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部落解放同盟綱領改正案をめぐって②

部落解放同盟綱領改正をめぐる論理的諸問題

小森龍邦

ひろば⑬

〈視界の相互性〉の拡幅をめざして

一ーともいきみかずさんの批判にかかわっての再論

八木晃介

第26回 『こぺる』合評会から





部
落
解
放
同
盟
綱
領

改
正
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ぐ
っ
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部
落
解
放
同
盟
綱
領
改
正
を
め
ぐ
る
論
理
的
諸
問
題

小
森
龍
邦
（
前
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
書
記
長
）

「
身
分
と
階
級
の
統
一
的
把
握
」
を
明
確
に
し
た
八

四
年
綱
領

部
落
解
放
同
盟
の
現
綱
領
は
一
九
八
四
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
六
O
年
に
作
成
さ
れ
た
綱
領
の
改
正
作
業

で
あ
っ
て
、
お
お
よ
そ
四
半
世
紀
ぶ
り
の
改
正
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。当

時
の
状
況
は
、
日
本
共
産
党
が
部
落
解
放
同
盟
の
綱
領
前
文

の
文
章
を
最
大
限
に
利
用
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
階
級
一
元
化
」
の

理
論
を
ふ
り
ま
い
て
い
た
。

「
部
落
の
完
全
な
解
放
は
、
労
働
者
階
級
を
中
核
と
す
る
農
・

漁
民
、
勤
労
市
民
、
青
年
・
婦
人
、
知
識
人
な
ど
、
す
べ
て
の
圧

迫
さ
れ
た
人
民
大
衆
の
解
放
闘
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
日
本
の
真

の
民
主
化
が
達
成
さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
実
現
す
る
」
（
一
九
六

O
年
、
第
十
五
回
全
国
大
会
決
定
）

こ
の
綱
領
の
文
章
を
う
ま
く
利
用
し
て
「
労
働
者
階
級
の
解
放

な
く
し
て
、
部
落
解
放
な
し
」
と
の
命
題
を
宣
伝
し
て
、
労
働
者

階
級
の
解
放
の
た
め
に
闘
っ
て
い
る
日
本
共
産
党
の
主
張
に
従
う

こ
と
が
、
部
落
解
放
の
道
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

実
は
、
「
労
働
者
階
級
の
解
放
な
く
し
て
、
部
落
解
放
な
し
」

に
つ
づ
い
て
、
そ
の
裏
返
し
と
も
言
う
べ
き
「
部
落
の
解
放
な
く

し
て
労
働
者
階
級
の
解
放
な
し
」
と
つ
づ
く
こ
の
論
理
の
一
面
だ

け
を
日
本
共
産
党
は
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
き
る
だ
け
か
か
る
セ
ク
ト
主
義
的
、
独
善
的
な
主
張
を
整
理

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
階
級
一
元
化
」
の
理
論

に
よ
っ
て
、
身
分
解
放
闘
争
の
独
自
的
性
格
が
か
き
消
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
へ
の
理
論
的
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こぺる1 



六
O
年
綱
領
に
お
け
る
、
「
す
べ
て
の
圧
迫
さ
れ
た
人
民
大
衆

の
解
放
闘
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
」
の
表
現
を
、
い
か
に
も
日
本
共

産
党
の
主
張
す
る
も
の
と
同
じ
論
理
で
あ
り
、
部
落
解
放
同
盟
中

央
本
部
が
、
綱
領
に
違
反
し
て
右
傾
化
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
宣

伝
を
く
り
か
え
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
部
落
の
解
放
な
く
し
て
民
主
主
義
は
実
現
さ
れ
な
い
。
部
落

の
解
放
は
日
本
民
主
化
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
部
落
の
完
全
な

解
放
は
、
差
別
と
闘
う
国
際
的
な
運
動
と
連
帯
を
強
め
、
被
差
別

各
層
と
共
同
し
、
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す
る
農
漁
民
・
勤
労
市

民
・
中
小
企
業
者
・
青
年
・
婦
人
・
知
識
人
・
宗
教
人
な
ど
、
広

範
な
一
国
民
大
衆
の
人
権
闘
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
日
本
の
真
の
民

主
化
が
達
成
さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
実
現
す
る
」

読
み
す
す
ん
で
行
く
と
す
ぐ
に
気
付
か
れ
る
と
思
う
が
、
「
人

民
大
衆
の
解
放
闘
争
」
と
い
う
い
か
に
も
階
級
史
観
に
基
づ
く
、

社
会
主
義
革
命
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
た
も
の

を
一
九
八
四
年
の
綱
領
で
は
、
こ
の
部
分
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
に

配
慮
し
て
、
「
広
範
な
国
民
大
衆
の
人
権
闘
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
」

と
改
め
た
。

六
O
年
綱
領
を
、
共
産
党
と
そ
の
配
下
の
全
解
連
な
ど
が
部
分

的
に
悪
用
し
な
け
れ
ば
、
あ
の
ま
ま
で
も
「
階
級
一
元
化
」
の
弊

害
を
克
服
で
き
な
く
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
文
章
が
つ
づ
い

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
部
落
民
は
い
く
つ
か
の
階
級
に
分
か
れ
て
い
る
が
全
体
と
し

て
は
一
つ
の
身
分
階
層
と
し
て
共
通
の
利
害
と
共
通
の
意
識
の
幹

で
結
ぼ
れ
て
い
る
」

こ
の
よ
う
に
「
一
つ
の
身
分
階
層
と
し
て
共
通
の
利
害
と
共
通

の
意
識
の
粋
」
の
存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
単
な
る
「
階
級
一
元
化
」
で
は
部
落
差
別
の
具
体
的
な
諸

問
題
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
的
確
に
表
現
し
て
、
部
落
差
別
の
独

自
的
性
格
を
打
ち
出
す
た
め
に
、
知
恵
を
し
ぼ
っ
た
。

「
部
落
民
は
い
く
つ
か
の
階
級
、
階
層
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

全
体
と
し
て
独
占
資
本
の
搾
取
と
圧
迫
を
、
つ
け
て
お
り
、
ひ
と
つ

の
社
会
的
な
身
分
階
層
と
し
て
、
部
落
差
別
か
ら
生
ま
れ
る
共
通

の
利
害
と
感
情
の
鮮
で
結
ぼ
れ
て
い
る
」

こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
共
通
の
利
害
と

感
情
の
紳
」
な
る
も
の
に
、
「
部
落
差
別
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
の

文
章
を
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
に
冠
し
て
、
「
階
級
一
元
化
」
の
あ
や
ま

ち
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
六
O
年
綱
領
で
は
、
「
共
通
の
利
害
と
共
通
の
意
識
」

と
い
う
と
こ
ろ
を
「
意
識
」
を
「
感
情
」
と
い
う
文
言
に
変
え
て

表
現
し
た
。
そ
れ
は
、
「
意
識
」
は
「
意
識
的
」
と
い
う
言
葉
に

積
極
性
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
共
通
の
「
心
的

活
動
」
「
心
的
状
況
」
は
、
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
、
理
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論
化
さ
れ
た
共
通
の
能
動
的
な
「
心
的
状
況
」
と
断
定
的
に
表
現

し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
意
識
的
用
語

に
く
ら
べ
て
、
観
念
は
「
心
的
状
況
」
と
し
て
は
一
段
と
弱
い
。

そ
れ
に
く
ら
べ
て
も
感
情
な
る
も
の
は
、
さ
ら
に
漠
然
と
し
て
い

る
。
そ
の
漠
然
た
る
感
情
を
社
会
科
学
的
に
、
い
わ
ゆ
る
解
放
理

論
に
よ
っ
て
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
気
持
ち
が
内
包
さ

れ
、
そ
の
と
り
く
み
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

そ
の
た
め
に
、
す
べ
て
を
身
分
解
放
闘
争
に
一
元
的
に
解
消
さ

せ
な
い
よ
う
に
、
「
ひ
と
つ
の
社
会
的
身
分
階
層
と
し
て
・
：
」
と

さ
き
に
述
べ
た
脈
絡
の
前
に
、
「
部
落
民
は
い
く
つ
か
の
階
級
、

階
層
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
独
占
資
本
の
搾
取
と
圧

迫
を
、
つ
け
て
お
り
」
と
肝
要
な
社
会
科
学
的
認
識
を
示
し
た
の
で

あ
る
。部

落
解
放
運
動
が
あ
る
日
突
然
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
の
考
え
方

か
ら
離
れ
て
新
し
い
も
の
を
打
ち
出
す
と
い
う
の
は
、
運
動
の
継

続
性
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
六
O
年
綱
領
の
文
脈
に
沿
っ
て
、
不
鮮

明
な
と
こ
ろ
を
補
う
と
い
う
手
法
に
よ
っ
た
。
従
っ
て
、
文
章
が

や
や
冗
長
に
過
ぎ
る
と
の
批
判
が
出
る
こ
と
を
あ
ま
ん
じ
て
受
け

ね
ば
な
ら
な
い
。

「
身
分
二
克
化
」

の
に
お
い
が
漂
う
綱
領
改
正
案

と
こ
ろ
で
、
今
回
中
央
本
部
が
討
論
に
付
し
て
い
る
綱
領
案
に

お
い
て
は
、
こ
の
論
理
的
課
題
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
我
々
は
、
部
落
の
完
全
解
放
を
め
ざ
す
。
わ
が
同
盟
の
目
的

は
、
こ
の
一
点
に
あ
る
。
全
て
の
部
落
出
身
者
が
誇
り
を
も
っ
て

故
郷
を
語
る
こ
と
が
で
き
、
全
て
の
人
が
差
別
意
識
の
く
び
き
か

ら
解
き
放
さ
れ
た
社
会
。
全
て
の
人
が
人
権
を
等
し
く
認
め
、
高

め
合
い
、
互
い
の
違
い
を
尊
重
し
合
う
社
会
。
我
々
は
、
部
落
解
放

の
展
望
を
こ
う
し
た
人
権
確
立
社
会
の
実
現
の
中
に
見
い
出
す
」

少
し
ば
か
り
、
感
情
的
に
興
奮
を
覚
え
る
よ
う
な
丈
脈
で
あ
る
。

だ
が
、
「
身
分
二
万
化
」
の
に
お
い
を
漂
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
認

め
な
い
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

「
階
級
二
克
化
」
が
あ
や
ま
り
で
あ
る
よ
う
に
、
も
の
ご
と
は

常
に
一
面
的
な
理
解
に
立
つ
て
は
な
ら
な
い
。

「
身
分
と
階
級
」
の
か
ら
み
合
い
を
正
し
く
把
握
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

被
差
別
部
落
民
な
る
身
分
に
釘
づ
け
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の

仲
間
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
経
済
的
貧
困
と
い
う
こ

こぺる3 



と
で
あ
れ
、
地
域
環
境
の
劣
悪
さ
の
問
題
で
あ
れ
、
す
べ
て
広
範

な
国
民
大
衆
に
「
上
見
て
暮
ら
す
な
、
下
見
て
暮
ら
せ
」
の
社
会

意
識
と
し
て
の
差
別
観
念
を
培
養
し
、
支
配
権
力
に
連
な
る
面
々

が
自
ら
の
立
場
を
安
全
に
し
て
強
固
な
も
の
と
し
つ
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

今
日
の
部
落
差
別
は

が
消
滅
し
た
の
か

「
身
分
と
階
級
」

の
相
関
性

昨
年
あ
た
り
か
ら
、
全
国
大
会
で
、
同
盟
中
央
の
幹
部
は
「
身

分
と
階
級
の
統
一
的
把
握
」
と
い
う
理
論
は
も
う
古
く
な
っ
た
と

答
弁
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
こ
に
い
う
「
身
分
と
階
級
」
の
相
関
性
は
歴
史
の
事

実
の
問
題
で
あ
っ
て
、
古
い
と
か
新
し
い
と
か
の
価
値
観
で
分
析

し
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

今
日
の
部
落
差
別
が
「
身
分
と
階
級
」
の
相
関
性
を
持
た
な
く

な
っ
た
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
な
り
に
部
落
差
別
の
本
質
的
性
格
と

い
う
も
の
が
歴
史
的
に
変
貌
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
九
六
0
年
代
、
あ
る
い
は
一
九
八
0
年
代
と
比
べ
て
、
こ
の

九
0
年
代
と
言
わ
れ
る
今
日
の
部
落
差
別
が
、
つ
い
に
「
階
級
的

か
ら
く
り
」
か
ら
抜
け
出
て
、
そ
こ
に
「
身
分
と
階
級
」
の
相
関

性
は
全
く
消
滅
し
た
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
階
級
」
な
る
言
葉
を
嫌
っ
て
、
と
き
の
支
配
階
級
に
迎
合
的

に
接
近
し
、
支
配
階
級
か
ら
の
恩
恵
を
多
少
で
も
多
く
受
け
よ
う

と
す
る
姿
勢
で
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
闘
う
部

落
解
放
運
動
の
伝
統
は
踏
み
に
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。

日
本
国
憲
法
が
一
吉
う
よ
う
に
、
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す

る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を

保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
し
っ
か
り

味
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
盟
中
央
本
部
が
ま
と
め
た
『
新
た
な

解
放
理
論
の
創
造
に
む
け
て
」
と
い
う
冊
子
の
中
に
基
本
法
運
動

に
参
加
し
て
い
る
企
業
者
を
し
て
、
「
階
級
」
と
い
う
一
言
葉
が
綱

領
の
中
に
あ
る
の
は
、
面
白
く
な
い
と
言
わ
せ
て
い
る
部
分
が
あ

る。
部
落
解
放
基
本
法
制
定
要
求
の
運
動
に
協
力
し
て
い
る
企
業
者

を
敵
視
し
て
「
身
分
と
階
級
の
統
一
的
把
握
」
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
「
同
対
審
」
答
申
が
い
み
じ
く
も
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
被
差
別
部
落
民
の
社
会
的
地
位
の
向
上
が
阻
ま
れ
た
の
は

明
治
以
後
の
近
代
化
を
た
ど
る
日
本
社
会
に
お
い
て
、
「
主
要
な

生
産
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ
続
け
た
こ
と
」
だ
と
す
る
社
会
的
か
ら

く
り
を
ご
ま
か
す
暴
論
に
通
じ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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階
級
性
を
ぼ
か
し
た
ら
憲
法
改
悪
論
者
と
も
手
が

組
め
る

さ
て
、
「
我
々
は
、
部
落
の
完
全
解
放
を
め
ざ
す
。
わ
が
同
盟

の
目
的
は
、
こ
の
一
点
に
あ
る
」
と
言
い
切
っ
た
が
、
こ
の
点
は

八
四
年
綱
領
が
分
析
し
て
い
る
「
部
落
差
別
か
ら
生
ま
れ
る
共
通

の
利
害
と
感
情
の
幹
で
結
ぼ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
部
落
の
状
況

を
感
性
的
に
、
あ
る
い
は
感
情
的
に
扇
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
運

動
だ
か
ら
ア
ジ
テ
l
シ
ヨ
ン
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、

「
こ
の
一
点
に
あ
る
」
と
い
う
論
理
が
単
純
に
一
人
歩
き
を
し
た

ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
政
界
に
お
け
る
改
憲
論
の
一

番
先
頭
を
歩
ん
で
い
る
新
進
党
の
小
沢
一
郎
か
ら
、
部
落
解
放
基

本
法
の
早
期
実
現
に
つ
と
め
る
と
の
約
束
を
覚
書
で
と
り
つ
け
さ

え
す
れ
ば
、
「
部
落
の
解
放
を
め
ざ
す
：
・
こ
の
一
点
に
あ
る
」
は

た
ち
ま
ち
に
し
て
、
論
弁
と
な
っ
て
運
動
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
。

今
に
し
て
思
え
ば
「
普
通
の
国
」
を
主
張
し
て
、
自
衛
隊
の
存

在
を
憲
法
に
明
文
化
さ
せ
、
天
皇
の
元
首
化
も
ね
ら
う
小
沢
一
郎

と
手
を
握
る
た
め
に
、
「
社
会
党
一
・
党
支
持
」
を
改
め
、
か
つ
て

日
本
共
産
党
が
「
政
党
支
持
の
自
由
」
を
主
張
し
て
い
た
の
と
同

じ
論
理
を
唱
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

内
外
の
反
差
別
共
同
闘
争
の
強
調
と
矛
盾

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
し
て
、
こ
の
綱
領
改
正
案
の

数
行
を
読
み
続
け
れ
ば
、
「
そ
れ
故
に
、
部
落
の
完
全
解
放
を
中

心
的
課
題
と
し
な
が
ら
も
、
国
内
外
の
あ
ら
ゆ
る
差
別
撤
廃
と
人

権
確
立
へ
の
と
り
く
み
を
自
ら
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
基
本

的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
と
、
早
く
も
、
「
わ

が
同
盟
の
目
的
は
、
こ
の
一
点
に
あ
る
」
と
の
表
現
の
聞
に
、
ニ

ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
、
相
当
の
話
離
が
出
て
く
る
。

も
し
こ
れ
を
一
体
的
な
も
の
と
柔
軟
に
考
え
た
も
の
と
い
う
な

ら
、
部
落
の
完
全
解
放
は
国
内
外
の
人
権
確
立
を
統
一
的
に
把
握

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
い
て
は
、
「
身
分
差
別
」
を
生
み
出
し
た
階
級
的
か
ら
く
り

と
を
統
一
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
と
も
通
ず
る
。

現
綱
領
は
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
既
に
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。

「
部
落
解
放
が
日
本
に
お
け
る
平
和
と
民
主
主
義
、
そ
し
て
労

働
者
階
級
、
勤
労
大
衆
の
権
利
の
前
進
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
、
使
命
感
を
も
っ
て
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

し
か
も
、
こ
の
考
え
方
に
は
「
周
辺
地
域
の
利
益
を
も
前
進
さ

せ
っ
て
究
極
の
目
標
で
あ
る
部
落
完
全
解
放
を
達
成
す
る
た
め

こぺる5 



の
闘
争
」
だ
と
す
る
部
落
解
放
運
動
の
社
会
的
正
当
性
を
念
に
は

念
を
入
れ
て
確
認
し
て
い
る
。

部
落
差
別
の
「
社
会
的
存
在
意
義
」

除
す
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
る
の
か

の
命
題
を
削

い
ま
何
故
に
同
盟
綱
領
の
改
定
作
業
と
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
綱
領
が
明
確
に
規
定
し
て
い
る
「
全
国
に
散
在
す
る
六
千
部

落
、
三
百
万
の
部
落
民
は
、
前
近
代
社
会
か
ら
今
日
に
至
る
も
な

お
階
級
搾
取
と
そ
の
政
治
的
支
配
の
手
段
で
あ
る
身
分
差
別
に
よ

っ
て
、
屈
辱
と
貧
困
と
抑
圧
の
中
に
岬
吟
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と

す
る
、
い
ま
わ
し
き
事
実
を
遠
い
過
去
の
こ
と
と
す
る
た
め
に
、

部
落
差
別
の
構
造
的
本
質
（
三
つ
の
命
題
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
社

会
的
存
在
意
義
」
と
い
っ
て
き
た
）
を
現
時
点
で
綱
領
か
ら
削
除

す
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
に
、
政
府
の
調
査
に
よ
っ
て
も
生
活
保
護
世
帯
が
全
国
平
均

に
比
べ
て
部
落
の
場
合
は
、
際
立
っ
て
高
い
数
字
を
示
し
て
い
る

し
、
大
学
、
高
校
な
ど
の
進
学
率
も
そ
の
低
位
性
が
歴
然
と
し
て

い
る
。
こ
こ
を
分
析
し
、
こ
れ
を
問
題
と
せ
ず
し
て
、
ど
う
し
て

部
落
解
放
運
動
の
勝
利
が
あ
り
得
ょ
う
か
。

し
か
も
、
か
か
る
差
別
の
現
実
を
温
存
し
、

助
長
し
て
い
る
の

は
今
日
に
お
け
る
日
本
社
会
の
、
主
と
し
て
経
済
的
し
く
み
と
そ

れ
を
基
盤
に
成
り
立
っ
て
い
る
政
治
手
法
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
綱
領
に
明
記
せ
ず
し
て
、
ど
う
し
て
部
落
解
放
運
動
の
闘
う
基

調
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

6 

「
経
済
の
二
重
構
造
」

の
分
析
の
深
化
こ
そ
必
要

現
綱
領
は
部
落
差
別
が
存
続
し
続
け
る
社
会
的
、
経
済
的
か
ら

く
り
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

「
資
本
主
義
の
矛
盾
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
こ
れ
を
糊
塗

し
よ
う
と
す
る
管
理
主
義
の
強
化
・
分
裂
政
策
が
行
わ
れ
、
部
落

差
別
の
温
存
助
長
の
政
策
も
し
だ
い
に
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
部
落
民
は
、
今
日
も
な
お
就

職
・
居
住
・
教
育
・
結
婚
な
ど
の
市
民
的
権
利
と
自
由
が
侵
害
さ

れ
、
農
村
で
は
土
地
所
有
か
ら
、
都
市
で
は
近
代
的
で
安
定
し
た

職
場
か
ら
し
め
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
部
落
の
伝
統
的
な
産
業

は
大
資
本
に
圧
倒
さ
れ
、
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
て
い
る
」

こ
れ
ら
は
「
ロ
ボ
ッ
ト
化
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
の
も
と
に
お

い
て
は
、
ま
す
ま
す
人
間
疎
外
を
強
め
て
い
る
」
と
も
分
析
し
て

いヲ匂。阪
神
大
震
災
に
よ
っ
て
神
戸
市
の
ケ
ミ
カ
ル
シ
ュ
ー
ズ
の
下
請



け
、
孫
請
け
の
仕
事
を
し
て
い
た
仲
間
た
ち
が
、
甚
大
な
被
害
を

受
け
て
、
仕
事
を
失
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
「
同
対
審
」

答
申
が
言
う
よ
う
に
「
経
済
の
二
重
構
造
」
の
今
日
版
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

「
わ
が
同
盟
の
組
織
は
、
円
人
間
を
尊
敬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

ら
解
放
せ
ん
と
す
る
』
広
範
な
部
落
大
衆
の
結
集
体
で
あ
り
：
・
」
と

文
字
だ
け
を
並
べ
て
み
て
も
、
人
間
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

人
間
疎
外
を
ど
ん
ど
ん
進
め
て
い
る
今
日
の
社
会
・
経
済
の
状
況

に
ふ
れ
ず
し
て
、
ど
う
し
て
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

身
分
差
別
が
存
在
し
つ
づ
け
る
社
会
的
諸
条
件
の

分
析
を

部
落
差
別
が
身
分
差
別
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
あ
え
て
言

う
必
要
も
な
い
ほ
ど
、
明
確
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
身
分
差
別
な
る
も
の
が
、
い
か
に
し
て
今
日
社
会
に
お
い
て

存
在
じ
つ
づ
け
て
い
る
の
か
を
綱
領
は
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
部
落
解
放
運
動
が
展
開
す
る
、
身
分
差
別
を
解
消

す
る
た
め
の
方
法
論
に
も
重
大
な
関
係
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

今
日
の
綱
領
改
正
案
に
は
、
わ
ず
か
に
天
皇
制
と
の
関
係
を
次

の
よ
う
に
書
き
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
明
治
政
府
は
、
一
八
七
一
年
に
『
解
放
令
」
を
出
し
た
が
、
単

な
る
『
賎
称
廃
止
令
』
に
と
ど
ま
り
、
部
落
差
別
は
解
消
さ
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
部
落
差
別
は
、
天
皇
制
専
制
国
家
の

も
と
で
再
編
強
化
さ
れ
、
深
刻
な
状
況
に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
」

こ
れ
で
は
歴
史
的
事
実
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
部
落

差
別
を
生
み
出
し
支
え
る
社
会
的
諸
条
件
の
克
服
と
人
権
確
立
に

む
け
た
闘
い
こ
そ
が
、
部
落
差
別
撤
廃
へ
の
確
か
な
道
で
あ
る
」

（
綱
領
改
正
案
）
と
言
っ
て
み
て
も
、
そ
の
肝
心
の
「
社
会
的
諸

条
件
」
の
分
析
が
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。

日
本
資
本
主
義
の
経
済
シ
ス
テ
ム
と
部
落
差
別

一
九
六
O
年
の
綱
領
に
お
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
分
析
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。

「
明
治
維
新
の
変
革
に
よ
っ
て
封
建
的
身
分
制
度
は
廃
止
さ
れ

た
が
、
部
落
民
は
悲
惨
な
生
活
と
最
低
の
社
会
的
地
位
か
ら
解
放

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
維
新
後
の
資
本
主
義
発
展
の
過
程
に
お

い
て
支
配
階
級
が
人
民
を
搾
取
し
支
配
す
る
た
め
に
封
建
的
遺
制

を
温
存
し
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
」

こ
れ
が
一
九
八
四
年
の
綱
領
と
な
る
に
及
ん
で
、
そ
の
差
別
を

温
存
助
長
し
た
こ
と
を
歴
史
の
事
実
に
則
し
て
「
維
新
後
の
資
本

主
義
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
を
め
ざ
し

こベる7 



た
支
配
階
級
が
働
く
も
の
を
搾
取
し
、
支
配
す
る
た
め
に
封
建
的

遺
制
を
温
存
し
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。

「
『
日
清
』
『
日
露
』
の
戦
争
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
た
天
皇
制
権

力
は
、
帝
国
主
義
的
侵
略
と
民
族
排
外
主
義
を
押
し
す
す
め
、
部

落
差
別
を
助
長
・
拡
大
し
た
の
で
あ
る
」
と
つ
づ
い
て
、
部
落
差

別
を
日
本
の
歴
史
の
事
実
展
開
と
と
も
に
分
析
し
て
い
る
。

綱
領
は
み
じ
か
く
、
簡
素
に
ま
と
め
る
の
が
肝
要
と
い
う
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
綱
領
を
通
し
て
差
別
の
歴
史
的
経
過
と
、

そ
れ
が
今
日
社
会
の
し
く
み
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
し
く
ま
れ
て

い
る
か
を
わ
か
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
部
落
解
放
運
動
が
正
し

い
方
向
に
す
す
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
推
し
は
か
る
目
安
の
入
れ

よ
う
が
な
く
な
っ
て
く
る
。

同
和
対
策
関
係
法
が
す
で
に
二
十
数
年
も
の
長
き
に
わ
た
り
住

環
境
の
整
備
な
ど
に
は
相
当
の
公
費
が
つ
ぎ
こ
ま
れ
て
い
る
今
日

の
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
も
、
な
お
、
悪
質
な
差
別
事
件
が
発
生

す
る
。
そ
れ
は
、
「
同
対
審
」
答
申
が
い
う
よ
う
に
実
態
的
差
別

と
心
理
的
差
別
の
相
互
因
果
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
差
別

は
単
な
る
観
念
の
亡
霊
で
は
な
い
」
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
部
落

差
別
を
温
存
し
助
長
し
、
こ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
支
配
階
級

の
意
図
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
こ
の
小
論

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
高
度
に
発
達
し
た
日
本
資
本
主

義
の
矛
盾
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
表
面
を
糊
塗
し
な
が
ら
、
生
き

の
び
て
い
こ
う
と
す
る
魂
胆
が
見
え
て
く
る
。
差
別
を
す
る
も
の
、

さ
れ
る
も
の
の
い
ず
れ
も
が
今
日
の
社
会
・
経
済
の
シ
ス
テ
ム
の

中
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
綱
領
改
正
案
の
い
う
「
社
会
的
諸
条

件
」
の
主
要
な
原
因
に
組
み
込
ま
れ
て
存
在
し
て
い
る
。

一
九
八
四
年
の
綱
領
だ
か
ら
、
そ
の
後
の
社
会
的
条
件
の
変
化

と
い
う
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
が
経
済
の
二
重
構
造
と
い
わ

れ
る
日
本
資
本
主
義
の
今
日
的
特
質
な
の
で
あ
る
。

こ
の
十
年
あ
ま
り
の
日
本
の
社
会
の
動
い
て
き
た
実
状
を
さ
ぐ

り
あ
て
る
ポ
イ
ン
ト
が
存
在
す
る
。

今
回
の
綱
領
改
正
案
で
は
、
ト
ン
と
そ
こ
へ
の
気
配
り
は
見
あ

た
ら
な
い
。

日
本
に
お
け
る
支
配
階
級
の
利
益
を
最
も
反
動
的
に
代
弁
す
る

役
割
を
担
っ
て
い
る
小
沢
の
新
進
党
と
選
挙
協
力
の
覚
書
を
交
換

す
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
と
て
も
部
落
差
別
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る

「
社
会
的
諸
条
件
」
の
分
析
な
ど
お
こ
な
え
る
も
の
で
は
な
い
と

の
姿
勢
で
あ
ろ
う
か
。
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経
済
の
二
重
構
造
と
人
間
疎
外

全
国
水
平
社
の
終
末
に
近
い
時
期
、
「
天
皇
制
軍
国
主
義
の
苛

烈
な
弾
圧
の
前
に
、
終
に
侵
略
戦
争
へ
の
協
力
を
余
儀
な
く
さ
れ



た
」
と
「
痛
恨
の
歴
史
」
で
あ
っ
た
と
の
反
省
が
綱
領
改
正
案
の

中
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
一
九
六

O
年
の
綱
領
で
も
、
一
九
八
四
年
の
綱

領
で
も
、
こ
の
点
だ
け
は
頬
か
ぶ
り
を
し
て
い
た
。
今
回
の
改
正

案
は
せ
っ
か
く
そ
こ
ま
で
書
き
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

そ
の
精
神
的
態
度
で
、
現
状
の
部
落
解
放
運
動
を
正
し
く
分
析
す

る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
の
政
治
進
出
を
阻
む
よ

う
な
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
に
賛
成
し
、
総
保
守
、
総
与
党

化
体
制
に
道
を
聞
く
こ
と
で
あ
り
、
再
び
「
痛
恨
の
歴
史
」
を
く

り
返
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
険
な
と
こ
ろ
に
立
た
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

綱
領
改
正
案
が
い
う
よ
う
に
、
「
部
落
大
衆
の
過
酷
な
生
活
実

態
を
も
差
別
と
見
抜
き
、
差
別
行
政
糾
弾
の
闘
い
を
組
織
し
た
」

と
分
析
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
ど
う
し
て
経
済
の
二
重
構
造
が
も
た

ら
す
搾
取
の
し
く
み
を
見
抜
き
、
そ
こ
で
か
も
し
出
さ
れ
て
い
る

「
人
間
疎
外
」
「
自
己
疎
外
」
の
社
会
的
病
理
の
分
析
を
し
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

部
落
差
別
と
は
所
詮
、
そ
れ
を
す
る
も
の
も
、
さ
れ
る
も
の
も

支
配
階
級
が
、
「
人
間
」
の
弱
さ
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て

て
、
個
々
の
人
間
の
主
体
的
力
量
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
「
上
見
て
暮
ら
す
な
、
下
見
て
暮
ら
せ
」
の
社
会
意
識
を

一
般
化
し
、
す
す
ん
で
部
落
差
別
と
闘
う
こ
と
を
し
な
い
よ
う
な

人
聞
を
造
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
綱
領
の
中
か
ら
落
し
て
は
な
ら

な
し
。生

産
過
程
に
お
け
る
「
ロ
ボ
ッ
ト
化
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
」

を
あ
え
て
、
支
配
階
級
の
管
理
主
義
の
強
化
だ
と
規
定
し
、
「
ま

す
ま
す
人
間
疎
外
を
強
め
て
い
る
」
と
現
綱
領
で
は
分
析
し
て
い

る。
こ
の
こ
と
に
は
一
切
ふ
れ
な
い
部
落
解
放
運
動
が
つ
づ
け
ら
れ

る
も
の
な
ら
、
そ
の
枠
内
で
、
支
配
階
級
は
わ
れ
わ
れ
の
運
動
を

許
容
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
、
わ
れ

わ
れ
の
要
求
を
か
な
え
る
と
い
う
水
準
の
も
の
で
は
な
い
。

頭
を
な
で
た
り
、
多
少
の
ア
メ
を
な
め
さ
せ
る
程
度
の
も
の
で
、

一
昨
年
来
、
部
落
解
放
同
盟
が
細
川
内
閣
と
連
帯
す
る
と
言
っ
て

み
た
り
、
新
進
党
と
選
挙
協
力
の
覚
書
を
交
わ
し
た
り
し
て
い
る

姿
は
、
ま
さ
に
彼
ら
の
許
容
す
る
限
度
の
運
動
で
あ
る
こ
と
を
こ

ち
ら
側
か
ら
す
す
ん
で
理
解
を
求
め
よ
う
と
演
出
し
て
い
る
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
。

人
権
は
不
断
の
努
力
で
闘
い
取
る
も
の

部
落
差
別
の
本
質
は

市
民
的
権
利
が
行
政
的

不
7巳
ノ」
ゴ二

し

こベる9 



か
保
障
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
と
、
わ
れ
わ
れ
の
運
動
は
長
ら
く

に
わ
た
っ
て
規
定
し
て
き
た
。

洋
の
東
西
を
間
わ
ず
、
歴
史
の
古
今
を
か
え
り
み
て
も
、
人
間

の
権
利
は
、
た
ゆ
み
な
い
闘
争
の
成
果
と
し
て
獲
得
で
き
た
の
で

あ
る
。と

は
言
っ
て
も
、
の
べ
つ
ま
く
な
し
に
、
政
治
家
や
財
界
と
ケ

ン
カ
を
す
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
日
本

国
憲
法
で
明
確
に
規
定
し
、
権
力
と
い
う
も
の
と
人
間
な
る
も
の

の
緊
張
関
係
の
必
要
性
を
読
み
と
る
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類

の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練
に
堪
へ
：
・
」
（
憲
法
第
九
十
七
条
）

と
鮮
や
か
に
権
利
と
闘
争
の
関
係
を
う
た
い
上
げ
て
い
る
。

十
三
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
「
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
憲
章
」
も

そ
う
で
あ
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
革
命
も
、
や
は
り
支
配
階
級
と

の
激
烈
な
闘
争
の
結
果
、
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
社
会
の
今
日
段
階
に
お
い
て
は
、
現
状
に
マ
ッ
チ
し
た
闘

争
方
法
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
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部
落
差
別
の
元
凶
を
あ
い
ま
い
に
す
れ
ば
融
和
主

義
へ

「
部
落
解
放
基
本
法
」
の
制
定
と
い
う
大
運
動
・
大
事
業
の
た

め
に
、
若
干
の
妥
協
は
許
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
や
が
て
大
き

な
運
動
へ
の
損
失
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
何
よ
り
も
、
全
国

の
仲
間
に
対
し
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
聞
に
融
和
主
義
を
は
び
こ
ら

せ
る
こ
と
に
な
り
、
運
動
は
求
心
力
を
失
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

今
度
の
綱
領
改
正
案
は
、
部
落
差
別
を
温
存
し
て
い
る
も
の
は

誰
で
あ
る
か
、
そ
の
温
存
助
長
の
シ
ス
テ
ム
は
何
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
一
切
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

八
四
年
の
綱
領
は
「
部
落
を
差
別
し
圧
迫
す
る
元
凶
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
大
衆
団
体
た
る
性
格
を
考
慮

に
入
れ
て
、
あ
え
て
「
独
占
資
本
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
が
、

総
保
守
化
時
代
に
、
浮
い
て
孤
立
す
る
と
い
う
な
ら
、
い
く
ら
で
も

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
な
言
葉
使
い
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
気
遣
い
は
う
か
が
え
な
い
。

「
我
々
は
『
自
主
・
共
生
・
創
造
』
の
旗
を
高
く
掲
げ
：
・
」
と

美
辞
麗
句
を
並
べ
て
、
「
い
よ
い
よ
部
落
の
完
全
解
放
を
展
望
し

う
る
地
平
に
位
置
し
て
い
る
」
と
運
動
の
現
水
準
を
調
歌
し
て
い

る
。
全
国
に
い
ま
も
な
お
一
千
か
所
の
部
落
は
未
組
織
の
ま
ま
放



置
さ
れ
て
い
る
。
事
業
は
未
実
施
と
な
っ
て
行
政
の
も
た
ら
す
成

果
の
一
切
を
受
け
て
い
な
い
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
あ

ら
た
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
日
の
丸
」
「
君
が
代
」
の
強
制
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
一

方
で
あ
る
。
新
進
党
が
ね
ら
っ
て
い
る
天
皇
の
「
元
首
化
」
は

「
読
売
新
聞
』
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
身
辺
に

迫
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

「
部
落
の
完
全
解
放
を
展
望
し
う
る
」
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る

と
い
う
な
ら
、
ど
う
し
て
、
「
部
落
解
放
基
本
法
」
制
定
要
求
が
、

い
ま
重
大
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
差
別
の
現
実
が

厳
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

部
落
解
放
運
動
は
人
間
復
権
の
闘
い

水
平
杜
の
綱
領
が
明
記
し
た
「
吾
等
は
人
間
性
の
原
理
に
覚
醒

し
人
類
最
高
の
完
成
に
向
っ
て
突
進
す
」
の
言
葉
は
、
権
利
獲
得

の
た
め
に
、
人
間
は
主
体
的
力
量
を
高
め
つ
つ
、
闘
う
も
の
で
あ

る
と
の
観
点
に
立
つ
も
の
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
現
綱
領
は
次
の
よ
う
な
基
調
で
、
被
差
別
部
落
の

仲
間
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

「
部
落
解
放
は
『
人
間
性
の
原
理
に
覚
醒
し
、

人
類
最
高
の
完

成
に
』
向
か
っ
て
闘
う
こ
と
を
誓
っ
た
人
間
復
権
の
叫
び
で
あ
り
、

社
会
進
歩
の
実
現
に
向
か
う
人
間
疎
外
克
服
の
闘
い
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
輝
か
し
い
全
国
水
平
社
の
歴
史
に
学
び
、
不
屈
の
闘
い

と
伝
統
を
う
け
継
い
で
、
差
別
を
克
服
し
う
る
に
た
り
る
主
体
的

人
聞
を
め
ざ
し
、
部
落
解
放
に
た
ち
は
だ
か
ら
ん
と
す
る
も
の
と

徹
底
的
に
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

も
と
も
と
「
解
放
が
目
的
、
事
業
は
手
段
」
と
い
う
言
葉
は
、

部
落
解
放
の
「
主
体
的
力
量
」
を
構
築
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
言

葉
で
あ
る
。

最
近
は
事
業
見
直
し
と
い
う
運
動
の
転
進
（
撤
退
）
を
含
意
し
、

さ
か
ん
に
「
事
業
見
直
し
」
論
が
横
行
し
て
い
る
。

運
動
の
先
進
的
役
割
を
果
た
し
た
地
域
に
あ
っ
て
は
、
何
と
言

っ
て
も
、
一
千
か
所
の
未
組
織
地
域
の
仲
間
を
含
め
て
、
完
全
解

放
へ
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
を
忘
れ
て
し
ま
え
ば
、

こ
の
伝
統
あ
る
運
動
も
最
終
的
に
は
歴
史
の
批
判
に
た
え
ら
れ
る

も
の
と
は
な
ら
な
い
。

部
落
解
放
基
本
法
制
定
闘
争
に
と
っ
て
、
再
び
地
対
協
が
部
落

差
別
の
現
実
を
ご
ま
か
し
、
「
部
落
責
任
」
論
を
ふ
り
ま
く
か
も

し
れ
な
い
危
険
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
事
態
を
直
視
し
、
綱
領

の
論
理
性
の
正
し
さ
こ
そ
大
衆
の
求
心
力
と
な
る
こ
と
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こぺる11 



ひ
ろ
ば
⑬

〈
視
界
の
相
互
性
〉

幅
を
め
、
ざ
し
て

の
拡

ー
ー
と
も
い
き
み
か
ず
さ
ん
の
批
判

に
か
か
わ
っ
て
の
再
論

八
木
晃
介
（
花
園
大
学
）

雑
誌
で
」
ぺ
る
』
九
五
年
六
月
号
に
求
め
ら
れ
て
「
部
落
問
題

の
現
実
に
つ
い
て
の
点
描
」
と
題
す
る
短
文
を
寄
せ
ま
し
た
が
、

こ
れ
に
対
す
る
批
判
文
が
『
こ
ぺ
る
』
九
五
年
一

O
月
号
に
掲
載

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
ぺ
る
編
集
部
か
ら
「
再
論
し

て
は
ど
う
か
」
と
の
勧
誘
が
あ
り
、
こ
と
さ
ら
再
論
す
る
ほ
ど
の

こ
と
は
な
い
と
も
思
え
て
し
ば
し
遼
巡
し
た
の
で
す
が
、
や
は
り

再
論
し
た
方
が
今
後
の
議
論
の
豊
富
化
に
つ
な
が
る
か
と
も
考
え

ら
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
短
文
を
認
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

私
の
エ
ッ
セ
ー
に
反
論
さ
れ
た
文
章
の
タ
イ
ト
ル
に
は
「
問
題

の
と
ら
え
方
が
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
り
、
筆
者
名
は

「
と
も
い
き
み
か
ず
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の
方
を
存
じ

あ
げ
ま
せ
ん
。

と
も
い
さ
ん
の
文
章
は
ま
ず
「
私
た
ち
が
部
落
問
題
を
色
々
と

取
り
上
げ
て
議
論
し
よ
う
と
す
る
根
拠
は
何
か
。
そ
れ
は
、
部
落

差
別
が
あ
と
を
絶
た
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と

い
う
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
出
発
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
私
も
、
別
に
異
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
続
け
て
、

「
日
本
国
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
が
護
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
現
実
を
放
置
し
て
お
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
部
落
問
題
は
日

本
国
憲
法
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
、
同
和
対
策
審
議
会

答
申
は
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
唯
一
の
理
由
で
あ
る
」
と
記
述
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
同
意
で
き
ま
せ
ん
。

と
も
い
さ
ん
は
、
憲
法
と
同
対
審
答
申
の
内
容
が
、
部
落
問
題

を
議
論
す
る
た
め
の
唯
一
の
根
拠
を
提
供
し
で
い
る
と
理
解
し
て

お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
私
の
考
え
で
は
、
憲
法
や
答
申

に
い
か
な
る
記
載
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
．
私
が
部
落
問
題
に

か
か
わ
る
こ
と
と
は
相
対
的
に
無
関
係
な
の
で
あ
り
ま
す
。
早
い

話
が
、
私
が
部
落
問
題
に
社
会
関
係
と
人
間
関
係
の
本
質
的
な
問

題
性
を
見
出
し
て
具
体
的
に
こ
の
問
題
に
か
か
わ
り
始
め
た
の
は

答
申
の
出
る
前
年
（
一
九
六
四
年
）
で
あ
り
ま
し
た
。
答
申
な
ど

あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
部
落
問
題
は
存
在
し
た
し
、
部
落
解
放

運
動
も
闘
わ
れ
て
い
た
し
、
私
自
身
、
そ
の
中
に
身
を
お
く
こ
と

が
私
自
身
の
存
在
証
明
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
今
に
し
て
確
信
す
る

の
で
す
。

と
も
い
さ
ん
の
批
判
は
ま
ず
、

12 

か
つ
て
私
の
授
業
の
中
で
「
部



落
民
宣
言
」
を
し
た
学
生
に
つ
い
て
の
私
の
叙
述
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。
「
こ
の
紋
所
が
目
に
入
ら
ぬ
か
」
と
昂
然
た

る
調
子
で
宣
言
し
た
学
生
と
、
こ
の
学
生
が
予
定
調
和
的
に
想
定

し
て
い
た
よ
う
な
他
の
学
生
た
ち
の
恐
縮
ぶ
り
に
つ
い
て
私
は
文

章
を
少
々
綴
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
と
も
い
さ
ん
に
は
出
身
学

生
や
宣
言
そ
の
も
の
へ
の
全
面
批
判
と
見
え
た
よ
う
で
す
ね
。

部
落
民
宣
言
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の

観
点
か
ら
し
で
も
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
し
、
私
も
そ
れ
を
高

く
評
価
す
る
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
被
差
別

側
の
立
場
の
絶
対
化
の
具
現
で
し
か
な
く
、
し
か
も
、
こ
の
問
題

を
生
産
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
集
団
の
破
壊
を

L
か
生
み

出
さ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
や
は
り
批
判
的
に
と
ら
え
ざ
る
を
え

な
い
と
考
え
ま
す
。
か
つ
て
部
落
解
放
同
盟
の
あ
る
機
関
に
お
い

て
二
十
歳
代
前
半
の
若
い
書
記
局
員
が
、
自
分
の
父
親
ほ
ど
の
企

業
の
人
（
多
分
地
名
総
鑑
購
入
企
業
の
人
事
担
当
者
で
転
勤
か
何

か
の
挨
拶
に
来
て
い
た
）
に
対
し
て
、
足
を
応
接
セ
ッ
ト
の
テ
ー

ブ
ル
に
投
げ
出
し
な
が
ら
「
ま
あ
、
す
わ
れ
や
」
と
倣
然
と
命
じ

て
い
る
姿
を
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
似
通
っ
た

雰
囲
気
を
私
は
宣
言
し
た
学
生
に
見
出
し
た
の
で
し
た
。
部
落
差

別
が
生
み
出
す
一
つ
の
人
間
像
と
い
う
よ
り
は
部
落
解
放
運
動
が

生
み
出
し
た
一
つ
の
、
い
わ
ば
負
性
の
人
間
像
を
そ
こ
に
見
て
し

ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

と
も
い
さ
ん
は
こ
の
宣
言
の
も
つ
雰
囲
気
に
つ
い
て
、
私
が
伝

聞
的
に
叙
述
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
止
め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
私

の
文
章
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
伝
聞
で
は
な
く
、
私
自
身
が
そ
の
場
に
い
た
の
で
す
。
と

も
い
さ
ん
は
「
私
は
む
し
ろ
、
彼
（
「
彼
女
」
の
間
違
い
H
八
木

注
）
は
臆
す
る
自
分
を
奮
い
立
た
せ
て
一
気
に
ま
く
し
立
て
た
ん

だ
ろ
う
な
と
思
う
。
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
宣
言
で
き
な
か
っ
た
。

私
な
ら
『
良
く
思
い
切
っ
て
、
ゃ
っ
た
ね
』
と
励
ま
し
て
や
り
た

い
」
と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
問
題

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
場
に
い
た
か
ら
こ
そ
、
宣
言

に
含
ま
れ
た
一
定
の
不
純
を
い
わ
ば
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
カ
ル
に

析
出
し
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
日
の
授
業
で
は
障
害
を
も

っ
学
生
が
、
一
般
論
と
し
て
、
障
害
を
も
っ
自
分
は
障
害
を
も
っ

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
強
者
に
す
る
こ
と
（
立
場
の
絶
対

化
）
を
倫
理
的
に
厳
に
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
障
害
者
解

放
運
動
と
し
て
も
自
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
、
と
い
っ

た
内
容
を
含
む
報
告
を
し
た
の
で
す
が
、
件
の
部
落
民
宣
言
は
こ

の
障
害
者
学
生
の
報
告
を
お
し
つ
ぶ
す
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
と
も
い
さ
ん
の
批
判
は
、
こ
う
し
た
状
況
的
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
を
抜
き
に
し
た
一
方
的
な
感
情
吐
露
と
評
価
せ
ざ
る
を
え

こベる13 



ま
せ
ん
が
、
も
ち
ろ
ん
、
詳
細
な
叙
述
を
し
な
か
っ
た
私
の
責
任

を
も
多
少
は
み
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

私
は
、
こ
う
し
た
学
生
を
生
み
出
す
教
育
を
や
は
り
批
判
い
た

し
ま
す
。
「
よ
く
思
い
切
っ
て
や
っ
た
ね
」
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は

な
い
の
で
す
。
「
被
差
別
者
を
中
心
に
す
え
る
教
育
」
な
る
マ
ニ

ュ
ア
ル
的
な
言
い
方
を
私
は
郷
撒
的
に
表
現
し
つ
つ
、
そ
う
し
た

教
育
の
逆
機
能
を
指
摘
し
た
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク

も
と
も
い
さ
ん
に
は
通
じ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ま
こ
と
に
残
念
で

す
。
「
被
差
別
者
を
中
心
に
す
え
な
い
同
和
教
育
は
ど
ん
な
も
の

か
も
聞
い
て
み
た
い
も
の
だ
」
と
い
う
と
も
い
さ
ん
の
反
論
が
そ

の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
私
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
真
に

「
被
差
別
者
を
中
心
に
す
え
る
教
育
」
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
こ

う
し
た
タ
イ
プ
の
人
聞
を
生
み
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
こ
の
よ
う
な
形
態
で
部
落
民
宣
言
す
る

学
生
を
生
み
出
し
た
部
落
解
放
教
育
の
問
題
性
を
感
得
し
な
い
で

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
心
情
的
な
表
現
を
す
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
教
育
を
受
け
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
の
学
生
に
あ
る
種
の
痛

ま
し
さ
を
も
感
得
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
と
も
い
さ
ん
は
「
八
木
氏
の
頭
の
中
に
は
『
部
落
が

あ
る
か
ら
差
別
す
る
人
が
出
て
く
る
』
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
批
判
で
は
な
く
、
も

は
や
言
い
が
か
り
で
し
か
な
い
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
他
人

の
思
想
を
想
像
す
る
の
は
自
由
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な

り
の
手
続
き
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、

私
は
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
た
の
で
し
た
。
「
も
ち
ろ
ん
一
般

的
に
い
え
ば
、
依
然
と
し
て
差
別
問
題
は
差
別
す
る
側
の
問
題
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
自
明
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ

れ
か
ら
は
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
だ
け
で
は
も
う
二
進
も
三
進
も
い

か
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
感
し
て
い
る
。
通
俗
的
な
〈
被
差
別

者
へ
の
責
任
転
嫁
〉
で
は
な
い
意
味
で
の
被
差
別
者
へ
の
問
い
か

け
な
く
し
て
真
の
連
帯
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
初
歩

的
な
認
識
に
立
ち
戻
っ
た
だ
け
だ
と
い
え
ば
言
え
る
」
と
。

私
が
、
部
落
解
放
運
動
の
現
状
に
言
及
す
る
に
際
し
て
、
「
今
、

私
は
、
被
差
別
部
落
出
身
者
で
は
な
い
私
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
物

言
い
を
な
し
う
る
の
か
と
い
う
自
省
を
含
み
つ
つ
論
述
し
て
い
る

の
だ
が
」
と
記
し
た
所
に
、
と
も
い
さ
ん
は
噛
み
つ
い
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。
「
私
は
部
落
ゃ
な
い
、
と
い
う
言
葉
ほ
ど
酷
い
差
別
は

な
い
」
と
、
私
を
差
別
者
の
位
置
に
ま
で
ひ
き
ず
り
お
ろ
し
て
く

だ
さ
っ
た
の
で
す
。
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い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
が
部
落
出
身
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
仮
に
、
と
も
い
さ
ん
の
文

章
に
身
を
寄
せ
て
考
え
て
み
て
も
、
や
は
り
、
そ
の
論
理
は
成
立

い
た
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
部
落
民
〉
な
る
存
在
が
厳
密
な

意
味
で
社
会
的
な
定
義
過
程
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
よ

う
に
、
私
は
「
非
部
落
民
」
な
る
社
会
的
定
義
過
程
の
中
に
あ
る

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
文
脈
を
み
て
い

た
だ
け
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
私
は
自
分
が
部
落
出
身
で
あ
る

か
否
か
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
は

明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
が
な
ぜ
「
酷
い
差
別
」
に
な
る

の
か
、
こ
こ
は
と
く
と
、
と
も
い
さ
ん
の
説
明
を
受
け
ね
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
ま
す
。
さ
す
が
の
私
も
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
で
〈
差
別

者
〉
の
レ
イ
ベ
リ
ン
グ
を
甘
受
す
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
で
き

ぬ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
差
別
の
責
任
は
、
ど
の
差
別
問
題
の
場
合

で
も
、
あ
げ
て
差
別
す
る
側
に
帰
属
い
た
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

差
別
問
題
を
考
え
る
上
で
の
方
法
的
あ
る
い
は
倫
理
的
な
意
味
で

の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
な
の
で
す
。
こ
の
点
は
、
と
も
い
さ

ん
の
所
論
と
一
致
し
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に

被
差
別
者
側
の
倫
理
的
、
思
想
的
頚
廃
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
差
別
者
側
に
属
す
る
者
が
被
差
別
者
側

に
属
す
る
者
を
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
絶
対
に
批
判
す
る

資
格
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
ば
話
は
別
で
す
が
。
国
賊
買
の

引
き
倒
し
を
も
っ
て
〈
連
帯
〉
な
ど
と
言
い
な
ら
わ
す
地
平
は
、

お
た
が
い
に
も
う
そ
ろ
そ
ろ
卒
業
し
た
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

「
部
落
民
以
外
は
み
な
差
別
者
で
あ
る
」
と
か
「
日
常
生
起
す
る

問
題
で
部
落
民
に
と
っ
て
不
利
益
な
問
題
は
す
べ
て
差
別
で
あ

る
」
と
い
う
言
説
を
、
私
は
私
の
三
十
年
間
に
わ
た
る
私
な
り
の

部
落
解
放
運
動
へ
の
参
加
の
歴
史
を
か
け
て
、
も
は
や
絶
対
に
認

め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
私
は
か
つ
て
、
北
九
州
市
に

お
け
る
部
落
解
放
同
盟
中
堅
幹
部
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
〈
土
地
転
が

し
事
件
〉
を
あ
る
メ
デ
ィ
ア
を
つ
う
じ
て
批
判
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
時
、
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
は
一
過
的
に
私
を

〈
差
別
者
〉
と
し
て
定
義
し
、
私
を
東
京
・
六
本
木
の
中
央
本
部

に
呼
ん
で
糾
弾
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
部
落
解
放
運
動
や
部
落
解

放
同
盟
を
同
志
的
に
批
判
す
る
こ
と
す
ら
が
差
別
で
あ
る
の
な
ら
、

私
は
〈
差
別
者
〉
と
し
て
の
レ
イ
ベ
リ
ン
グ
に
あ
ま
ん
じ
て
も
よ

い
と
さ
え
こ
の
時
考
え
ま
し
た
が
、
当
然
の
こ
と
に
、
こ
の
糾
弾

は
不
発
に
終
わ
り
ま
し
た
。
部
落
解
放
同
盟
は
と
も
い
さ
ん
が
考

え
て
お
ら
れ
る
よ
り
も
、
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
は
、
や
は
り
正

い
か
が
で
し
ょ
う

こぺる

統
な
の
だ
と
私
は
評
価
し
て
い
る
の
で
す
が
、

，刀
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第
お
回
『
こ
ぺ
る
』
合
評
会
（
9
・
犯
）
か
ら

歴
史
の
研
究
に
は
、
人
が
暮
ら
し
、
働

き
、
遊
ぶ
な
ど
し
た
場
所
を
正
確
に
と
ら

え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
、
そ
の
た
め
に
は

そ
の
時
代
、
そ
の
地
域
の
地
図
（
古
地

図
）
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
す
。
古
地
図
に

よ
っ
て
文
書
史
料
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
で
く
る
、
見
え
な
か
っ
た

も
の
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
部
落
史
の

研
究
に
と
っ
て
も
同
じ
で
、
古
地
図
が
は

た
す
役
割
の
重
要
性
は
師
岡
佑
行
さ
ん
の

文
章
「
古
地
図
の
復
権
」
に
よ
っ
て
い
っ

そ
う
明
ら
か
に
な
っ
た
と
舌
尽
え
ま
す
。

し
か
し
、
あ
い
か
わ
ら
ず
問
題
は
、
現

代
の
被
差
別
部
落
に
直
結
し
う
る
古
地
図

の
復
刻
が
、
部
落
の
人
々
の
思
い
や
願
い

と
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
か
に

あ
る
よ
う
で
す
。
合
評
会
で
の
議
論
を
聞

い
て
い
る
あ
い
だ
、
わ
た
し
は
な
ん
と
も

言
え
な
い
も
ど
か
し
い
気
持
を
も
て
あ
ま

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
も
ど
か
し
き
は
、

古
地
図
だ
け
で
な
く
部
落
の
地
名
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
が
正
解
な
の

か
、
わ
た
し
自
身
き
ち
ん
と
考
え
切
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
き
て
い
ま
す
。

古
地
図
上
の
地
名
、
呼
称
を
そ
の
ま
ま

に
公
開
す
る
こ
と
が
差
別
の
拡
大
助
長
に

つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
部
落
の
人
々

に
痛
み
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
地

図
を
復
刻
す
る
人
・
展
示
す
る
人
・
閲
覧

に
供
す
る
人
そ
れ
ぞ
れ
に
悩
み
を
抱
え
た

上
で
の
選
択
が
せ
ま
ら
れ
る
。
部
落
の

人
々
の
思
い
・
願
い
を
考
慮
し
な
い
で
復

刻
・
展
示
・
閲
覧
提
供
に
踏
み
切
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
と
す
れ
ば
、
地
名
・
呼
称
を

消
し
た
り
、
隠
し
た
り
す
る
し
か
な
い
と

い
う
の
も
、
一
つ
の
選
択
で
は
あ
り
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
選
択
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ

う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
か
で
あ
り
、
そ
の

選
択
に
関
し
て
公
開
の
討
議
が
な
さ
れ
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
合
評
会
の

あ
と
で
、
わ
た
し
な
り
に
ひ
と
ま
ず
考
え

た
の
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
ま
だ
す

っ
き
り
し
な
い
。
や
は
り
こ
こ
は
運
動
の

視
点
を
導
入
す
る
ほ
か
あ
り
ま
す
ま
い
。

部
落
解
放
運
動
と
は
、
歴
史
的
に
形
成

さ
れ
た
特
定
の
地
域
と
そ
こ
に
住
む
人
々

お
よ
び
か
つ
て
そ
こ
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ

る
人
々
と
そ
の
子
孫
を
特
異
視
・
特
別
視

す
る
差
別
と
闘
い
、
人
と
人
と
の
関
係
を

差
別
・
被
差
別
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
つ
こ

と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
運
動
は
、

個
々
人
が
地
域
・
地
名
に
押
し
つ
け
ら
れ

る
「
意
味
づ
け
」
に
た
じ
ろ
が
ず
、
そ
れ

に
立
ち
向
か
え
る
よ
う
に
励
ま
し
支
え
る

こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

差
別
す
る
人
に
よ
る
「
意
味
づ
け
」
を
、

み
ず
か
ら
の
内
面
で
無
意
味
な
も
の
に
す

る
営
み
が
不
断
に
な
さ
れ
な
い
と
、
「
意

味
づ
け
」
に
振
り
ま
わ
さ
れ
か
ね
な
い
か

ら
で
す
。
部
落
解
放
運
動
が
古
地
図
や
地

名
に
対
し
て
示
す
揺
れ
は
課
題
の
重
さ
の

現
れ
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
根
源

的
に
考
え
る
時
期
に
き
て
い
る
よ
う
に
思

い

ま

す

。

（

藤

田

敬

一

）
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鴨
水
記
｜
番
外
篇

本
誌
の
編
集
責
任
者
で
も
あ
る
藤
田
敬

一
さ
ん
の
個
人
誌
「
「
同
和
は
こ
わ
い
考
』

通
信
」
が
百
号
を
数
え
た
。
ひ
と
く
ち
に

百
と
い
う
が
、
八
年
と
四
カ
月
、
ほ
ぼ
毎

月
、
藤
田
さ
ん
は
ワ
ー
プ
ロ
、
最
近
で
は

パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
を
た
た
い
て
文
章
を
打

ち
出
し
、
印
刷
し
、
封
筒
に
入
れ
、
宛
名

を
張
り
（
当
初
は
、
こ
だ
わ
っ
て
手
書
き
だ

っ
た
）
、
封
を
し
、
郵
便
局
ま
で
行
っ
て
わ

た
し
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
送
り
出
し
て
き
た
。

聞
け
ば
そ
の
数
は
五
百
通
を
越
え
る
と
い

う
。
と
き
に
は
短
い
メ
モ
が
書
き
加
え
ら

れ
て
い
て
、
思
わ
ず
微
笑
ん
で
し
ま
う
。

だ
れ
に
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
と

り
わ
け
、
わ
た
し
の
よ
う
な
不
精
者
に
と

っ
て
は
た
だ
た
だ
感
嘆
の
ほ
か
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
は
不
精
者
で
あ
る
と
か
、
な

い
と
か
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ

に
根
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

藤
田
さ
ん
は
、
自
分
以
外
の
何
者
を
も

代
表
し
な
い
で
自
ら
の
考
え
を
示
す
こ
と

が
い
ま
一
番
大
切
だ
と
主
張
し
つ
づ
け
て

き
た
。
今
年
で
一
二
回
目
を
迎
え
た
部
落

問
題
全
国
交
流
会
に
し
て
も
、
そ
の
基
調

は
こ
こ
に
あ
る
。
な
に
よ
り
も
ひ
と
と
ひ

と
と
の
関
係
に
ま
で
問
題
を
掘
り
下
げ
る

こ
と
を
も
と
め
る
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
、

こ
れ
自
体
が
硬
直
し
切
っ
た
運
動
の
現
状

に
た
い
す
る
厳
し
い
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
テ
l
ゼ
な
ん
か
で
な
く
、
い
ま

を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
を
問
う
て
い

る
の
だ
が
、
百
回
に
及
ぶ
通
信
は
実
践
を

通
し
て
の
藤
田
さ
ん
の
回
答
だ
。
『
同
和

は
こ
わ
い
考
』
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
反

響
と
読
者
の
意
見
を
て
い
ね
い
に
紹
介
し
、

そ
れ
に
藤
田
さ
ん
自
身
の
考
え
を
コ
メ
ン

ト
す
る
。
読
者
と
の
対
話
で
あ
る
。
一
対

一
の
関
係
を
越
え
て
、
そ
の
や
り
と
り
が

わ
た
し
た
ち
の
心
に
そ
の
ま
ま
入
り
込
む
。

い
ま
ど
き
奇
特
な
通
信
で
あ
る
。

藤
田
さ
ん
の
通
信
を
読
ん
で
い
な
い
ひ

と
に
は
、
こ
ん
な
話
は
は
た
迷
惑
か
も
し

れ
な
い
。
仲
間
内
の
ナ
レ
ア
イ
と
受
け
取

る
ひ
と
も
お
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
通
信

百
号
の
も
つ
意
味
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た

く
本
欄
を
借
り
て
二
百
述
べ
さ
せ
て
も
ら

っ
た
。
ご
寛
恕
を
乞
う
。
な
お
藤
田
さ
ん

の
通
信
を
お
読
み
に
な
り
た
い
ひ
と
は
、

岐
阜
市
西
改
田
字
川
向
一
八
七
i

四
藤
田

敬
一
ま
で
連
絡
さ
れ
た
し
。
（
師
岡
佑
行
）

藤
田
敬
一
さ
ん
を
囲
ん
で
｜
｜
『
同
和
は
こ
わ

い
考
』
通
信
百
号
お
め
で
と
う
会
、
を
左
記
の

よ
う
に
計
画
い
た
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
参
加
下

支」い。呼
び
か
け
人
師
岡
佑
行

日
時
十
一
月
二
五
日
（
土
）
午
後
五
時

（
こ
ぺ
る
合
評
会
終
了
後
）
l
七
時

場
所
が
ん
こ
京
都
三
条
本
店
（
一
二
条
木
屋

町
通
り
東
入
ル
北
側
）

Z
O
七
五
1
二
五
五
一
一
一
一
八

会

費

五

0
0
0円

・
申
し
込
み
先
阿
件
社
こ
ぺ
る
事
務
局

m
O七
五
二
五
六
！
一
三
一
六
回

同

O
七
五
一
一
一
一
四
八
七
O

※
会
場
の
手
配
の
都
合
上
、
十
一
月
十
五

日
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

『
こ
ぺ
る
』
合
評
会
の
お
知
ら
せ

十
一
月
二
五
日
（
土
）
午
後
二
時
よ
り

報
告
者
住
田
一
郎

部
落
を
名
乗
る
意
味
｜
｜
畑
中
敏
之

「
「
部
落
史
」
の
終
わ
り
』
を
読
ん
で

ι
T京
都
府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー

ー
第
二
会
議
室

温

O
七
五
四
一
五
一

O
二一
O
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車
、

zu

改訂「保育所保育指針」（1990年）の新たな

保育目標の確かな実践のために一一一一

民権を大切にする心を
育てる」i呆育

一一同和保育の運動に学ぶ一一一

仲田直著

「子どもの権利条約」の発効C1994年）をみた今日、

多くの成果を生んできた同和保育に学びながら、 確

かな人権保育をすすめるための手引書。

〔内容〕子どもの教育と子どもの権利／就学前教育の歴史と現状／同和
保育の歩みと現状／人権保育の視点と展開／同和・人権保育Q&A/
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子ども （児童）の権利に関する条約 ・同和対策審議会答申 厚生省同

利保育基本方針（案） 「同和保育について」の作成について （悶利保育
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