東
洋
の
文
明
は
初
め
て
真
に
偉
大
な

る
光
輝
を
発
揚
す
べ
き
な
れ
。」
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指
す
の
で
す
が
、
彼
ら
は
平
等
を
か
か
げ
て
貴
族
を
批
判
し
て
い
る

が
、
一
方
で
「
新
平
民
」
の
人
た
ち
を
敬
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
述
べ
て
い
ま
す
。「
平
民
」
た
ち
の
欺
瞞
性
を
突
い
て
、
警
鐘

を
な
ら
し
て
い
ま
す
。

　
中
江
の
論
説
を
『
平
民
新
聞
』
で
掲
載
し
た
と
き
に
、
幸
徳
秋
水

の
次
の
よ
う
な
解
説
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
今
の
学
者
政
治
家

富
豪
、
習
慣
に
役
せ
ら
れ
階
級
に
縛
ら
れ
、
死
に
切
れ
ず
し
て
宙
宇

に
迷
へ
る
世
間
一
切
の
有
象
無
象
、
一
日
十
回
此
新
平
民
論
を
読
誦

せ
ば
、
即
身
成
仏
疑
ひ
な
し
」
と
し
て
名
文
で
ほ
め
て
い
ま
す
。
彼

ら
も
社
会
主
義
者
と
し
て
こ
の
「
新
平
民
論
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
、

こ
れ
を
も
う
一
遍
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
述
べ
て
い
ま
す
。
た
だ
幸

徳
自
身
は
、『
平
民
新
聞
』
の
な
か
で
所
謂
当
時
の
部
落
問
題
に
対

す
る
批
評
は
ほ
と
ん
ど
な
く
て
共
感
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
中
江
の
弟
子
で
、
幸
徳
の
友
人
で
も
あ
っ
た
前
田
三
遊

が
部
落
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
彼
の
取
り
組
み

は
『
平
民
新
聞
』
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
田
は
中
江
の
フ
ラ

ン
ス
語
塾
で
学
ん
だ
あ
と
、『
東
雲
新
聞
』
に
入
社
し
て
中
江
と
一

緒
に
活
動
し
ま
し
て
、
そ
の
後
『
芸
備
日
日
新
聞
』
や
『
東
京
自
由

新
聞
』
で
記
者
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
彼
は
中
江
兆
民
を
通
し
て

被
差
別
部
落
の
人
び
と
と
交
流
し
た
経
験
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
体

　
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
堺
は
文
明
化
を
推
進
す
る
立
場
に
立
っ
て
、 

「
劣
敗
人
種
」
に
対
す
る
偏
見
を
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
主

張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
自
分
た
ち
は
文
明
国
、
あ
る
い

は
文
明
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
で
、
あ
る
い
は
日
本
で
こ

の
差
別
を
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
と
で
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、『
平
民
新
聞
』
の
な
か
で
、
中
江
兆
民
の
新
平
民
論
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
江
は
自
由
民
権
運
動
の
理
論
的
指
導
者
の
ひ

と
り
で
し
て
、
第
一
回
の
総
選
挙
の
な
か
で
本
籍
地
を
大
阪
の
被
差

別
部
落
に
移
し
て
立
候
補
、
当
選
す
る
と
い
う
、
当
時
の
被
差
別
部

落
民
に
対
し
て
理
解
の
あ
っ
た
人
で
し
た
。
こ
の
写
真
が
、
中
江
兆

民
の
姿
に
な
り
ま
す
。

　
彼
が
『
東
雲
新
聞
』
に
発
表
し
て
い

た
「
新
民
世
界
」
が
『
平
民
新
聞
』
誌

上
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

「
新
平
民
」
で
あ
る
大
圓
居
士
の
口
を

と
お
し
て
「
公
等
妄
に
平
等
旨
義
に
浸

淫
し
て
公
等
の
頭
上
に
在
る
所
の
貴
族
を
喜
バ
ざ
る
も
公
等
の
脚
下

に
在
る
所
の
新
民
を
敬
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。「
公
等
」
と
は
当
時
の
一
般
の
人
び
と
、
つ
ま
り
「
平
民
」
を
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こ
と
に
勉
め
て
下
さ
る
事
。」
と
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
平
民
社
は

積
極
的
に
こ
の
部
落
問
題
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
提
案
し
て
い
ま

す
。
他
に
も
「
新
平
民
族
」
出
身
学
生
へ
の
支
援
、
事
業
奨
励
と
か
、

教
育
の
現
状
・
職
業
の
調
査
に
よ
る
発
達
進
歩
と
い
う
、
い
ろ
ん
な

社
会
的
な
献
策
を
社
会
主
義
者
と
そ
の
共
鳴
者
に
呼
び
か
け
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
残
念
な
が
ら
平
民
社
関
係
者
側
で
前
田
に
呼

応
し
て
、
こ
う
い
う
取
り
組
み
を
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
声
は
み
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
も
、
こ
こ
か
ら
が
問
題
な
の
で
す
が
、
日
露
戦
争
後
に
な
る

と
前
田
三
遊
の
意
見
も
変
化
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
大
き
く

分
け
る
と
、
二
つ
の
論
調
の
変
化
が
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
は
国
民
同

化
論
で
す
。「
新
平
民
君
は
、
国
民
と
し
て
同
心
一
体
た
る
可
く
、

一
切
の
義
務
を
果
し
つ
ゝ
あ
り
」
と
前
田
は
述
べ
て
い
ま
す
。
タ
イ

ト
ル
に
は
「
挙
国
一
致
と
新
平
民
」
と
あ
り
ま
す
と
お
り
、
日
露
戦

争
の
な
か
で
「
挙
国
一
致
」、
つ
ま
り
、
今
ま
で
国
民
と
い
わ
れ
な 

か
っ
た
「
新
平
民
」
も
日
本
国
民
と
し
て
一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
で

国
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
て
い
る
ん
だ
と
、
だ
か
ら
差
別
は
い

け
な
い
ん
だ
と
い
う
論
理
を
前
田
は
組
み
立
て
て
い
る
の
で
す
ね
。

　
二
つ
目
は
、前
田
も
同
じ
よ
う
に
海
外
進
出
論
を
言
う
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
「
新
平
民
が
大
に
奮
発
し
て
海
外
に
移

験
が
彼
の
部
落
問
題
論
に
固
有
の
特
徴
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
前
田
は
、『
中
央
公
論
』
に
「
天
下
の
新
平
民
諸
君
に
檄
す
」
を

発
表
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
彼
は
「
人
道
及
徳
義
は
、
す
べ
て
の
場

合
に
於
て
、
卿
等
〔
こ
れ
は
「
新
平
民
」
を
指
し
ま
す
〕
を
侮
辱
す

る
こ
と
を
容
さ
ゞ
る
な
り
。
卿
等
が
自
か
ら
侮
り
自
か
ら
蔑
む
は
、

理
に
於
て
然
る
可
か
ら
ず
。
卿
等
そ
れ
宜
し
く
自
か
ら
任
ず
る
所
重

く
、
自
か
ら
負
ふ
所
大
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
被
差
別
部

落
の
人
た
ち
の
立
場
に
近
い
所
か
ら
彼
ら
の
境
遇
を
ど
の
よ
う
に
変

え
て
い
け
ば
い
い
の
か
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
番

大
切
な
所
は
、
自
分
自
身
で
考
え
て
自
負
、
自
尊
心
を
し
っ
か
り
確

立
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
前
田
が
強
く
訴
え
た
点
で
す
。
そ
れ
ら

を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
結
社
、
新
し
い
組
織
を
作
っ
て
い
く
な
か

で
、「
第
二
の
革
新
」
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
環
境
を
変
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
田
は
強
く
訴
え
ま
し
た
。

　
彼
の
提
唱
は
『
平
民
新
聞
』
に
も
及
び
、「
新
平
民
を
ど
う
す
る
」

と
い
う
論
説
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
前
田
は
い
ろ
ん
な
要
望
を
し
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。「
一
、

新
平
民
族
に
関
す
る
人
権
問
題
が
生
じ
た
と
き
は
、
之
に
対
し
て
充

分
賛
助
し
応
援
し
て
下
さ
る
事
。」
と
述
べ
て
お
り
ま
す
し
、
あ
と

は
「
四
、
新
平
民
族
に
関
す
る
世
人
の
謬
見
及
其
迷
信
を
打
破
す
る
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一
つ
目
は
《
ま
と
め
》
１
で
す
が
、
今
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く

ら
い
当
局
か
ら
の
弾
圧
が
厳
し
い
な
か
で
、
一
般
社
会
の
な
か
で
社

会
主
義
を
唱
え
た
彼
ら
の
問
題
意
識
と
行
動
は
と
て
も
意
義
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
彼
ら
は
「
人
種
」
差
別
を
批
判
し

て
「
人
類
同
胞
主
義
」
を
掲
げ
た
こ
と
は
、
今
日
か
ら
み
て
ど
れ
だ

け
強
調
し
す
ぎ
て
も
強
調
し
た
り
な
い
ほ
ど
に
重
要
な
で
き
ご
と
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
初
期
社
会
主
義
者
に
と
っ
て

部
落
問
題
は
周
辺
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
と
思
い
ま
す
。

　
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
今
日
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
す
が
、
彼
ら
の
社
会
運
動
を
み
る
と
、「
貴
族
」
や
社

会
の
な
か
で
高
い
地
位
に
い
る
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
対
抗
す
る
の

か
と
い
う
思
考
が
働
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
対
抗
に
あ
た
っ
て
、
彼

ら
社
会
主
義
者
は
「
平
民
」
と
い
う
人
た
ち
と
と
も
に
運
動
を
形
成

し
て
裾
野
を
広
げ
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
対
立
図
式
の

な
か
で
自
分
た
ち
の
運
動
を
組
み
立
て
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
す
ね
。

　
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
図
式
に
も
と
づ
い
た
が
ゆ
え
に
、
当
時
「
新

平
民
」
と
い
わ
れ
た
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
は
、
そ
の
図
式
の
な
か

で
周
辺
的
な
存
在
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
堺
利
彦
の
『
万
朝
報
』
の
記
事
を
み
て

民
し
、
そ
こ
に
発
展
し
て
新
郷
土
を
つ
く
り
、
大
な
る
勢
力
を
打
立

て
る
こ
と
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
九
〇
〇
年
か
ら
続
い
て
い
る
海

外
移
住
論
を
前
田
も
ま
た
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
前
田
自
身
は
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
に
対
し
て
差
別
的
な
観
点
か

ら
こ
う
し
た
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
の
提
唱
が

彼
ら
に
と
っ
て
良
か
れ
と
思
っ
て
述
べ
て
い
る
と
い
う
の
が
見
逃
せ

な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
。
前
田
の
言
っ
た
こ
と
の
可
能
性
と
限
界
と

踏
ま
え
な
が
ら
、
も
う
一

度
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
写
真
が
本

（
前
田
三
遊
『
三
遊
随
筆
』

有
末
清
重
、一
九
二
五
年
）

に
載
っ
て
い
た
前
田
三
遊

の
肖
像
写
真
で
す
。

４
、
今
日
か
ら
見
た
課
題

　
以
上
で
初
期
社
会
主
義
者
が
ど
の
よ
う
に
部
落
問
題
に
取
り
組
ん

だ
の
か
を
見
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
今
日
か
ら
見
て
そ
こ
に
ど
の
よ

う
な
課
題
が
あ
っ
た
の
か
を
、
こ
れ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
な
が
ら
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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も
う
一
点
は
、
日
露
戦
争
の
前
後
に
出
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
、 

「
国
民
化
」
の
論
理
で
す
ね
。
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
は
こ
れ
ま
で

は
違
う
世
界
の
人
た
ち
だ
と
考
え
て
い
た
け
れ
ど
も
、
実
は
彼
ら
も

同
じ
日
本
国
民
な
の
だ
と
。
前
田
の
議
論
に
も
出
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
場
合
、
日
本
国
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
条

件
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
文
明
化
の
論
理
と
切
り
離
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
て
、
相
乗
的
な
も
の
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
、
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
も
同
じ
世
界
の
人
た
ち
に
な
る
形
で
包

摂
し
よ
う
と
す
る
側
面
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
包
摂
と
排
除
は
二
律
背
反
で
は
な
く
、
表
裏
一
体
の
部
分
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
包
摂
さ
れ
る
こ
と
で
被
差
別
部
落
の
人
び
と

が
、
文
明
化
し
た
国
民
と
し
て
同
じ
土
俵
で
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う

と
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
「
平
民
」
の
な
か
で

「
新
平
民
」
と
し
て
周
辺
化
さ
れ
て
差
別
さ
れ
つ
づ
け
た
の
と
同
じ

よ
う
に
、
新
た
な
序
列
と
分
類
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別

の
構
造
を
生
み
出
し
て
い
く
側
面
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

お
わ
り
に

　
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
初
期
社
会
主
義
者
の
部
落
問
題

論
に
は
特
段
の
希
望
も
な
か
っ
た
の
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

も
わ
か
る
と
お
り
、
国
内
の
「
劣
敗
人
種
」
と
い
う
表
現
に
よ
く
あ

ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
を
別
の
世
界
の
住
民
と

し
て
と
ら
え
た
う
え
で
、
彼
ら
に
対
す
る
同
情
を
訴
え
て
い
た
わ
け

で
す
。

　
以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、
初
期
社
会
主
義
者
に
お
い
て
「
排
除
」

と
「
包
摂
」
の
二
つ
の
論
理
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
排
除
の

論
理
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
被
差
別
部
落
民
に
対
す
る
異
「
人

種
」
論
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
世
界
の
人
な
の
だ
と
い
う
考
え
方

で
す
。
あ
る
い
は
違
う
世
界
の
人
た
ち
を
海
外
に
移
住
さ
せ
る
こ
と

で
、
差
別
が
解
決
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
れ
を
善
意
か
ら
述

べ
て
い
た
と
し
て
も
。
今
か
ら
み
る
と
あ
る
種
の
排
除
の
論
理
が
は

た
ら
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
次
に
、
包
摂
の
論
理
で
す
ね
。
こ
れ
は
一
見
問
題
が
み
え
に
く
い

の
で
す
け
れ
ど
、
現
在
の
地
点
か
ら
み
る
と
重
要
な
問
題
を
抱
え
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
堺
利
彦
と
か
前
田
三
遊
の
主
張
に
み
ら
れ
た
文

明
化
の
論
理
で
す
。
つ
ま
り
、
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
を
文
明
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
世
界
の
住
人
と
み
な
し
て
い
く
。
文

明
化
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
と
同
じ
場
所
に
包
摂
し
よ
う
と
い
う
、
そ

う
い
う
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
の
融
和
運
動
に
も
そ

う
し
た
側
面
が
み
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
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な
か
で
発
表
さ
れ
た
の
が
堺
利
彦
の
主
張
で
す
。
こ
れ
は
彼
が
主
宰

し
て
い
た
売
文
社
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
和
歌
山
の
被
差

別
部
落
の
方
の
投
書
が
売
文
社
に
と
ど
く
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
で

堺
利
彦
は
以
下
の
回
答
を
し
て
い
ま
す
。「
我
々
は
固
よ
り
貧
民
の

党
与
で
あ
る
、
賤
民
の
伴
侶
で
あ
る
。
我
々
は
此
の
多
数
な
る
貧
民

賤
民
が
、
即
ち
新
社
会
建
設
の
任
務
を
帯
び
て
居
る
事
を
確
信
す
る

者
で
あ
る
。
我
々
は
最
も
多
く
苦
し
み
、
最
も
深
く
憤
る
者
に
対
し

て
、
最
も
大
い
な
る
希
望
を
属
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。
従
つ
て
『
新
平
民
』

諸
君
は
我
々
の
最
善
の
友
、
最
親
の
友
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々

が
諸
君
を
慰
め
る
と
云
ふ
の
は
既
に
僭
越
で
あ
る
。
我
々
は
寧
ろ
只

諸
君
の
提
携
と
協
力
を
切
望
す
べ
き
で
あ
る
。」
自
分
で
考
え
、
問

題
意
識
を
も
っ
て
結
社
を
し
て
運
動
を
起
こ
す
こ
と
が
一
番
の
解
決

で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
今
後
差
別
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
う
え
で

重
要
だ
と
堺
は
述
べ
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
こ
に
は
も
は
や
か
つ
て

の
文
明
化
や
国
民
化
の
論
理
は
後
ろ
に
退
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
、

当
事
者
に
よ
る
怒
り
と
行
動
を
尊
重
す
る
姿
勢
が
、
の
ち
の
水
平
社

へ
の
支
援
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
私
か
ら
の
発
表
は
以
上
に
な
り
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
、
最
後
に
少
し
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
初
期
社
会
主
義
者
の
そ
の
後
を
み
る
と
、
排
除
と
包
摂
の
論
理
が

こ
れ
ま
で
よ
り
も
対
象
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

一
九
一
〇
年
に
大
逆
事
件
に
よ
っ
て
政
府
か
ら
弾
圧
さ
れ
る
と
、
社

会
主
義
者
は
「
非
国
民
」
と
し
て
国
民
か
ら
冷
眼
視
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
冬
の
時
代
」
を
迎
え
て
い
く
の

で
す
け
れ
ど
、
そ
の
な
か
で
「
国
民
化
」
の
問
題
に
気
づ
い
て
い
き

ま
す
。

　
「
文
明
化
」
の
論
理
に
対
し
て
も
、
同
じ
時
期
に
、
こ
れ
ま
で
と

は
違
う
考
え
方
が
社
会
の
な
か
で
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
一
九
〇
〇
年

代
以
降
に
日
本
は
日
露
戦
争
と
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
験
し
ま
す
。

日
露
戦
争
後
に
「
煩
悶
青
年
」
が
出
て
く
る
と
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
、

こ
れ
ま
で
日
本
で
進
め
ら
れ
て
き
た
文
明
化
に
対
す
る
違
和
感
が
青

年
層
か
ら
表
明
さ
れ
ま
す
。
第
一
次
大
戦
に
し
て
も
、
日
本
よ
り
文

明
化
し
て
い
る
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
総
力
戦
を
く
り
ひ
ろ
げ

る
な
か
で
、
日
本
で
も
文
明
化
の
路
線
が
再
検
討
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
。

　
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
前
提
と
さ
れ
て
い
た
国
民
化
と
文
明
化

の
論
理
が
社
会
主
義
者
の
な
か
で
再
検
討
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
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2022 年 11 ⽉ 11 ⽇＠京都部落問題研究資料センター 
 

初期社会主義と部落問題 
 

福家崇洋（京都⼤学⼈⽂科学研究所） 
 
はじめに 
 
●⾃⼰紹介 
・専⾨：歴史学、近現代⽇本の社会運動史、社会思想史、史学史 
・著書など 
 『戦間期⽇本の社会思想』（⼈⽂書院）、『⽇本ファシズム論争』（河出書房新社） 
 （共編）『思想史講義』（筑摩新書）⼤正篇、明治篇Ⅰなど 
・本講演との関連 

「初期社会主義と部落問題」 朝治武・⿊川みどり・内⽥⿓史編『近現代⽇本の部落問題 1 近代
の部落問題』（解放出版社、2022 年 3 ⽉） 
「堺利彦」同編『⾮部落⺠の部落問題』（解放出版社、2022 年 11 ⽉） 

 
●⽬次 
1 専⾨分野と研究⽅法（歴史学と社会運動史） 
2 「初期社会主義」とはなにか？ 
3 初期社会主義者は「部落問題」にどのように取り組んだのか？ 
4 今⽇から⾒た課題 
 
 
1 専⾨分野と研究⽅法 
 
●歴史学とは 
・歴史とは何か？ 

過去の出来事の集積では必ずしもない 
現在から⾒いだされる過去  現在と過去の対話という前提 

・歴史を知るために 
過去をどのようにとらえるのか？＝その先にある現在と未来をどう考えるのか？ 

  モノローグに陥らない（史料と解釈の重要性）、「未発の可能性」を導く 
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・歴史を知るための⽅法の必要性（学問としての歴史学） 
 
●歴史学とは？ 
・学問の意味 
 ⾃分をとりまく世界をどのように理解し、関わっていくのか、そのための⽅法 
・歴史学の⽅法的特徴と意味 
 時間をずらして（過去と現在の世界のズレから）世界を捉える 
 歴史的史料の検証に基づいた認識・判断の客観性・普遍性 
・歴史学を学ぶ⽬的 
 時間に中・⻑期的な波動を与える→⽇常的世界の再解釈による未来像の提起 

過去の出来事の習得だけでは完結しない、⾃分が世界にどう向き合いたいのかという問題意識 
 
●なぜ社会運動史か 1 
・社会運動の定義 
 「社会問題を解決するために組織された集団的⾏動」（『広辞苑』7版） 

「①複数の⼈びとが集合的に、②社会のある側⾯を変⾰するために、③組織的に取り組み、その
結果④敵⼿・競合者と多様な社会的な相互作⽤を展開する⾮制度的な⼿段をも⽤いる⾏為」（⼤畑
裕嗣・成元哲・道場親信・樋⼝直⼈『社会運動の社会学』有斐閣） 

   
●なぜ社会運動史か 2 
・社会運動とは？ 
①個々⼈が抱える⽣きづらさを解消するために、②同じ悩みや問題を持つ⼈々、またそれを理解
する⼈々と共振していくことで、③その⽣きづらさを⽣み出す問題を解決し、より⽣きやすい世
界を創っていくこと 

・⽇本史における社会運動 
社会運動の歴史を⾒ていけば、各時代の⼈びとが抱えた「問題」が把握しやすくなる 
その問題を当時の⼈びとはどのように解決しようとしたのか、できなかったのか  
その問題解決の歴史をどのように未来に継承していくことができるのか？    

 
 
2 「初期社会主義」とはなにか？ 
 
●「初期社会主義」とは 
・以前の研究史では「明治社会主義」と⾔われていた 
 「明治社会主義」から⼤正期の共産主義へ、という発展史観 
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  共産主義登場の前座、「明治社会主義」における階級意識や理論上の限界の指摘 
 
●分析⽤語「初期社会主義」の登場  
・⼤きなきっかけはソ連崩壊（1991）前後のロシア共産主義の退潮 
  初期社会主義研究会の発⾜と『初期社会主義』創刊（1986） 
   太⽥雅夫『初期社会主義史の研究』（新泉社、1991） 
   ⼭泉進『平⺠社の時代 ⾮戦の源流』（論創社、2003） 
   梅森直之『初期社会主義の地形学  ⼤杉栄とその時代』（有志舎、2016）  
 
●太⽥雅夫『初期社会主義史の研究』（新泉社、1991） 

「初期社会主義とは、⽇清戦争後、わが国にも産業⾰命が到来したため、多くの社会問題が発⽣
し、その解決⽅法をめぐって、各種の結社が誕⽣する。それらの結社のなかから、資本主義の変
⾰、すなわち社会主義の理想をかかげた団体や政党などの結社が、主体的な運動を展開する時期
の思想と運動をいう。」 
「そこ〔社会主義の結社〕には、⼈間的な豊かさがあった。さらに⼈間の触れ合いを⼤事にする
⼼があった。そして、なによりも⼈間の⾃由な精神があった。まさに初期社会主義には、“⼈間の
顔をした社会主義”があったといえる。」 

→では、「⼈間の顔をした社会主義」は「部落問題」にどのように対応したのか？ 
 
●なぜ「部落問題」とのかかわりに着⽬するのか？ 
 戦前の⽇本社会運動史（初期社会主義を含む）上における「問い」 
 社会運動は対抗勢⼒（⽇本政府、帝国主義列強）への抵抗という側⾯が数多く⽣まれる 
 対抗勢⼒が巨⼤で強いほど、そのための抵抗勢⼒も巨⼤で強くなければならない思考 
→⼥性やマイノリティの軽視もしくは抑圧の発⽣ 
  ⽇本中⼼で植⺠地の存在の軽視・周辺化 
→抑圧からの解放が別の抑圧を⽣み出す危険性を持つ このジレンマにどのように向き合うか 

初期社会主義：政府の度重なる弾圧、⽇露戦争への抵抗のなかでどのように⼈びとの「解放」を
考えたか 

 
●初期社会主義運動のはじまり 
・社会的背景 
  ⽇清戦争（1894 年）前〜  ヨーロッパ社会主義の紹介 
                ※資本主義の問題や⽭盾（貧富の差）の解決 
・社会主義研究会 1898年  
  村井知⾄（アメリカ帰り、同志社神学校出⾝牧師） 

初期社会主義と部落問題
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  安部磯雄（同志社出⾝、キリスト教、東京専⾨学校（のち早稲⽥⼤）講師） 
  ⽚⼭潜（アメリカ帰り、労働運動家） 
  ⽊下尚江（キリスト教、作家）、幸徳秋⽔（中江兆⺠弟⼦、⽂筆家） 
 →社会主義の⽇本への応⽤を研究  ※1900 年社会主義協会へ改組 
 
●社会主義政党の誕⽣ 
・社会⺠主党 
 1901 年に結成、⽇本最初の社会主義政党  
 安部磯雄、⽚⼭潜､幸徳秋⽔､⽊下尚江ら 6名 5⽉ 18⽇結成、19⽇届出、20 ⽇禁⽌ 
・「社会⺠主党宣⾔」      
 資本主義による貧富の格差打破、⼩作⼈・労働者の利益代表 
 社会主義、⺠主主義、平和主義の３本柱 
  「理想綱領」の制定（⼟地公有、普通選挙、軍備撤廃、侵略批判など） 
 
●「⾮戦」の提唱 
・⽇露戦争の勃発（1904 年）  
  ⽇清戦争（1894 年）→三国⼲渉（ロシア、フランス、ドイツが遼東半島返還要求） 
              →ロシアを仮想敵、⼆つの国論（主戦論と⾮戦論）  
・社会主義者の「⾮戦」論 
  ⽇刊新聞『万朝報』で「⾮戦」論を主張（のちに『万朝報』は主戦論転換） 
  この前後に社会主義の再活性化 → 「平⺠社」結社の試み 
 
●⾃由・平等・博愛 
・平⺠社 

1903 年に堺利彦、幸徳秋⽔らが中⼼に結成   
  「宣⾔」 ⾃由・平等・博愛の重視 
    平⺠主義（⾨閥、財産、性別の差別打破） 
    社会主義（⽣産分配交通機関の共有） 
    平和主義（⼈種区別批判、軍備撤去、戦争禁絶） 
機関紙『平⺠新聞』（1903 年 11 ⽉〜1905年 1 ⽉）で社会主義の啓蒙、⾮戦論を展開  

    マルクス・エンゲルス『共産党宣⾔』初紹介で発禁・罰⾦ 
 
●国際的連帯へ 
・ロシア社会主義者への提携呼び掛け 

⽇本の社会主義者からの呼びかけ（ 「与露国社会党書」 ）が欧⽶ロの社会主義運動紙誌に紹
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介 
  「我等の敵は露国⼈に⾮ず、⽽して亦実に今の所謂愛国主義也、軍国主義也」 
  ロシア社会党からの返信も翻訳されて『平⺠新聞』に掲載 
・第⼆インターナショナル（社会主義者の国際組織、1889〜1916）との関わり 

1904 年の⼤会（オランダ・アムステルダム）に⽚⼭潜が代表参加、平和と⺠主主義を主張                             
  プレハーノフ（ロシア代表）と⽚⼭が握⼿ 
  ⼤会で⽇露戦争反対を満場⼀致で採択 
 
 
3 初期社会主義者は「部落問題」にどのように取り組んだのか？ 
 
●「部落問題」への認識 
・「部落問題」の登場 
  近年の研究では 1900 年前後に「近代部落問題」が成⽴ 
   「特殊（種）部落」という名称で部落差別（朝治 2018） 
  →1900 年前後＝「初期社会主義」が登場する時期 
・「部落問題」と「⼈種問題」 
  同時期の「部落問題」が「⼈種問題」として理解される 
  被差別部落の⼈々＝異なる「⼈種」「⺠族」という理解 
   （「⼈種」「⺠族」概念が曖昧、科学的根拠なし、もしくは科学的根拠希薄） 
 
●横⼭源之助の例 
・富⼭出⾝のジャーナリストで『⽇本之下層社会』（1899年）で知られる 
 官憲記録によると横⼭は社会主義研究会の会員だった可能性 
・横⼭の被差別部落観 
 総合雑誌『太陽』5 巻 22号（1899年 10 ⽉）に「新平⺠社会の状態」 を寄稿 

「あゝ社会の罪か、制度の罪か、同じく⼀⼈の天皇を戴きながら、同じ帝都の下に在りて、法
律の上には四⺠平等の権能を受けたるにも拘らず、全く天地を異にし、⾔語を異にし、今⽇の
如き蒙昧なるを致す、豈憫れむべきにあらずや」 

→被差別部落の⼈々を異世界の住⼈として認識して「同情」 
 
●当時の識者は「部落問題」をどう解決しようとしたか？ 
  被差別部落の⼈々＝「異⼈種」 → 海外への移住 
・当時の「部落問題」論の⼀端 
 柳瀬勁介著、権藤震⼆補『穢多⾮⼈ 社会外の社会』（1901）  

初期社会主義と部落問題
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 「救済策」の提⽰ 
  「道徳智識品格を⾼むる事」「新平⺠部落の布教」 
  「彼等が取るべき唯⼀無上の針路」として国内外への住居の移転 
   ⽇清戦争で領有した台湾や、移⺠先のハワイ、北⽶、シベリア、北海道などが候補  
  →道徳や宗教による国⺠への同化、海外への移住という解決法 
 
●社会⺠主党の「宣⾔」  
・社会⺠主党 

1901 年 ⽚⼭潜、安部磯雄、⽊下尚江、幸徳秋⽔、河上清、⻄川光⼆郎により結成  
「社会⺠主党宣⾔」のなかに「理想」「綱領」「党則」記載 

「理想」冒頭に「⼈種の差別政治の異同に拘らず、⼈類は皆同胞なりとの主義を拡張すること」 
  →この「⼈種の差別」は国外における⽇本⼈差別か、国内における被差別部落⺠差別か 
    ※安部はアメリカ留学、⽚⼭はアメリカ滞在経験あり 
  →「宣⾔」等に部落問題の⾔及なし、「貴賤差別」への批判はあるが「貴族」「平⺠」間 
    ※「抑も⼈の⽣を此世に享くるや素より貴賎貧富の差別あるべき理なし 」 
 
●堺利彦と「部落問題」 
・堺利彦 
 1871 年福岡⽣、第⼀⾼等学校中退後に『万朝報』記者に、1901 年頃から社会主義運動へ 
 1903 年に幸徳秋⽔らと平⺠社を結成 
・「⼈種的反感」 『万朝報』1903 年 7⽉ 28⽇付 

世界の「⼈種的反感」の「野蛮性」批判、⽇本の「劣敗⼈種」（アイヌ⼈と「新平⺠」）に⾔及 
「⽇本⼈にして深くその国内の劣敗⼈種に同情を寄せ、⽇本国⺠にして深くその近隣諸国⺠を
敬愛し、相共に⼈種同胞の⼤義を唱え、欧⽶⽩⼈と相並んで世界のことを処するに⾄らば、そ
の時にこそ東洋の⽂明は初めて真に偉⼤なる光輝を発揚すべきなれ。」  
→⽂明側の地点から「劣敗⼈種」偏⾒の解決を主張、その延⻑線には⽂明化による差別克服 
 

●平⺠社と「部落問題」 
・平⺠社の機関誌『平⺠新聞』 

「故兆⺠翁の新平⺠論」 5 号（1903 年 12 ⽉ 13 ⽇）掲載 
  中江兆⺠（1847〜1901） ⾃由⺠権運動の理論的指導者のひとり 
  第 1回総選挙（1889年）で本籍地を⼤阪の被差別部落に移して⽴候補・当選 
  『東雲新聞』32号（1888年 2 ⽉ 25⽇付）に「新⺠世界」を発表 

「新平⺠」である⼤圓居⼠の⼝を通して、「公等妄に平等旨義に浸淫して公等の頭上に在る所の
貴族を喜バざるも公等の脚下に在る所の新⺠を敬することを知らず」として、平⺠と「新平⺠」
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間の差別を告発  
幸徳秋⽔の解説「兆⺠先⽣三周年 」 

「今の学者政治家富豪、習慣に役せられ階級に縛られ、死に切れずして宙宇に迷へる世間⼀切
の有象無象、⼀⽇⼗回此新平⺠論を読誦せば、即⾝成仏疑ひなし」  

 
●前⽥三遊 
・中江の仏学塾で学んだあと『東雲新聞』⼊社、その後『芸備⽇⽇新聞』『東京⾃由新聞』記者 
  中江を通して被差別部落の⼈びとと交流した経験あり 
・「天下の新平⺠諸君に檄す」（『中央公論』18巻 2号、1903 年 2 ⽉）  

「⼈道及徳義は、すべての場合に於て、卿等〔「新平⺠」を指す〕を侮辱することを容さゞるな
り。卿等が⾃から侮り⾃から蔑むは、理に於て然る可からず。卿等それ宜しく⾃から任ずる所
重く、⾃から負ふ所⼤なるべし」  

  →被差別部落の⼈びとが「結社」を通して「第⼆の⾰新」を起こすことを説く 
・「新平⺠をどうする」 『平⺠新聞』15 号（1904 年 2 ⽉ 21 ⽇） 
  標題に関して「畏友」幸徳らへの要望 

「⼀、新平⺠族に関する⼈権問題が⽣じたときは、之に対して充分賛助し応援して下さる事。」 
  「四、新平⺠族に関する世⼈の謬⾒及其迷信を打破することに勉めて下さる事。」 

ほかに「新平⺠族」出⾝学⽣への⽀援、事業奨励、教育の現状・職業の調査による発達進歩 
 →ただし、平⺠社関係者で前⽥に呼応する声や取り組み、運動はみられず 
・⽇露戦争後における論調の変化 
 1 国⺠同化論 

「新平⺠君は、国⺠として同⼼⼀体たる可く、⼀切の義務を果しつゝあり」（「挙国⼀致と新平
⺠」 『前⽥三遊論集』 ） 

 2 海外進出論 
「新平⺠が⼤に奮発して海外に移⺠し、そこに発展して新郷⼟をつくり、⼤なる勢⼒を打⽴て
ること」（「階級制度」『前⽥三遊論集』） 

→⽇露戦後に「新平⺠」が⽣きる途  ⽇本国⺠に同化するか、海外に進出するか 
 
 
4 今⽇から⾒た課題 
 
●まとめ 
・初期社会主義者は弾圧下でも「⼈種」差別を批判し、⼈類同胞主義を掲げた 
 しかしながら・・・初期社会主義者にとって「部落問題」は周辺的な問題として扱われた 
・彼らの⾔う「⼈類」において被差別部落の⼈々はどのように考えられていたか？ 

初期社会主義と部落問題
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  「貴族」対「平⺠」という対⽴図式から抜けておちてしまう存在・・・被差別部落の⼈々 
  堺利彦（1903）を⾒れば、国内の「劣敗⼈種」として「新平⺠」への同情を訴え 
   →前提としての、「新平⺠」＝異世界の住⼈という認識 
 
●初期社会主義者に⾒られる「排除」と「包摂」の論理 
・「排除」の論理 
  被差別部落⺠に対する異⼈種論（堺）、海外移住論への同調・提案（前⽥） 
・「包摂」の論理  
  ⽂明化の論理 被差別部落を「⽂明化」することで包摂（堺） → 融和運動 

国⺠化の論理 被差別部落⺠も⽇本国⺠であるという論理で包摂（前⽥、⽇露戦争後の影響） 
  →「包摂」の論理は「排除」の論理と表裏⼀体 

⽂明・国⺠の内側に序列をもたらし、外側に「野蛮」な存在や「⾮国⺠」を新たに⽣み出す 
 
 
おわりに 
 
・初期社会主義者による「排除」と「包摂」の論理の対象化 
  ⼤逆事件による弾圧→社会主義者が「⾮国⺠」として冷眼視される 
  ⽇露戦争・第⼀次世界⼤戦→「⽂明化」への批判的な視座の獲得 
・被差別部落⺠からの投書に対する堺利彦の回答（『新社会』3号、1915年 11 ⽉）   

「我々は固より貧⺠の党与である、賤⺠の伴侶である。我々は此の多数なる貧⺠賤⺠が、即ち
新社会建設の任務を帯びて居る事を確信する者である。我々は最も多く苦しみ、最も深く憤る
者に対して、最も⼤いなる希望を属せざるを得ぬ。従つて『新平⺠』諸君は我々の最善の友、
最親の友であらねばならぬ。我々が諸君を慰めると云ふのは既に僭越である。我々は寧ろ只諸
君の提携と協⼒を切望すべきである。〔中略〕」 

→「誇」をもった⼈々による結社と社会の変⾰ 
「⽂明」や「国⺠」といった普遍性の⾐装をまとうのではなく、固有の体験を持つ⼈々が⾃ら紡
いた普遍性の⾐装を編んで着こなすこと 
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