
鍵
特
集
４

４３戦後部落史の研究と「国民的融合」論批判

約
十
年
前
に
榊
利
夫
・
北
原
泰
作
氏
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
馬

原
鉄
男
氏
ら
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
て
き
た
「
国
民
的
融
合
」
論

が
、
一
九
八
三
年
に
杉
之
原
寿
一
氏
が
部
落
解
放
を
反
独
占
の
民
主

（
１
）
 

主
義
の
課
題
と
し
て
提
起
す
る
至
諭
文
一
と
発
表
し
て
以
来
、
急
速
に
変

質
し
、
内
部
で
理
論
的
な
意
見
の
相
違
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
こ
と

（
２
）
 

は
、
す
で
に
多
く
の
雪
覗
文
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
し
て
明

日
に
で
も
部
落
解
放
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
主
張
し
た
柿
・
北

原
理
論
の
誤
り
が
、
い
ま
で
は
「
国
民
的
融
合
」
論
を
支
持
す
る
と

い
う
研
究
者
か
ら
も
公
然
と
批
判
さ
れ
、
「
部
落
問
題
研
究
」
誌
上

こ
の
「
基
本
方
向
（
案
）
」
の
検
討
は
主
に
解
放
理
論
に
か
か
わ

る
課
題
で
あ
る
が
、
以
下
の
戦
後
の
部
落
史
（
解
放
運
動
史
）
を
検

討
し
て
い
く
う
え
で
必
要
な
限
り
に
し
ぼ
っ
て
、
ご
く
簡
単
に
ふ
れ

ろ
。か
つ
て
「
国
民
的
融
合
」
論
（
こ
こ
で
は
馬
原
鉄
男
氏
の
「
戦
後

（
４
）
 

部
落
解
放
運
動
と
解
放
理
至
祠
」
を
例
に
と
ろ
う
）
は
、
部
落
問
題
に

階
級
と
身
分
の
二
側
面
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
も
「
部
落
問

題
の
本
質
は
封
建
的
身
分
差
別
に
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
階
級
的

側
面
を
観
念
的
に
捨
象
し
て
き
た
。
だ
か
ら
藤
谷
俊
雄
氏
は
「
わ
れ

わ
れ
が
部
落
差
別
を
身
分
的
差
別
と
経
済
的
貧
困
と
の
統
一
と
し
て

と
ら
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
誤
り
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
け

れ
ど
も
、
部
落
差
別
の
本
質
は
身
分
差
別
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
身

分
差
別
の
解
消
は
部
落
差
別
と
し
て
は
解
消
過
程
に
あ
る
こ
と
を
明

（
５
）
 

確
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
」
と
苦
渋
に
み
ち
た
自
己
批
判
一
と
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
や
は
り
「
国
民
的
融
合
」
論
は

部
落
差
別
が
封
建
的
身
分
差
別
の
残
淳
だ
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い

る
も
の
の
、
「
基
本
方
向
（
案
）
」
は
、
部
落
民
が
旧
身
分
を
理
由

に
し
た
差
別
を
受
け
て
い
る
と
同
時
に
階
級
的
支
配
と
搾
取
、
収
奪

を
う
け
る
被
抑
圧
階
級
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
に
な
く

強
調
し
て
い
る
。
加
え
て
、
「
要
求
と
行
動
」
に
は
、
旧
身
分
を
理

由
と
し
た
差
別
の
克
服
・
国
民
的
融
合
の
促
進
と
い
っ
た
、
い
わ
ば

〃
身
分
〃
的
要
求
と
あ
わ
せ
て
、
反
動
的
な
文
教
政
策
や
独
占
資
本

｜
、
全
解
連
「
基
本
方
向
（
案
と

戦
後
部
落
史
の
研
究
と

「
国
民
的
融
合
」
論
批
判

（
３
）
 

に
４
℃
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。

部
落
解
放
を
反
独
占
の
民
主
主
義
の
課
題
だ
と
と
ら
え
る
立
場

は
、
い
ま
や
「
国
民
的
融
合
」
論
の
内
部
で
も
す
っ
か
り
市
民
権
を

得
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
今
年
の
三
月
に
全
解
連
か
ら
提
起
さ
れ
、

一
年
間
の
討
議
に
付
さ
れ
た
「
二
十
一
世
紀
を
め
ざ
す
部
落
解
放
の

基
本
方
向
（
案
）
」
の
骨
格
が
、
先
に
ふ
れ
た
杉
之
原
論
文
で
あ
る

こ
と
は
、
そ
の
各
項
の
文
言
を
読
め
ば
す
ぐ
に
気
が
つ
く
。
「
基
本

方
向
（
案
）
」
は
、
こ
の
杉
之
原
論
文
を
下
書
き
に
し
て
補
足
し
、

最
後
に
「
要
求
と
行
動
」
を
十
七
項
目
に
わ
た
っ
て
列
挙
し
て
い
る

の
で
、
現
在
の
「
国
民
的
融
合
」
論
が
主
張
す
る
中
味
が
よ
り
具
体

的
に
示
さ
れ
て
い
て
面
白
い
。

に
よ
る
教
育
の
階
級
的
支
配
、
憲
法
改
悪
・
小
選
挙
区
制
な
ど
の
反

動
的
な
策
動
と
た
た
か
う
こ
と
な
ど
、
そ
れ
自
体
は
〃
身
分
〃
的
で

な
い
要
求
が
（
む
し
ろ
〃
身
分
〃
的
要
求
よ
り
も
）
数
多
く
羅
列
さ
れ

て
い
ろ
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
「
国
民
的
融

合
」
論
か
ら
は
「
部
落
解
放
運
動
の
目
標
や
、
解
放
運
動
と
労
働
運

動
と
の
関
連
性
を
あ
い
ま
い
に
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
ほ
ん
ら
い
労
働

運
動
や
政
治
組
織
が
担
う
べ
き
課
題
も
す
べ
て
解
放
運
動
に
背
負
わ

（
６
）
 

せ
た
り
」
と
批
判
さ
れ
ろ
（
そ
の
批
判
自
体
は
的
は
ず
れ
だ
が
、
そ

う
し
た
発
言
を
生
む
よ
う
な
）
実
態
こ
そ
、
部
落
差
別
の
現
実
な
の

で
あ
り
、
「
国
民
的
融
合
」
論
も
そ
の
こ
と
を
十
年
か
か
っ
て
、
あ

ら
た
め
て
再
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

ま
た
、
か
つ
て
「
国
民
的
融
合
」
論
は
「
部
落
差
別
を
支
え
、
強

化
す
る
よ
う
な
土
台
は
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
基
本
的
に
は
な
く
な

り
、
（
中
略
）
客
観
的
に
い
え
ば
、
戦
後
に
は
い
っ
て
、
部
落
差
別

は
歴
史
的
過
程
と
し
て
は
解
消
の
方
向
を
た
ど
っ
て
い
ろ
」
と
、
戦

後
改
革
と
部
落
の
解
消
の
過
程
を
直
結
さ
せ
る
一
本
調
子
の
展
望
を

示
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
日
の
「
基
本
方
向
（
案
）
」

は
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
部
落
差
別
を
支
え
て
き
た
半
封
建
的
な
社

会
的
物
質
的
基
礎
が
基
本
的
に
解
体
し
た
と
す
る
点
で
は
変
わ
っ
て

い
な
い
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
「
部
落
差
別
は
ま
さ
に
い
ま
、
基
本
的

に
解
消
し
つ
つ
あ
る
」
と
そ
の
文
章
を
結
ぶ
ま
で
に
、
部
落
解
放
全
国

委
員
会
の
結
成
か
ら
一
九
六
○
年
代
の
部
落
解
放
運
動
の
高
揚
・
同

｜ 
Ｉ 

渡
辺
俊
雄
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４５戦後部落史の研究と「国民的融合」論批判
坐
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
制
定
ま
で
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
ろ
。
こ
こ

に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
差
別
が
解
消
の
過
程
に
あ
る
と
「
国
民

的
融
合
」
論
を
し
て
誤
認
さ
せ
た
よ
う
な
部
落
の
実
態
は
、
実
は
戦

後
の
民
主
的
改
革
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
戦
後
の
民
主

的
改
革
を
部
落
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
有
利
な
条
件
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
部
落
解
放
運
動
を
は
じ
め
と
す
る
反
差
別
の
闘
い
の
な
か
で

よ
う
や
く
実
現
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
戦
後
改
革
を
バ
ラ

色
に
描
く
こ
と
も
か
な
り
後
退
し
て
き
た
と
い
っ
て
い
い
。

さ
ら
に
、
「
基
本
方
向
（
案
）
」
で
戦
後
の
独
占
資
本
の
支
配
が

強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
。

こ
う
し
た
論
点
は
、
決
し
て
新
し
い
議
論
で
は
な
く
、
ま
た
戦
後

部
落
解
放
運
動
総
括
の
新
し
い
観
点
で
も
な
い
。
十
年
前
、
「
国
民

的
融
合
」
論
が
提
起
さ
れ
る
以
前
に
は
、
多
く
の
論
者
の
共
通
の
認

識
だ
っ
た
。
馬
原
鉄
男
氏
や
藤
谷
俊
雄
氏
ら
の
著
作
に
導
か
れ
て
勉

強
さ
せ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
十
年
間
の

「
国
民
的
融
合
」
論
と
の
論
争
の
経
緯
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
こ
う

し
た
共
通
の
認
識
が
で
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
確
認
し

て
お
く
こ
と
も
意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
自
ら
の
理
論
の
根
幹
に
か
か
わ
る
認
識
を
、
こ

の
よ
う
に
コ
ロ
コ
ロ
と
、
そ
れ
も
自
己
批
判
や
明
確
な
論
証
な
し
に

な
し
く
ず
し
に
変
え
て
い
く
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
つ
も
り
な

の
か
。
科
学
的
な
研
究
や
学
問
的
な
論
争
と
は
ほ
ど
遠
い
姿
に
ア
然

消
、
社
会
的
交
流
の
発
展
、
職
業
の
自
由
と
就
職
の
機
会
の
拡
大
な

ど
、
悲
惨
で
あ
っ
た
部
落
住
民
の
生
活
実
態
は
飛
躍
的
に
改
善
さ
れ

て
き
」
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
ろ
。
こ
の
点
は
従
来
か
ら
の
「
国
民
的

融
合
」
論
と
同
じ
論
旨
で
あ
る
が
、
馬
原
氏
は
別
の
論
文
「
戦
後
部

（
１
）
 

落
の
変
化
と
部
落
解
放
運
動
」
て
は
も
っ
と
積
極
的
に
、
戦
後
の
部

落
差
別
解
消
の
過
程
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
み

て
お
く
。

馬
原
氏
は
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
、
ま
ず
「
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
封

建
的
身
分
差
別
と
し
て
の
部
落
差
別
の
物
質
的
基
礎
が
解
消
し
た
」

（
２
）
 

と
規
定
し
、
そ
の
あ
と
で
四
○
１
五
○
年
代
、
六
○
年
代
、
七
○
年

代
の
部
落
の
変
化
、
す
な
わ
ち
解
消
の
過
程
を
あ
と
づ
け
て
い
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
四
○
１
五
○
年
代
に
つ
い
て
馬
原
論
文
で
は
農
地
改
革

に
よ
る
地
主
制
支
配
の
解
体
や
伝
統
産
業
の
崩
壊
、
失
業
問
題
の
激

（
３
）
 

化
に
つ
い
て
は
の
べ
て
い
る
が
、
「
国
民
的
融
合
」
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
で
あ
る
は
ず
の
生
活
実
態
の
改
善
、
社
会
的
格
差
の
是
正
な
ど
に

は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
実
態
は
ど
こ
を
探

し
て
も
見
い
出
せ
な
か
っ
た
。
つ
い
で
六
○
年
代
の
部
落
の
変
化
の

特
徴
と
し
て
馬
原
論
文
は
、
国
の
同
和
対
策
審
議
会
調
査
部
会
の
報

告
を
も
と
に
、
生
活
環
境
整
備
の
立
遅
れ
、
長
欠
、
高
校
進
学
率
の

低
率
、
部
落
産
業
の
衰
退
、
い
ぜ
ん
と
し
て
低
位
の
生
活
水
準
、
農

山
漁
村
部
落
か
ら
都
市
へ
の
人
口
の
流
入
な
ど
を
あ
げ
、
わ
ず
か
に

「
解
消
の
過
程
」
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
一
般
雇
用
労
働

者
・
単
純
労
働
者
の
増
大
（
こ
れ
も
部
落
産
業
崩
壊
の
帰
結
）
、
居

住
、
結
婚
を
と
お
し
て
社
会
的
交
流
が
拡
大
し
部
落
の
閉
鎖
性
が
崩

（
４
）
 

壊
し
つ
つ
一
の
る
こ
と
、
を
例
一
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

馬
原
論
文
が
部
落
差
別
が
解
消
の
過
程
に
あ
る
こ
と
を
〃
実
証
〃

（
５
）
 

で
き
た
の
は
、
よ
う
や
く
七
○
年
代
の
部
落
に
お
い
て
で
←
の
る
。
同

論
文
は
、
七
○
年
代
の
部
落
の
特
徴
と
し
て
、
山
五
○
年
代
後
半
か

ら
顕
在
化
し
て
き
た
階
級
分
化
が
本
格
的
に
す
す
み
、
部
落
に
お
け

る
階
級
構
成
の
う
え
で
労
働
者
階
級
の
比
重
が
決
定
的
に
強
ま
っ
た

こ
と
、
②
住
民
や
環
境
の
悪
さ
、
就
学
・
就
労
・
生
活
状
況
の
低
位

性
が
著
し
く
改
善
さ
れ
、
部
落
外
と
の
格
差
が
大
き
く
接
近
し
て
き

た
こ
と
、
③
古
い
身
分
の
垣
根
を
う
ち
破
っ
て
部
落
内
外
の
住
民
の

社
会
的
交
流
が
い
ち
だ
ん
と
拡
大
し
、
市
民
的
連
帯
が
強
化
し
て
き

て
い
る
こ
と
、
の
三
点
を
あ
げ
ろ
（
な
お
⑩
は
一
九
七
五
年
の
杉
之

（
６
）
 

原
氏
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
一
一
言
う
ま
で
も
な
い
）
。

馬
原
氏
は
、
戦
後
に
部
落
差
別
が
解
消
の
過
程
に
あ
る
こ
と
を
実

証
す
る
の
に
成
功
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
国
民
的
融

合
」
論
と
い
う
体
系
が
い
か
に
非
論
理
的
で
あ
り
、
現
実
の
部
落
解

放
運
動
に
と
っ
て
無
力
か
を
自
ら
示
し
て
い
る
。

第
一
に
、
馬
原
氏
（
な
い
し
「
国
民
的
融
合
」
論
者
）
が
、
部
落

問
題
を
今
日
の
社
会
構
造
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
生
活
水
準
が

よ
く
な
っ
た
か
ど
う
か
、
格
差
が
是
正
さ
れ
て
社
会
的
交
流
が
造
ん

と
こ
ろ
で
、
「
国
民
的
融
合
」
論
が
な
に
を
も
っ
て
差
別
は
解
消

し
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
か
。
先
に
も
ふ
れ
た
「
基
本
方
向
（
案
）
」

に
よ
れ
ば
、
「
住
環
境
の
改
善
、
教
育
文
化
の
向
上
、
閉
鎖
性
の
解

と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
正
直
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
無
節
操
な
論
争

の
相
手
を
逐
一
追
い
か
け
て
、
そ
の
論
旨
の
矛
盾
や
誤
り
を
指
摘
す

る
作
業
ほ
ど
不
生
産
的
で
疲
れ
る
作
業
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
う

し
た
作
業
か
ら
、
な
に
が
し
か
の
教
訓
や
共
通
認
識
が
見
え
て
く
れ

ば
と
思
い
、
以
下
の
筆
を
と
る
。

（
１
）
杉
之
原
寿
一
「
『
解
同
』
の
理
論
的
混
迷
の
深
化
」
（
兵
庫
部
落
問

題
研
究
所
編
『
部
落
問
題
論
究
』
第
八
号
、
一
九
八
一
一
一
年
八
月
）

（
２
）
大
賀
正
行
「
国
民
的
融
合
論
批
判
と
部
落
解
放
理
論
」
（
『
部
落
解

放
研
究
』
第
三
八
号
、
一
九
八
一
一
一
年
十
一
一
月
）
な
ど
。

（
３
）
河
村
望
「
戦
後
民
主
主
義
と
部
落
問
題
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
第

八
一
一
輯
、
’
九
八
五
年
一
一
月
）

（
４
）
馬
原
鉄
男
「
戦
後
部
落
解
放
運
動
と
解
放
理
論
」
（
「
部
落
』
第
三

六
○
号
、
一
九
七
七
年
十
一
一
月
）

（
５
）
藤
谷
俊
雄
「
戦
後
部
落
問
題
研
究
の
概
観
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』

第
四
九
・
五
○
合
併
号
、
一
九
七
六
年
八
月
）

（
６
）
長
谷
川
善
計
「
部
落
問
題
に
お
け
る
身
分
と
階
級
」
（
『
部
落
問
題

研
究
』
第
八
一
一
輯
）
一
一
一
一
頁

二
、
馬
原
論
文
の
検
討
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“
だ
か
ど
う
か
と
い
っ
た
次
元
で
と
ら
え
る
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。
確
か
に
戦
前
と
く
ら
べ
れ
ば
、
部
落
の
生
活
環

境
は
全
体
と
し
て
は
改
善
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
。
馬
原
論
文
が
、
そ

う
し
た
生
活
実
態
の
変
化
を
あ
と
づ
け
る
目
的
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ

れ
で
も
よ
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
変
化
は
、
戦
後
な
い
し
は
今
日
の

部
落
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
の
結
果
な
の
で
あ
り
、
差
別
を
温
存
し

よ
う
と
す
る
勢
力
と
反
差
別
の
勢
力
と
の
階
級
闘
争
の
結
果
な
の
で

あ
る
（
そ
し
て
そ
の
実
態
が
、
次
の
運
動
の
具
体
的
な
要
求
を
生
み

出
す
と
い
う
意
味
で
は
前
提
と
も
な
る
）
。
そ
の
現
実
だ
け
を
い
く

ら
は
い
ず
り
回
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
部
落
問
題
の
核
心
に
到
達

す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
馬
原
論
文
で
は
、
部
落
の
内
部
で
労
働
者
階
級
の
構
成

が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
「
国
民
的
融
合
」
が
進
ん
で
い
る
決
定

的
な
指
標
と
な
る
。
確
か
に
、
労
働
者
階
級
の
構
成
が
高
ま
っ
て
き

た
こ
と
は
、
部
落
解
放
運
動
の
階
級
的
性
格
を
よ
り
一
層
明
ら
か
に

し
、
労
働
者
階
級
と
の
共
同
の
利
害
を
よ
り
多
く
生
み
出
し
、
部
落

問
題
の
根
本
的
な
解
決
の
方
向
へ
と
解
放
運
動
を
押
し
進
め
て
い
く

（
そ
し
て
指
導
者
は
そ
の
こ
と
を
意
識
的
に
導
い
て
い
く
）
う
え
で

き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
独
占
の
支
配
と
収
奪

の
も
と
で
進
行
す
る
か
ぎ
り
、
部
落
差
別
の
解
消
へ
と
ス
ト
レ
ー
ト

に
は
結
び
つ
か
な
い
。
差
別
は
、
こ
ん
ど
は
新
し
い
形
で
、
す
な
わ

ち
労
働
者
階
級
の
構
成
が
高
ま
り
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
そ
の
階
級

ロ
部
落
解
放
運
動
と
民
主
主
義
運
動
の
前
進
に
よ
っ
て
部
落
住
民
の
劣
悪

な
生
活
条
件
の
う
ち
、
い
ろ
い
ろ
の
程
度
の
ち
が
い
が
あ
る
が
、
改
善
さ

れ
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

ロ
部
落
差
別
を
め
ぐ
る
意
識
状
況
も
変
化
し
て
お
り
、
ま
た
生
活
領
域
や

問
題
領
域
に
よ
っ
て
一
様
で
な
く
、
複
雑
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

回
こ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
、
部
落
住
民
が
な
お
残
存
す
る
身
分
差
別
の

た
め
に
独
占
資
本
に
よ
る
階
級
支
配
と
搾
取
・
収
奪
を
と
く
に
集
中
的
に

う
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

回
「
部
落
住
民
を
身
分
差
別
の
側
面
だ
け
で
一
括
し
て
閉
鎖
的
孤
立
的
に

と
ら
え
る
『
朝
田
理
論
』
の
見
解
」
の
誤
り
が
実
証
的
に
も
証
明
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

Ｈ
か
ら
回
に
つ
い
て
は
、
全
く
同
感
で
あ
る
。
部
落
は
独
占
資
本

の
支
配
の
も
と
に
あ
り
、
そ
の
諸
法
則
が
つ
ら
ぬ
か
れ
、
そ
の
こ
と

が
一
面
で
は
部
落
差
別
を
解
消
・
解
体
す
る
方
向
に
作
用
し
な
が
ら

も
、
独
占
資
本
の
階
級
支
配
と
搾
取
・
収
奪
と
い
う
本
性
か
ら
は
け

っ
し
て
解
消
・
解
体
し
き
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
多
様
な
変
化
の
な

か
で
、
独
占
資
本
の
搾
取
と
収
奪
を
集
中
的
に
う
け
ろ
、
そ
れ
故
に

部
落
解
放
運
動
は
部
落
差
別
と
の
闘
い
で
あ
る
と
同
時
に
今
日
の
独

占
資
本
と
の
闘
い
と
い
う
階
級
的
な
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ど
う
し
て
「
国
民
的
融
合
」
論
の
よ
う
な
、
部
落

差
別
は
解
消
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
最
後
の
国
の
「
結
論
」
こ
そ
「
国
民
的
融
合
」
論
が
鬼
の
首

で
も
と
っ
た
よ
う
に
ふ
り
回
り
た
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
「
部
落

；
・
と
ｊ
河
…
ぱ
…
戦
患
□
ご
〉
》
薮
鳶
軍
…
鴬
迄
団
鰐
窺
爵
觜
悩
鳥
舗
ｌ
鼠
鴬
獣
》
バ
ー
蝿
…
」
》
■
雪
：
…
臺
蔓
瀞
創
葛
欝
埼
鐘
…
脅
蝿
濁
悩
翻
創
譲
図
爵
埼
暑
芯
罰
ｉ
司
餐
鐵
壷
剰
罰
…
罰
１
囮
調
鋤
包
式
》
■
マ
『
雪
’
》
曇
…
一

住
民
を
身
分
差
別
の
側
面
だ
け
で
一
括
し
て
閉
鎖
的
孤
立
的
に
と
ら

え
る
」
、
だ
か
ら
こ
そ
混
住
や
部
落
内
外
の
結
婚
が
ふ
え
て
き
た
こ

と
を
も
っ
て
社
会
的
交
流
が
進
ん
だ
、
部
落
差
別
は
解
消
の
過
程
に

あ
る
と
評
価
す
る
の
が
「
国
民
的
融
合
」
論
で
あ
れ
ば
、
こ
の
批
判

は
ま
さ
し
く
「
国
民
的
融
合
」
論
に
む
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る

（
、
）

べ
き
で
←
の
ろ
。

第
一
一
一
に
、
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
部
落
差
別
が
解
消
し
つ
つ
あ
る
と

「
国
民
的
融
合
」
論
が
み
る
の
は
、
実
は
戦
後
直
後
か
ら
お
こ
っ
た

変
化
で
は
な
く
、
事
実
上
一
九
七
○
年
代
に
お
け
る
部
落
の
変
化
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
最
近
で
は
「
国
民
的
融
合
」
論
で
さ
え

否
定
で
き
な
い
ほ
ど
、
臨
調
・
行
革
の
あ
お
り
を
う
け
て
部
落
の
環

境
改
善
は
停
滞
を
き
た
し
、
国
の
同
和
行
政
は
後
退
を
み
せ
て
い
ろ
。

と
す
れ
ば
、
わ
ず
か
十
五
年
、
そ
の
う
ち
の
十
年
ほ
ど
の
傾
向
を
、

戦
後
四
十
年
間
を
貫
ぬ
く
「
基
本
的
」
な
傾
向
な
ど
と
い
う
こ
と

が
、
は
た
し
て
科
学
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

も
し
一
九
七
○
年
代
に
は
い
っ
て
部
落
差
別
が
「
基
，
本
的
」
に
解

消
の
過
程
に
は
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
単
に
環
境
改
善
や
社

会
的
交
流
が
進
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
変
化
を
後
退

さ
せ
な
い
よ
う
な
、
つ
ま
り
部
落
問
題
の
根
本
的
な
解
決
を
保
障
し

促
進
す
る
よ
う
な
条
件
が
制
度
と
し
て
ど
う
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と

か
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
と
し
て
も
反
動
勢
力
の
差
別
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
や
差
別
強
化
の
策
動
を
封
じ
こ
め
る
よ
う
な
現
実
的
な
力
関
係
が

構
成
に
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に

部
落
解
放
運
動
が
取
組
む
べ
き
新
し
い
課
題
が
提
起
さ
れ
て
く
る
。

（
毎
Ｊ
）

実
は
鳥
原
氏
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
要

す
る
に
部
落
の
階
級
構
成
が
一
般
的
傾
向
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
を

も
っ
て
「
差
別
は
解
消
し
つ
つ
あ
る
」
と
強
弁
す
る
の
で
あ
る
。
い

っ
た
い
馬
原
氏
は
、
部
落
解
放
運
動
の
新
し
い
課
題
を
積
極
的
に
提

起
す
る
た
め
に
議
論
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
も
う
部
落
解
放
運

動
は
い
ら
な
い
と
言
う
た
め
に
「
国
民
的
融
合
」
論
を
主
張
し
て
い

（
８
）
 

ろ
の
だ
ろ
う
か
。

同
じ
こ
と
は
杉
之
原
氏
の
調
査
に
つ
い
て
も
い
え
ろ
。
杉
之
原
氏

の
調
査
は
し
ば
し
ば
、
部
落
差
別
は
解
消
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
例
証

と
し
て
引
用
さ
れ
ろ
。
馬
原
氏
も
そ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
本
当
に
そ

う
な
の
か
。

こ
こ
で
は
、
第
三
者
を
し
て
語
ら
し
め
よ
う
。
芝
田
進
午
氏
は
、

『
部
落
問
題
研
究
』
第
七
一
八
輯
で
杉
之
原
氏
の
箸
「
現
代
部
落
差
別

の
研
究
」
を
評
し
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
調
査
（
も
ち
ろ
ん
先

に
ふ
れ
た
祷
戸
市
の
部
落
調
査
も
含
ま
れ
て
い
ろ
）
か
ら
引
出
さ
れ

（
９
）
 

ろ
べ
き
結
聿
調
と
し
て
、
次
の
五
点
一
七
あ
げ
て
い
ろ
。

Ｈ
資
本
主
義
。
独
占
資
本
主
義
の
諸
法
則
、
と
り
わ
け
農
民
層
の
分
解
、

労
働
者
化
の
法
則
が
部
落
に
も
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
、
部
落
住
民
が
独
占

資
本
に
よ
る
階
級
支
配
と
搾
取
・
収
奪
を
直
接
・
間
接
に
う
け
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

再
□
、
沁
印
七
円
」
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銘
ど
の
よ
う
に
確
保
さ
れ
て
き
た
か
を
明
示
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。以
上
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
国
民
的
融
合
」
論
の
い

わ
ば
骨
組
み
で
あ
っ
た
図
式
、
す
な
わ
ち
⑩
部
落
差
別
は
封
建
的
身

分
差
別
の
残
り
も
の
１
１
②
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
部
落
差
別
を
支
え

て
い
た
土
台
の
解
体
１
１
⑧
ゆ
え
に
部
落
差
別
は
解
消
の
過
程
に
あ

る
、
と
い
う
三
段
論
法
は
、
彼
ら
な
り
の
〃
実
証
〃
に
お
い
て
も
破

た
ん
を
き
た
し
た
し
、
実
は
も
と
も
と
〃
論
証
〃
と
し
て
も
成
立
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

理
論
的
な
究
明
で
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
も
の
の
歴
史
的
な
発
生

や
起
源
、
歴
史
的
な
変
遷
の
経
過
・
順
序
で
は
な
い
。
「
国
民
的
融

合
」
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
戦
後
に
な
っ
て
部
落
差
別
が
解
消
し
て

い
く
か
ど
う
か
は
、
ｕ
や
②
、
す
な
わ
ち
部
落
差
別
が
封
建
遺
制
で

あ
る
と
か
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
に
よ
っ
て
封
建
的
な
土
台
が
な
く

な
っ
た
こ
と
で
〃
論
証
〃
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
戦
後
の
日
本
資

本
主
義
（
日
本
の
独
占
資
本
主
義
）
と
部
落
差
別
と
の
関
係
に
お
い

て
そ
れ
自
身
論
理
的
に
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
「
国
民
的
融
合
」
論
が
い
う
よ
う
に
、
た
と
え
⑪
と
②
を
認

め
た
と
し
て
も
、
部
落
差
別
が
戦
後
の
日
本
資
本
主
義
の
新
し
い
諸

矛
盾
と
結
び
つ
い
て
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
少
し
も

否
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
四
に
、
し
か
も
今
日
な
お
、
独
占
資
本
の
支
配
は
続
い
て
お

て
階
級
構
成
の
内
部
に
一
定
の
偏
り
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
空
（
馬

原
、
同
前
、
八
四
頁
）

（
８
）
戸
木
田
嘉
久
氏
は
、
労
働
者
階
級
の
内
部
構
成
に
関
す
る
論
議
の
特

徴
の
一
つ
と
し
て
、
現
代
の
資
本
主
義
が
生
み
だ
し
た
膨
大
な
「
新
し

い
部
類
」
の
労
働
者
層
の
性
格
や
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
関
心
を
は
ら

わ
な
い
議
論
に
つ
い
て
ふ
れ
、
こ
の
よ
う
な
立
論
は
「
現
代
の
労
働
者

階
級
の
複
雑
な
構
成
を
重
視
せ
ず
、
こ
れ
を
観
念
的
に
『
画
一
化
』
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
（
中
略
）
労
働
者
階
級
の
真
の
意
味
で
の
統
一
を

困
難
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
の
社
会
変
革
に
お
け
る
『
新
し
い
部

類
』
の
労
働
者
の
は
た
し
う
る
役
割
を
も
、
不
明
確
に
す
る
も
の
」
と

の
べ
て
い
る
の
が
、
参
考
に
な
る
（
『
現
代
資
本
主
義
と
労
働
者
階

級
』
岩
波
書
店
、
二
四
頁
）
。

（
９
）
芝
田
進
午
「
社
会
学
と
部
落
差
別
研
究
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
第

七
八
輯
、
一
九
八
四
年
五
月
）

（
、
）
補
足
す
れ
ば
、
芝
田
進
午
氏
は
同
論
文
で
、
杉
之
原
氏
が
解
放
理
論
の

上
で
お
こ
な
っ
た
積
極
的
な
問
題
提
起
と
し
て
、
Ｈ
い
ろ
い
ろ
の
差
別

の
う
ち
で
基
本
的
な
も
の
が
「
階
級
的
差
別
」
で
あ
る
こ
と
、
ロ
「
差

別
意
識
」
は
「
差
別
的
な
社
会
の
し
く
み
」
の
な
か
で
そ
れ
を
前
提
と

し
て
説
明
す
べ
き
こ
と
、
曰
「
身
分
」
「
身
分
差
別
」
を
「
階
級
差
別

の
一
形
態
」
と
し
て
と
ら
え
て
部
落
差
別
を
そ
の
特
殊
性
と
普
遍
性
の

統
一
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
（
同
前
、
一

○
四
頁
）
。
こ
の
評
価
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
指
摘
も
ま
た
「
国

民
的
融
合
」
論
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
だ
。

①
部
落
差
別
の
二
側
面

こ
こ
で
は
、
「
国
民
的
融
合
」
論
批
判
を
通
し
て
、
戦
後
の
部
落

史
（
部
落
解
放
運
動
史
）
総
括
に
と
っ
て
基
本
的
な
視
点
と
し
て
、

三
点
に
つ
い
て
だ
け
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
は
、
「
国
民
的
融
合
」
論
が
一
時
は
否
定
し
て
み
た
も
の

の
、
や
は
り
部
落
差
別
に
は
封
建
遺
制
と
い
う
身
分
的
側
面
と
、
独

占
資
本
の
搾
取
・
収
奪
と
い
う
階
級
的
側
面
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る

（
１
）
 

と
い
一
つ
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
両
側
面
を
観
念
的
・
窓
意
的
に
切
り
は
な
す
と
こ
ろ
か
ら
無

用
の
混
乱
が
生
ま
れ
、
「
国
民
的
融
合
」
論
の
誤
り
が
始
ま
っ
た
。

戦
後
頻
繁
に
お
こ
っ
て
く
る
差
別
事
件
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
お

よ
そ
そ
の
根
底
に
独
占
資
本
の
搾
取
と
収
奪
、
階
級
支
配
と
無
関

係
な
事
件
な
ど
、
一
つ
と
し
て
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
オ
ー
ル

（
３
）
 

（５）（２） 
ロ
マ
ン
ス
事
件
し
か
り
、
三
井
一
一
一
池
第
一
一
組
合
差
別
事
件
し
か
り
、

（
４
）
 

信
大
山
自
衛
隊
差
別
事
件
し
か
り
、
そ
し
て
部
落
地
名
総
鑑
差
別
事

件
し
か
り
、
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
戦
前
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
貫
か
れ
て
い
ろ
と

い
え
る
。

り
、
む
し
ろ
「
高
度
経
済
成
長
」
の
時
代
と
く
ら
べ
る
ま
で
も
な
く

反
動
化
が
強
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
戦
後
一
貫

し
て
基
本
的
に
部
落
差
別
は
解
消
の
過
程
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
部
落
差
別
の
解
消
と
独
占
の
支
配
と
は
「
基
本
的
」
に
矛
盾
し

な
い
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

し
か
し
、
馬
原
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
な
部
落
の
変
化
は
、
実
は

そ
の
馬
原
論
文
も
「
基
本
方
向
（
案
）
」
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、

戦
後
の
部
落
解
放
運
動
の
成
果
で
あ
り
、
同
和
行
政
の
結
果
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
の
事
実
は
、
独
占
の
支
配
の
も
と
で
も
、
反
差
別
の

旗
色
を
鮮
明
に
し
た
反
独
占
民
主
主
義
闘
争
が
か
な
り
の
経
済
的
要

求
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
は
い
ろ
。
が
、

そ
の
こ
と
と
、
独
占
の
支
配
の
も
と
で
部
落
差
別
が
基
本
的
に
解
消

の
過
程
に
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ

る
。
次
節
で
、
も
う
一
度
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

（
１
）
部
落
問
題
研
究
所
編
「
戦
後
部
落
解
放
運
動
の
研
究
』
（
戦
後
部
蓮

問
題
の
研
究
・
第
七
巻
）
所
収

（
２
）
同
前
、
一
七
頁

（
３
）
同
前
、
’
七
’
三
一
一
頁

（
４
）
同
前
、
四
七
’
五
一
頁

（
５
）
同
前
、
八
一
’
八
八
頁

（
６
）
杉
之
原
寿
一
「
未
解
放
部
落
の
現
状
」
（
『
経
済
』
一
九
七
五
年
五

月
。
の
ち
に
杉
之
原
寿
一
『
現
代
部
落
差
別
の
研
究
」
に
収
録
）

（
７
）
「
問
題
と
な
る
の
は
、
身
分
的
差
別
が
な
お
残
存
す
る
こ
と
に
よ
っ

三
、
戦
後
部
落
史
の
視
点
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5０ 
５１戦後部落史の研究と「国民的融合」論批判

た
し
か
に
水
平
運
動
は
、
直
接
に
は
国
民
の
〃
遅
れ
た
〃
意
識
か

ら
く
ろ
〃
封
建
的
な
〃
身
分
差
別
に
た
い
す
る
闘
い
と
し
て
始
ま
っ

た
。
し
か
し
全
国
水
平
社
が
日
本
共
産
党
の
結
成
と
同
じ
一
九
一
一
一
一

年
に
創
立
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
日
本
の
独

占
資
本
主
義
は
部
落
問
題
の
解
決
と
い
う
そ
れ
自
体
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア

民
主
主
義
的
な
課
題
さ
え
も
根
本
的
に
解
決
し
え
な
い
ほ
ど
反
動
的

な
体
制
と
し
て
あ
り
、
水
平
運
動
も
客
観
的
に
は
反
独
占
闘
争
と
し

て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
（
あ
る
い
は
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
）
。

こ
の
意
味
で
、
戦
前
Ⅱ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
、
戦
後
Ⅱ
反
独
占
民

主
主
義
、
と
対
比
す
る
杉
之
原
氏
や
全
解
連
の
「
基
本
方
向
（
案
と

は
、
事
態
を
あ
ま
り
に
も
平
板
に
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
ろ
と
い
え
よ

》
っ
。こ
う
し
た
見
解
は
け
っ
し
て
筆
者
の
独
断
で
は
な
い
よ
う
に
思

う
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
尾
川
昌
法
氏
は
部
落
委
員
会
活
動
の
意
義

に
つ
い
て
⑪
生
活
擁
護
闘
争
、
②
行
政
闘
争
、
③
反
独
占
資
本
主
義

（
６
）
 

闘
争
、
四
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
闘
争
の
四
点
一
と
あ
げ
て
い
た
。
士
（
た
馬
原

氏
自
身
、
戦
前
の
部
落
問
題
を
日
本
資
本
主
義
が
独
占
段
階
に
移
行

（
７
）
 

す
る
と
と
も
に
胎
頭
し
て
き
た
新
し
い
社
会
問
題
と
と
ら
え
、
と
く

に
一
九
三
○
年
代
以
降
の
部
落
問
題
を
含
む
社
会
問
題
を
国
家
独
占

（
８
）
 

資
本
主
義
期
の
社
会
問
題
と
規
定
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
し
て
日
本
資
本
主
義
が
、
敗
戦
に
よ
っ
て
も
（
国
家
）
独
占
資

本
主
義
で
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
戦
後
の
部
落
間

（
１
）
「
部
落
問
題
の
研
究
、
そ
の
本
質
把
握
に
お
い
て
、
常
に
研
究
者
を

悩
ま
し
迷
わ
し
続
け
て
き
た
根
本
問
題
は
『
身
分
』
と
『
階
級
』
の
統

一
的
把
握
で
あ
っ
た
。
」
（
大
賀
正
行
『
部
落
解
放
理
論
の
根
本
問

題
」
三
一
一
一
六
頁
）

（
２
）
「
か
く
て
差
別
事
件
に
た
い
す
る
闘
い
は
観
念
的
な
糾
弾
か
ら
部
落

解
放
の
た
め
の
具
体
的
な
政
策
を
意
識
的
に
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

差
別
を
温
存
さ
せ
て
い
る
ば
か
り
か
、
逆
に
差
別
を
拡
大
再
生
産
さ
せ

て
ゆ
く
吉
田
自
由
党
政
府
の
サ
ポ
タ
ー
ジ
ー
ー
、
ま
た
そ
の
イ
ニ
シ
ァ
の

下
に
網
の
目
の
よ
う
に
は
ら
れ
た
地
方
自
治
体
の
意
識
的
な
差
別
行
政

を
ば
く
ろ
し
、
悲
惨
な
部
落
民
の
生
活
を
守
り
、
向
上
さ
せ
る
た
め
の

闘
い
と
な
っ
て
全
国
的
に
波
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
（
部
落
解
放

第
八
回
全
国
大
会
「
一
九
五
三
年
度
一
般
活
動
方
針
」
部
落
解
放
同
盟

中
央
本
部
編
『
部
落
解
放
運
動
基
礎
資
料
集
」
Ｉ
、
’
○
八
頁
）

（
３
）
「
こ
の
よ
う
な
同
盟
の
三
池
ス
ト
支
援
の
積
極
的
な
活
動
は
、
労
働

者
に
部
落
問
題
を
理
解
さ
せ
解
放
運
動
に
た
い
す
る
認
識
を
ふ
か
め
る

上
に
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
独
占
資
本
と
支
配
権
力

が
身
分
差
別
を
搾
取
と
支
配
に
利
用
す
る
実
例
を
な
ま
な
ま
し
く
体
験

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
落
大
衆
の
意
識
が
高
ま
り
、
全
国
的
に
三
池

ス
ト
支
援
の
資
金
カ
ン
パ
な
ど
が
行
わ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
」
（
部

落
解
放
同
盟
第
十
五
回
全
国
大
会
二
九
六
一
年
度
一
般
運
動
方
針

（
４
）
「
以
上
の
よ
う
に
本
事
件
は
、
日
本
人
民
の
貧
し
さ
（
米
曰
独
占
資

本
の
搾
取
、
収
奪
）
と
、
そ
の
苦
し
み
を
そ
ら
さ
せ
る
た
め
の
、
米
日

反
動
の
分
裂
支
配
政
策
の
集
中
的
な
表
現
な
の
だ
。
部
落
差
別
が
自
衛

（
案
）
」
、
同
前
、
三
五
七
頁
）

題
、
部
落
解
放
運
動
の
展
開
も
ま
た
（
国
家
）
独
占
資
本
主
義
の
も

と
で
の
部
落
差
別
と
し
て
、
二
側
面
を
統
一
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は

必
要
で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
個
別
の
事
例
に
即
し
た
戦
後

部
落
史
の
研
究
が
待
た
れ
ろ
。

お
よ
そ
複
雑
な
現
実
を
、
一
つ
の
側
面
だ
け
で
割
り
き
る
こ
と
ほ

ど
、
非
弁
証
法
的
な
見
方
は
な
い
。
部
落
差
別
は
封
建
遺
制
の
側
面

か
ら
い
え
ば
そ
れ
は
本
来
明
治
維
新
の
変
革
で
解
決
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
資
本
主
義
の
下
で
も
何
人
も
否
定
で
き
な
い
、
幅
広
い

社
会
性
を
も
つ
問
題
と
い
え
る
。
部
落
解
放
運
動
は
こ
の
社
会
性
を

前
面
に
お
し
出
し
て
、
部
落
問
題
の
解
決
を
国
民
的
課
題
と
し
て
提

起
し
て
き
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
部
落
差
別
が
階
級
支
配
と

結
び
つ
い
て
い
る
が
故
に
、
広
い
社
会
性
を
も
つ
部
落
問
題
の
解
決

と
い
う
課
題
が
、
戦
後
に
お
い
て
も
厳
し
い
闘
い
な
し
に
は
実
現
し

な
か
っ
た
。
こ
れ
が
現
実
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
論
争
は
た
え
ず
具
体
的
、
実
践
的
な
問
題
を
含
ん
で

い
ろ
。
部
落
問
題
の
二
側
面
を
ど
う
と
ら
え
る
か
は
け
っ
し
て
観
念

（
９
）
 

的
な
遊
戯
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
部
落
問
題
の
現
代
的
性
格
｛
と
ど
一
つ

と
ら
え
、
部
落
解
放
運
動
が
今
日
の
独
占
資
本
の
支
配
と
対
決
す
る

広
汎
な
反
独
占
闘
争
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
と
役
割
を
に
な

い
う
る
か
、
ま
た
に
な
う
よ
う
に
意
識
的
に
導
い
て
い
く
か
と
い
う

問
題
意
識
、
自
ら
の
立
場
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ろ
と
い
え
る
だ
る

》
っ
。

②
戦
後
の
民
主
的
改
革

第
二
に
は
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。

隊
と
い
う
反
人
民
的
、
非
人
間
的
集
団
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
き
び
し

く
激
し
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
ば
く
ろ
し
た
。
」
（
部
落
解
放

同
盟
第
十
九
回
全
国
大
会
「
諸
活
動
方
針
」
、
同
前
、
五
四
三
頁
）

（
５
）
「
し
か
も
、
今
回
の
差
別
事
件
が
、
戦
後
最
大
の
不
況
の
中
で
、
大

量
の
失
業
者
の
出
現
と
、
就
職
難
、
合
理
化
と
人
く
ら
し
が
大
き
く
進

行
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
中
で
生
じ
て
き
た
事
件
で
あ
る
（
ま
さ
に

こ
の
こ
と
の
中
に
、
企
業
の
差
別
性
と
、
部
落
差
別
が
今
日
の
社
会
の

中
で
果
た
さ
せ
ら
れ
て
い
る
「
役
割
」
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
）
』

（
部
落
解
放
同
盟
第
三
十
二
回
全
国
大
会
二
九
七
七
年
度
一
般
運
動

方
針
」
、
同
Ⅲ
、
一
一
三
六
頁
）

（
６
）
尾
川
昌
法
「
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
水
平
運
動
」
（
部
落
問
題
研
究

所
編
『
水
平
運
動
史
の
研
究
』
第
六
巻
）
九
五
頁
。

（
７
）
馬
原
鉄
男
「
社
会
問
題
の
史
的
展
望
」
（
真
田
是
他
編
『
現
代
日
本

の
社
会
問
題
ｌ
⑩
日
本
資
本
主
義
と
社
会
問
題
』
汐
文
社
、
’
九
七

三
年
）
九
○
頁
。

（
８
）
同
前
、
一
○
二
頁
以
下
。

（
９
）
「
差
別
社
会
の
変
革
に
は
、
現
実
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
は
な

く
、
差
別
構
造
・
差
別
関
係
を
い
か
に
変
革
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な

る
」
（
尹
健
次
「
異
質
と
の
共
存
」
『
思
想
』
’
九
八
五
年
四
月
、
一

八
四
頁
）
。
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「
国
民
的
融
合
」
論
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
の
意
義
と

し
て
反
封
建
の
民
主
化
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
が
、
戦
後
の
部
落
解

放
運
動
を
考
え
る
時
に
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
戦
後
の
民

主
的
改
革
が
あ
わ
せ
て
持
っ
て
い
た
（
と
い
う
よ
り
も
よ
り
本
質
的

な
）
反
軍
国
主
義
・
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
性
格
、
戦
後
改
革
が
反
フ
ァ

（
１
）
 

シ
ズ
ム
の
国
際
的
な
世
一
魂
に
支
持
さ
れ
て
実
現
し
た
点
で
あ
ろ
う
Ｑ

第
二
次
大
戦
は
社
会
主
義
と
帝
国
主
義
の
対
立
、
帝
国
主
義
間
戦

争
と
い
っ
た
多
様
な
性
格
を
重
層
的
に
か
か
え
て
い
た
が
、
も
っ
と

も
規
定
的
な
の
は
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
立
で
あ
り
、

戦
後
直
後
の
最
大
の
国
際
的
関
心
事
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
復
活
を
い
か

に
防
ぐ
か
に
お
か
れ
て
い
た
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
国
際
連
合
が
一

九
四
八
年
に
世
界
人
権
宣
言
を
採
択
し
、
「
人
権
の
無
視
及
び
軽
侮

が
、
人
類
の
良
心
を
踏
み
に
じ
っ
た
野
蛮
行
為
を
も
た
ら
し
」
た
と

の
べ
た
の
が
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
ろ
。

戦
後
日
本
の
民
主
的
改
革
も
、
こ
う
し
た
世
界
的
な
流
れ
の
な
か

で
取
組
ま
れ
、
侵
略
戦
争
の
基
盤
と
な
っ
た
様
々
な
軍
国
主
義
的
要

素
の
排
除
が
実
施
さ
れ
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
半
封
建
的
な
い
し
絶
対

主
義
的
な
諸
制
度
・
思
想
は
、
そ
れ
が
軍
国
主
義
の
社
会
的
・
政
治

的
基
盤
と
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
改
革
の
対
象
と
な
っ
た
。
戦
後

の
民
主
的
改
革
に
よ
っ
て
定
着
し
た
基
本
的
人
権
・
民
主
主
義
の
思

想
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
反
対
す
る
内
実
を
含
ん
で
い
た
。

戦
後
の
部
落
解
放
運
動
が
獲
得
し
た
有
利
な
条
件
と
は
、
こ
う
し

お
け
る
階
級
闘
争
や
支
配
階
級
内
部
の
矛
盾
、
そ
し
て
世
界
的
な

（
と
く
に
社
会
主
義
体
制
と
帝
国
主
義
体
制
の
）
力
関
係
に
よ
っ
て

実
に
多
様
で
複
雑
な
姿
を
と
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
階
級
闘
争
の
あ

り
方
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
中
西
義
雄
氏
も
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
部
落
差
別
の
撤
廃
に
と
っ
て
大
き
な
前
進
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
白
木
の
権
力
構
造
が
変
化
し
て
独
占
資
本
と
部
落
大
衆
を

ふ
く
む
全
人
民
の
対
決
が
基
本
的
な
階
級
矛
盾
と
な
っ
た
と
指
摘
し

（
３
）
 

て
い
た
・
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
中
西
氏
に
←
の
っ
て

は
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
部
落
差
別
が
解
消
の
過
程
に
は
い
っ
た
と

い
っ
た
理
解
は
な
か
っ
た
。
象
徴
天
皇
制
と
い
う
特
権
身
分
の
温
存

は
そ
の
対
極
に
被
差
別
身
分
と
そ
れ
へ
の
差
別
を
根
本
か
ら
な
く
す

（
４
）
 

こ
と
は
な
い
と
も
指
摘
し
て
い
た
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
時
期
区
分
、
と
く
に
社
会
運
動
の
一
領
域
で

あ
る
部
落
解
放
運
動
な
ど
の
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
強
調
し
た

い
の
か
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
時
期
区
分
す
る
か
が
変
わ
っ
て
く

る
。
い
い
か
え
れ
ば
そ
の
時
期
区
分
の
方
法
に
部
落
解
放
運
動
の
理

解
の
内
容
が
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
馬
原
氏

の
よ
う
に
き
め
つ
け
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
「
国
民
的
融
合
」
論
の
立

場
か
ら
い
え
ば
戦
前
と
戦
後
の
区
別
が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
言

っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
い
く
ら
声
高
に
く
り
か
え
し
て
も
、

論
争
が
一
歩
も
前
進
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
世
界
的
規
模
で
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
世
論
の
高
揚
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
国
内
に
お
い
て
体
現
し
た
新
憲
法
の
制
定
そ
の
他
の
民
主
的

改
革
な
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
ま
す
ま
す

強
固
に
、
確
実
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ろ
。
戦
後
の
部
落
解
放
運

動
の
発
展
は
、
こ
の
条
件
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
今
後

の
発
展
も
、
こ
う
し
た
平
和
・
反
差
別
・
人
権
の
世
論
・
運
動
の
世

界
的
な
高
揚
に
背
を
向
け
て
は
あ
り
え
な
い
。
国
際
連
帯
の
必
要
性

が
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
由
縁
で
あ
る
。
「
国
民

的
融
合
」
論
に
は
、
こ
の
観
点
が
欠
け
て
い
る
Ｐ

こ
う
し
た
戦
後
の
民
主
的
改
革
は
、
独
占
資
本
の
利
害
と
対
立
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
改
革
を
と
お
し
て
独
占
資
本
の
支

配
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。
戦
前
に
は
封
建
的
な
諸
関
係
を
自
ら

の
階
級
支
配
の
道
具
と
し
て
存
分
に
利
用
し
て
き
た
日
本
の
独
占
資

本
が
、
反
軍
国
主
義
・
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
改
革
の
名
の
も
と
に
新
し

い
支
配
の
形
態
の
道
を
開
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
逆
に
、
封
建
的
な
諸

関
係
の
ベ
ー
ル
が
は
ぎ
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
直
接
に
支

配
階
級
の
姿
が
明
確
に
な
り
、
そ
れ
故
に
階
級
闘
争
は
い
っ
そ
う
高

揚
し
、
同
時
に
独
占
資
本
の
支
配
が
よ
り
複
雑
か
つ
巧
妙
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
、
こ
こ
に
戦
前
と
戦
後
の
差
が
あ
る
。

馬
原
氏
は
し
ば
し
ば
、
同
じ
日
本
資
本
主
義
の
階
級
支
配
で
戦
前

（
２
）
 

と
戦
後
の
部
落
問
題
の
ち
が
い
を
説
明
で
き
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、

現
実
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
階
級
支
配
の
形
態
は
、
国
内
に

戦
前
と
戦
後
の
区
別
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
筆
者
は
水
平

連
動
と
戦
後
の
部
落
解
放
運
動
の
差
も
も
ち
ろ
ん
大
き
い
が
、
そ
の

両
者
に
は
い
わ
ば
自
主
解
放
と
い
う
太
い
絆
（
そ
れ
が
融
和
運
動
・

改
善
運
動
と
の
決
定
的
な
違
い
だ
と
考
え
ろ
）
が
貫
か
れ
て
お
り
、

水
平
社
創
立
以
前
の
融
和
運
動
・
改
善
運
動
と
そ
れ
以
後
の
水
平
運

動
・
部
落
解
放
運
動
の
差
の
ほ
う
が
大
き
く
、
そ
の
意
味
で
や
は
り

全
国
水
平
社
の
創
立
こ
そ
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ろ
。

（
１
）
た
と
え
ば
藤
原
彰
氏
は
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
の
意
義
と
し
て
⑪
専

制
権
力
と
し
て
の
天
皇
制
の
解
体
、
②
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
基
鍵
で
あ
っ
た

軍
国
主
義
思
想
と
軍
部
へ
の
打
撃
、
⑧
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す
る
人

民
諸
階
層
の
政
治
的
地
位
の
向
上
を
あ
げ
て
い
る
（
「
現
代
史
序
説
」

『
岩
波
講
座
・
日
本
歴
史
」
一
九
七
七
年
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と

え
ば
前
掲
馬
原
論
文
「
戦
後
部
落
の
変
化
と
部
落
解
放
運
動
」
で
は
⑪

③
は
あ
っ
て
も
②
の
観
点
が
弱
く
、
非
民
主
的
な
も
の
が
す
べ
て
半
封

建
的
な
い
し
絶
対
主
義
的
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

（
２
）
「
部
落
差
別
は
『
階
級
差
別
』
か
」
（
『
部
落
』
第
三
五
九
号
、
一

九
七
七
年
十
一
月
）
な
ど
。

（
３
）
中
西
義
雄
「
戦
後
部
落
解
放
運
動
の
再
建
」
（
部
落
問
題
研
究
所
編

『
新
版
・
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
』
）
一
一
一
八
一
頁
。

（
４
）
同
前
、
一
一
一
八
六
頁
。

③
独
占
資
本
主
義
と
差
別

第
三
は
、
独
占
資
本
主
義
と
差
別
（
な
い
し
部
落
差
別
）
を
逼
論
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的
に
ど
う
考
え
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
戦
後
の
部
落
史
、

部
落
解
放
運
動
史
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
の
「
国
民
的
融
合
」
論
は
こ
の
問

題
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
独
占
資
本
主
義

の
も
と
で
封
建
遺
制
で
あ
る
部
落
差
別
は
必
要
と
し
な
い
と
い
う
暗

黙
の
前
提
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
杉
之
原
氏
を
ふ
く
め
て
、
あ
ら
た

め
て
独
占
資
本
が
部
落
問
題
の
解
決
を
さ
ま
た
げ
て
い
ろ
、
と
の
主

張
が
あ
ら
わ
れ
始
め
て
い
ろ
。
そ
れ
は
一
定
の
論
争
の
前
進
で
あ

り
、
榊
・
北
原
流
の
「
国
民
的
融
合
」
論
が
破
産
し
た
な
に
よ
り
の

証
明
で
は
あ
る
。
た
だ
今
日
、
杉
之
原
氏
や
馬
原
氏
な
ど
に
よ
っ

て
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
必
ず
し
も
独
占
資
本
と
部
落
差
別
の

、
、

内
的
な
関
連
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
・
も
解
消
し
つ

、
、

つ
あ
る
部
落
差
別
に
た
い
し
て
独
占
資
本
が
外
的
に
た
ち
ふ
さ
が
っ

て
い
ろ
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
善
玉
・
悪
玉
論
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

（
１
）
 

思
え
て
な
ら
な
い
。

筆
者
自
身
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
十
分
検
討
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
次
の
点
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

凹
ま
ず
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
導
き
の
糸
と
な
る
の

は
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
自
由
競
争
に
は
民
主
主
義
が
照
応
す
る
。
独

占
に
は
政
治
的
反
動
が
照
応
す
る
」
（
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
劇
画

と
『
帝
国
主
義
的
経
済
主
義
』
に
つ
い
て
」
）
と
い
う
有
名
な
命

ゆ
ろ
差
別
が
強
化
さ
れ
て
く
る
最
も
深
い
経
済
的
な
根
拠
が
あ
る

（
４
）
 

よ
←
っ
に
思
う
。

部
落
問
題
で
も
、
や
は
り
こ
の
時
点
、
す
な
わ
ち
独
占
資
本
主

義
の
成
立
が
今
日
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の

自
由
競
争
が
否
定
さ
れ
て
独
占
の
中
小
資
本
・
勤
労
大
衆
へ
の
収

奪
の
も
と
で
、
い
わ
ば
資
本
主
義
的
な
解
決
の
道
が
と
ざ
さ
れ
、

部
落
は
全
体
と
し
て
独
占
資
本
に
よ
る
超
過
利
潤
の
対
象
と
し
て

組
込
ま
れ
、
劣
悪
な
生
活
実
態
・
社
会
意
識
と
し
て
の
差
別
観
念

は
強
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
が
部
落
改
善
運
動
や
融
和
運
動

の
必
要
性
を
支
配
階
級
に
意
識
さ
せ
、
水
平
社
運
動
を
必
然
化
し

て
い
っ
た
。

③
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
差
別
が
利
用
さ
れ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
歴
史
性
や
自
然
的
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
言
一
フ

ま
で
も
な
い
。
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
、
階
級
闘
争
の
力
関
係
い
か

ん
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
同
じ
差
別
、

た
と
え
ば
部
落
差
別
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の
現
れ
方
は
時
代
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

戦
後
の
民
主
的
改
革
と
部
落
解
放
運
動
の
発
展
に
よ
っ
て
、
戦

前
と
同
じ
よ
う
に
は
部
落
差
別
が
公
然
と
ま
か
り
通
る
時
代
で
は

な
く
な
っ
た
。
と
く
に
一
九
六
五
年
の
同
対
審
答
申
以
降
、
部
落

問
題
の
解
決
は
国
民
的
課
題
と
理
解
さ
れ
る
に
い
た
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
部
落
解
放
運
動
の
前
進
が
日
本
に
お
け
る
様
々
な

差
別
、
例
え
ば
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
、
女
性
、
「
障
害
」
者
、
ア

イ
ヌ
、
沖
縄
住
民
、
被
爆
者
等
々
に
た
い
す
る
差
別
や
、
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ
諸
民
族
へ
の
差
別
、
収
奪
な
ど
を
よ
り
よ
く
照
し
出

し
た
よ
う
に
、
部
落
差
別
は
今
日
の
日
本
の
様
々
な
差
別
構
造
の

な
か
に
組
み
こ
ま
れ
、
そ
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

四
し
か
も
、
部
落
差
別
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
問
題
の
解
決

は
、
そ
れ
自
体
は
全
人
類
的
な
要
求
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

今
日
の
独
占
資
本
の
階
級
支
配
の
も
と
で
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
今
日
の
深
い
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
具
体
的
な
分
析
こ

そ
、
部
落
解
放
理
論
と
部
落
史
研
究
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

と
り
あ
え
ず
一
般
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
た
と
え
全
人
類
的
要

求
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
激
し
い
階
級
闘
争
、
具
体
的
に
は
部
落

解
放
運
動
な
し
に
は
実
現
し
な
い
こ
と
、
ま
た
た
と
え
実
現
し
た

と
し
て
も
、
部
落
問
題
へ
の
取
組
み
が
利
潤
の
獲
得
に
と
っ
て
マ

イ
ナ
ス
の
出
費
で
あ
る
限
り
た
え
ず
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
り
、
そ
の
成
果
を
真
に
全
国
民
の
人
権
擁
護
の
た
め
に
広

げ
る
の
で
は
な
く
部
落
だ
け
の
特
別
措
置
に
と
ど
め
よ
う
と
し
て

分
裂
の
ク
サ
ピ
が
打
ち
こ
ま
れ
ろ
な
ど
、
必
ず
不
十
分
さ
や
限
界

を
も
っ
て
い
る
こ
と
（
そ
れ
が
ま
た
解
放
運
動
の
新
し
い
課
題
と

も
な
る
こ
と
）
の
分
析
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

⑤
以
上
の
よ
う
な
観
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
部
落
解
放
運
動
の
発
展

題
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
自
由
競
争
段
階
の
資
本
主
義
に
差
別
が
な

い
と
か
、
す
べ
て
の
資
本
家
が
平
等
な
社
会
的
・
経
済
的
条
件
を

も
っ
て
競
争
し
て
い
る
と
か
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
資
本

主
義
も
ま
た
搾
取
社
会
で
あ
る
限
り
差
別
は
あ
る
し
、
競
争
の
条

件
も
違
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
条
件
の
違
い
は
、
自
由
競
争
段
階

で
は
ま
だ
資
本
の
部
門
間
移
動
を
妨
げ
る
重
大
な
要
因
と
は
な
ら

（
２
）
 

》
－
９
、
そ
れ
故
に
平
均
利
潤
率
の
法
則
が
貫
か
れ
ろ
。

部
落
問
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
差
別
が

な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
差
別
と
い
う
経
済
外
的
要
因
の

た
め
に
自
由
な
経
済
活
動
が
妨
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
ま
だ
あ
る

時
期
ま
で
は
部
落
の
側
か
ら
広
汎
な
皮
革
業
を
経
営
し
た
り
土
地

の
集
中
を
は
か
る
動
き
が
み
ら
れ
た
り
、
逆
に
部
落
外
の
資
本
が

（
３
）
 

皮
革
業
に
参
入
し
た
り
屠
室
国
業
を
始
め
ろ
な
ど
の
資
本
の
移
動
が

み
ら
れ
、
必
ず
し
も
差
別
は
強
化
さ
れ
ろ
－
面
だ
け
で
は
な
く
、

ま
だ
「
解
決
」
（
但
し
資
本
主
義
的
な
解
決
）
の
可
能
性
を
残
し

て
い
た
と
い
え
ろ
。

②
し
か
し
自
由
競
争
は
そ
の
必
然
と
し
て
独
占
体
を
形
成
す
る
に

い
た
っ
て
、
資
本
の
自
由
な
移
動
を
妨
げ
る
経
済
的
な
要
因
が
生

ま
れ
、
部
門
間
の
平
均
利
潤
で
は
な
く
て
構
造
的
な
利
潤
率
の
格

差
が
生
じ
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
け
る
格
差
構
造
が
生
ま

（
３
）
 

れ
（
な
い
し
は
固
定
化
・
強
化
さ
れ
）
、
政
治
的
反
動
が
主
要
な

傾
向
と
な
る
。
こ
こ
に
、
独
占
段
階
に
お
い
て
お
し
な
べ
て
あ
ら
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5６ ５７戦後部落史の研究と「国民的融合」論批判

を
合
法
則
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
戸
木
田
嘉
久
氏
が
労
働
運
動
の
発
展
を
合
法

則
的
に
と
ら
え
る
見
地
を
擁
護
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
の

が
参
考
と
な
ろ
う
。
戸
太
田
氏
は
、
労
働
運
動
の
合
法
則
的
発
展

の
基
礎
的
条
件
と
は
資
本
主
義
生
産
の
発
展
過
程
そ
の
も
の
で
あ

る
こ
と
、
同
時
に
労
働
運
動
は
そ
の
発
展
過
程
に
あ
わ
せ
て
漸
進

的
な
自
然
成
長
的
な
発
展
を
と
げ
る
の
で
は
な
く
、
資
本
家
と
労

働
者
と
の
、
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
の
激
烈
な
階
級
闘

争
、
勝
利
と
敗
北
、
飛
躍
と
停
滞
を
と
も
な
う
階
級
闘
争
の
弁
証

（
５
）
 

法
一
と
と
お
し
て
そ
の
合
法
則
性
が
貫
徹
さ
れ
ろ
と
い
う
。

部
落
解
放
運
動
に
お
い
て
も
事
態
は
同
じ
で
あ
る
。
部
落
解

放
運
動
の
合
法
則
的
な
発
展
の
根
拠
は
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展

そ
の
も
の
に
あ
り
、
そ
の
発
展
が
生
み
出
す
客
観
的
な
諸
条
件
を

土
台
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
自
然
成
長
的
に
発
展
す
る
の
で
は
な

く
、
差
別
・
戦
争
・
生
活
破
壊
を
進
め
よ
う
に
す
る
勢
力
と
反
差

別
・
平
和
・
人
権
の
確
立
を
め
ざ
す
勢
力
と
の
激
し
い
階
級
闘
争

の
な
か
に
貫
徹
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
と
ら
え
て
こ
そ
、
部
落
解
放

理
論
は
科
学
的
た
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

⑥
こ
の
よ
う
な
部
落
問
題
の
展
開
と
部
落
解
放
運
動
の
展
望
を
さ

（
６
）
 

し
一
示
す
も
の
と
し
て
、
筆
者
は
別
の
稿
で
筆
者
な
り
の
国
家
独
占

資
本
主
義
論
の
骨
格
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
諸
兄
の
御

批
判
を
願
い
た
い
。

し
か
し
そ
れ
で
は
、
科
学
的
な
認
識
と
は
い
え
な
い
。
独
占
に

支
配
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
解
放
の
展
望
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
明
日
に
で
も
国
民
が
自
覚
し
さ
え
す
れ
ば
部
落
問
題
は
な
く

な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
（
事
実
「
国
民
的
融
合
」
論
で
は
糾

弾
闘
争
も
解
放
教
育
も
否
定
さ
れ
、
部
落
民
の
自
覚
・
民
主
的
人

格
の
形
成
と
、
部
落
内
外
住
民
の
相
互
理
解
が
一
面
的
に
強
調
さ

れ
ろ
）
、
「
二
十
一
世
紀
に
部
落
差
別
を
も
ち
こ
さ
な
い
」
と
い

う
決
意
が
解
放
の
展
望
に
す
り
か
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
で
は
ま
る
で
、
空
想
的
な
解
放
理
論
で
あ
り
、
客
観
的
な
現
実

に
主
観
的
な
願
望
を
対
置
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
１
）
た
と
え
ば
真
田
是
氏
は
「
戦
後
の
場
合
、
身
分
差
別
は
残
っ
て
き
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
存
続
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
、
主
要
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
こ
れ
を
と
り
除
く
の
を
妨
げ
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
」
（
傍
点

・
原
著
者
）
と
の
べ
て
い
る
（
「
日
本
独
占
資
本
主
義
と
部
落
問
題
」

（
２
）
本
間
要

九
八
四
年
）

（
３
）
近
代
部
拳

関
係
史
料

域
変
動
〃

（
４
）
本
間
、
同
前
、
八
三
’
四
頁
。

ど
◎ 

・
原
著
者
）
と
の
べ
て
い
る
（
「
日
本
独
占
資
十

『
戦
後
部
落
解
放
運
動
の
研
究
』
二
○
七
頁
）
。

本
間
要
一
郎
『
現
代
資
本
主
義
分
析
の
基
礎
逗
論
』
岩
波
書
店
、

近
代
部
落
関
係
文
書
研
究
会
「
史
料
紹
介
・
明
治
初
期
被
差
別
部
落

係
史
料
（
２
）
」
〃
第
四
・
「
解
放
令
」
前
後
に
お
け
る
部
落
の
職

変
動
〃
（
『
部
落
解
放
研
究
』
第
三
○
号
、
’
九
八
二
年
六
月
）
な

八
二
頁
。

国
独
資
論
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
旧
稿
執
筆
後
に
読
ん
だ
本

間
要
一
郎
氏
の
「
現
代
資
本
主
義
分
析
の
基
礎
理
論
」
か
ら
は
多

く
の
示
唆
を
受
け
、
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
本
間
氏
は
国
家
の
二
側
面
（
蓄
積
機
能
と
社
会
的
統
合
機

能
）
の
統
一
的
理
解
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
足
し
て
二
で
割
る
よ
う

な
も
の
で
な
く
、
蓄
積
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
や
む
を
え
ざ
る

譲
歩
と
し
て
社
会
的
統
合
機
能
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
故
に
現
代
国

家
の
階
級
的
性
格
を
認
め
る
限
り
社
会
的
統
合
は
独
占
資
本
主
義

的
統
合
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
同
時
に
そ
の
社
会
的
統
合

の
範
囲
や
深
さ
は
国
民
の
人
権
意
識
の
前
進
に
よ
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
領
域
そ
の
も
の
が
階
級
闘
争
の
重
要
な
一
つ
の
舞
台
と

（
７
）
 

な
る
と
指
摘
し
て
い
ろ
。
こ
こ
に
も
、
部
落
解
放
が
反
独
占
民
主

主
義
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
階
級
闘
争
を
通
じ
て
し
か
実
現
さ

れ
な
い
こ
と
が
端
的
に
示
唆
さ
れ
て
い
ろ
。

、
最
後
に
、
「
国
民
的
融
合
」
論
が
部
落
差
別
と
階
級
支
配
の
問

題
を
極
力
切
り
は
な
そ
う
と
し
、
部
落
差
別
と
独
占
資
本
と
の
関

係
を
、
内
的
な
も
の
で
な
く
外
的
な
機
械
的
な
対
立
と
し
て
し
か

み
よ
う
と
し
な
い
姿
勢
の
根
底
に
、
も
し
そ
う
考
え
れ
ば
独
占
資

本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
部
落
差
別
は
ま
す
ま
す
強
化
す
る
一
方

で
あ
り
、
解
放
の
展
望
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
心

配
が
あ
る
こ
と
は
馬
原
氏
な
ど
の
論
文
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え

（
８
）
 

ろ
。

（
４
）
お
そ
ら
く
、
最
も
古
く
部
落
問
題
を
帝
国
主
義
的
反
動
と
の
関
連
で

と
ら
え
た
の
は
高
橋
貞
樹
『
特
殊
部
落
一
千
年
史
』
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

（
拙
稿
「
水
平
運
動
論
争
史
ノ
ー
ト
」
『
部
落
解
放
研
究
』
第
一
二

号
、
’
九
七
八
年
二
月
）
。
「
国
民
的
融
合
」
論
を
支
持
す
る
と
い
う

論
者
か
ら
も
、
中
川
信
義
氏
・
河
村
望
氏
な
ど
か
ら
部
落
差
別
と
独
占

資
本
主
義
に
つ
い
て
積
極
的
な
問
題
提
起
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
り
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
い
。

（
５
）
戸
木
田
、
同
前
、
三
’
四
頁
。

（
６
）
一
‐
部
落
解
放
運
動
」
（
原
田
伴
彦
他
編
『
講
座
・
人
権
と
差
別
』

２
、
雄
山
閣
、
’
九
八
五
年
）

（
７
）
本
間
、
同
前
、
一
一
一
一
二
’
五
頁
。

（
８
）
た
と
え
ば
、
「
部
落
差
別
を
日
本
資
本
主
義
の
属
性
と
い
う
以
上
、

論
理
的
に
い
え
ば
、
そ
の
発
展
・
反
動
化
は
、
差
別
の
強
化
を
も
た
ら

さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
果
し
て
現
実
は
そ
う
な
の
か
恒
一
（
馬
原
「
部
落

差
別
は
『
階
級
差
別
』
か
」
）

Ｉ １
１
 


