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１　

は
じ
め
に

　
『
部
落
問
題
・
人
権
事
典
』（2001

:414

）
の
「
識
字
運
動
」の
項
目
に
お
い
て
内
山
一
雄
は

「
字
義
通
り
の
意
味
は
，
字
を
識
る
こ
と
。〈
差
別
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
文
字
を
奪
い
返
す
営

み
〉
と
し
て
，
部
落
解
放
運
動
の
な
か
で
重
視
さ
れ
て
」お
り
、「
部
落
解
放
運
動
と
し
て
の

識
字
運
動
の
特
徴
の
一
つ
は
，
運
動
と
し
て
の
組
織
的
取
り
組
み
に
あ
」り
、「
全
国
的
規
模

の
集
会
を
は
じ
め
，各
地
の
研
究
集
会
，経
験
交
流
会
な
ど
」を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、「〈
識
字
運
動
の
め
ざ
す
も
の
〉」と
い
う
項
目
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
〈
夕
や
け
が
美
し
い
〉
が
示
し
て
い
る
。
一
見
，
稚
拙
な
文
字
と
文
章―

し

か
し
，
手
紙
形
式
の
こ
の
文
は
，
当
時
70
歳
の
女
性
が
，
生
ま
れ
て
初
め
て
書
い
た
も

の
で
あ
る
。
読
み
づ
ら
い
折
れ
曲
が
っ
た
〈
金
釘
流
〉
の
文
字
の
一
つ
ひ
と
つ
の
な
か

に
，
70
歳
に
し
て
初
め
て
文
字
を
取
り
戻
し
た
無
限
の
思
い
と
，
差
別
と
迫
害
に
抗
し

て
歩
ん
で
き
た
長
い
人
生
の
息
吹
き
を
伝
え
て
い
る
。（
中
略
＝
稿
者
）
文
字
や
こ
と

ば
を
奪
い
返
し
，
そ
れ
を
通
し
て
自
ら
の
思
い
や
生
き
方
を
表
現
す
る
こ
と
は
，
胸
を

張
っ
て
人
間
的
感
性
や
思
想
，
つ
ま
り
人
間
の
文
化
，
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
取
り
戻

す
営
み
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
，
奪
わ
れ
た
文
字
を
奪
い
返
す
こ
と
は
，
文
字
と
こ

と
ば
を
手
段
と
し
て
差
別
に
よ
る
主
体
の
破
壊
や
疎
外
と
闘
い
，
主
体
を
再
構
築
す
る

も
っ
と
も
人
間
ら
し
い
営
み
で
あ
り
，
そ
れ
こ
そ
が
反
差
別
と
人
権
を
掲
げ
る
部
落
解

放
運
動
そ
の
も
の
の
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。（2001

:415

）

　

こ
こ
で
内
山
の
挙
げ
て
い
る
「
夕
や
け
が
美
し
い
」
と
は
、
高
知
県
赤
岡
町
の
識
字
学
級

広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
紀
要
「
教
育
学
研
究
」第
一
号　

二
〇
二
〇　

四
七
〇

－

四
七
九

で
学
ん
だ
北
代
色
が
一
九
七
三
年
に
部
落
解
放
同
盟
高
知
県
連
の
婦
人
部
長
・
森
田
ま
す
こ

に
出
し
た
手
紙
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。

夕
や
け
を
見
て
も
あ
ま
り
う
つ
く
し
い
と
思
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
じ
を
お
ぼ
え
て
ほ
ん

と
う
に
う
つ
く
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
み
ち
を
あ
る
い
て
お
っ
て
も
か
ん

ば
ん
に
き
を
つ
け
て
い
て
な
ら
っ
た
じ
を
見
つ
け
る
と
大
へ
ん
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

す
う
じ
を
お
ぼ
え
た
の
で
ス
ー
パ
ー
や
も
く
よ
う
い
ち
へ
ゆ
く
の
も
た
の
し
み
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
手
紙
は
、
識
字
運
動
を
語
る
際
、
常
に
参
照
さ
れ
る
ほ
ど
著
名
な
内
容
で
、「
一
見
，

稚
拙
な
文
字
と
文
章
」「
読
み
づ
ら
い
折
れ
曲
が
っ
た
〈
金
釘
流
〉
の
文
字
」で
書
か
れ
た
そ

の
手
紙
か
ら
は
、
識
字
運
動
の
経
験
が
「
人
間
の
文
化
，
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
取
り
戻
す

営
み
」で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
内
山
は
『
識
字
運
動
と
は
』（1989

:59

）
に
お
い
て
も

こ
の
手
紙
を
取
り
上
げ
、「
文
字
を
奪
い
返
す
こ
と
が
、
人
間
的
感
性
や
思
想
、
人
間
の
文

化
を
取
り
戻
し
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
示
し
て
」お
り
、「
か
え
っ
て
文
字
を
知

り
す
ぎ
て
い
る
人
た
ち
が
、
そ
の
た
め
に
見
失
っ
て
き
た
感
性
が
こ
こ
に
は
み
ご
と
に
息
づ

い
て
い
る
よ
う
に
思
え
」る
と
指
摘
す
る
。

　

社
会
言
語
学
者
の
か
ど
や
ひ
で
の
り
は
、
こ
う
い
っ
た
部
落
解
放
運
動
に
お
け
る
識
字
運

動
の
言
説
は「
非
識
字
者
、無
文
字
社
会
に
対
す
る『
称
賛
』」で
あ
り
、「
非
識
字
者
の
神
聖
化
・

タ
ブ
ー
化
」に
つ
な
が
る
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。先
に
示
し
た「
夕
や
け
が
美
し
い
」

と
い
う
手
紙
に
お
い
て
、
内
山
が
字
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
間
的
感
性
」
を
取
り
戻
す

こ
と
が
で
き
る
、
と
評
価
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
か
ど
や
は
「
よ
み
か
き
能
力
を
自
明
視
す
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る
社
会
の
な
か
で
の
生
活
の
質
が
向
上
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
、
夕
や
け
の
う
つ
く
し
さ

を
か
え
り
み
る
『
精
神
的
な
ゆ
と
り
』
が
で
き
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
か
ど
や
は
識
字
運
動
の
論
者
ら
が
、
識
字

学
習
者
た
ち
の
筆
跡
を
「
読
み
づ
ら
い
」「
稚
拙
な
文
字
」
と
語
る
姿
勢
に
対
し
て
、「
差
別

者
に
焦
点
を
あ
わ
せ
ず
、
被
差
別
者
へ
の
評
価
だ
け
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
、
差
別
構
造
の

再
生
産
に
加
担
」し
、「
部
落
解
放
運
動
の
過
度
の
普
遍
化
」が
そ
こ
で
は
な
さ
れ
て
い
る
と
、

か
な
り
厳
し
く
批
判
し
、
識
字
者
の
立
場
性
に
自
覚
を
も
つ
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
か
ど
や
の
観
点
は
、「
非
識
字
者
」や
「
非
識
字
者
差
別
」と
い
う
枠
組
み
を
、

部
落
と
い
う
文
脈
の
外
へ
と
広
げ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
昨

今
、
識
字
教
室
に
増
加
し
て
い
る
渡
日
外
国
人
ら
を
も
含
み
こ
ん
だ
学
習
者
た
ち
を
「
非
識

字
者
」
と
捉
え
、
彼
ら
が
非
識
字
状
態
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
生
存
権
・
社
会
権
を
侵
害
さ
れ

る
こ
と
を
、「
非
識
字
者
差
別
」と
定
義
し
た
。
そ
う
し
た
場
合
、
識
字
運
動
は
「
よ
み
か
き

の
学
習
を
ひ
ろ
げ
、
非
識
字
者
を
へ
ら
す
た
め
の
社
会
運
動
と
し
て
と
ら
え
」
る
こ
と
が
で

き
る
と
か
ど
や
は
言
う
。

　

一
方
で
、
か
ど
や
は
識
字
学
習
の
当
事
者
た
ち
の
作
文
や
文
集
の
作
品
に
お
い
て
、
字
に

対
す
る
「
あ
こ
が
れ
」、
字
を
知
ら
な
い
こ
と
へ
の
「
く
や
し
さ
」、
そ
れ
を
学
ぶ
「
よ
ろ
こ

び
」な
ど
が
多
く
の
識
字
学
習
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

非
識
字
者
に
「
あ
こ
が
れ
」「
く
や
し
さ
」「
よ
ろ
こ
び
」を
生
じ
さ
せ
る
「
価
値
」と
は
、

非
識
字
者
を
被
差
別
状
態
に
お
い
や
っ
て
い
る
根
本
原
因
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
識
字
者
が
「
識
字
の
価
値
」
を
内
面
で
共
有
し
、
そ
の
結
果

と
し
て
「
あ
こ
が
れ
」
を
感
じ
る
と
き
、
そ
こ
で
お
こ
っ
て
い
る
の
は
、
み
ず
か
ら
の

被
差
別
状
態
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。（2010

:49

）

　

こ
れ
に
続
け
て
、「
識
字
に
価
値
が
生
じ
る
よ
う
な
社
会
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
、
そ
う

い
う
社
会
を
維
持
す
る
行
為
が
そ
の
価
値
を
う
ん
で
」
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

で
あ
る
識
字
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
実
践
が
う
み
だ
す
も
の
で
あ
る
」と
言
う
。
そ
の
結
果
、

非
識
字
者
た
ち
が
「
無
意
識
の
う
ち
に
『
自
発
的
に
』
同
化
の
対
象
と
な
」
る
こ
と
で
、
非

識
字
者
差
別
を
生
み
出
す
社
会
や
識
字
者
た
ち
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
何
の
作
用
も
及
ぼ
さ

な
い
と
論
じ
た
。

　

し
か
し
、非
識
字
者
た
ち
の
表
現
は
そ
う
し
た「
く
や
し
さ
」や「
あ
こ
が
れ
」、「
よ
ろ
こ
び
」

だ
け
で
は
な
い
。
非
識
字
者
の
あ
り
方
や
、
識
字
を
取
り
巻
く
差
別
構
造
を
捉
え
返
し
、
識

字
者
た
ち
の
意
識
を
問
う
よ
う
な
表
現
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
先
の
手
紙
が
書
か
れ
た
翌

年
の
一
九
七
四
年
に
部
落
解
放
研
究
所
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
「
部
落
解
放
文
学
賞
」
に
お

け
る
識
字
学
習
者
た
ち
の
創
作
で
あ
る
。
こ
の
文
学
賞
の
最
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
小
説

や
詩
、
戯
曲
な
ど
の
部
門
の
ほ
か
に
「
識
字
部
門
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
識
字
学
習
者
た
ち
は
字
を
学
び
、
創
作
を
通
し
て
、
自

己
の
体
験
や
あ
り
方
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
か
ど
や
の
指
摘
す
る
よ
う
な
あ
る

意
味
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
識
字
作
品
だ
け
で
は
な
い
表
現
が
そ
こ
で
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
部
落
解
放

文
学
賞
」
の
入
選
作
品
を
分
析
対
象
と
し
て
、
字
を
学
び
、
そ
れ
を
創
作
と
し
て
表
現
す
る

こ
と
と
識
字
運
動
の
言
説
・
か
ど
や
の
批
判
点
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

２　

識
字
運
動
の
原
点

　
「
部
落
解
放
文
学
賞
」に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
識
字
運
動
が
ど
の
よ
う
な
目

的
で
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
先
に
示
し
た
『
部
落
問
題
・
人

権
事
典
』で
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
，
識
字
運
動
は
63
年
（
昭
和
38
年
）
12
月
，
福
岡
県
行
橋
市
の
〈
開
拓
学
校
〉
に

始
ま
る
が
，
や
が
て
同
県
田
川
郡
，
鞍
手
群
な
ど
筑
豊
産
炭
地
帯
を
中
心
に
発
展
す
る
。

こ
の
地
で
の
識
字
運
動
発
足
は
，
①
文
字
を
も
奪
う
炭
鉱
地
帯
に
み
る
部
落
差
別
の
現

実
，②
石
炭
合
理
化
政
策
な
ら
び
に
鉱
害
と
の
闘
い
か
ら
組
織
さ
れ
る
部
落
解
放
運
動
，

③
差
別
の
現
実
と
運
動
に
学
ぶ
福
岡
の
部
落
解
放
教
育
運
動
の
発
展
な
ど
が
背
景
に
あ

る
。

　

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
、「
福
岡
県
行
橋
市
の
〈
開
拓
学
校
〉」と
は
当
時
、「
み
や
こ
同
和

教
育
研
究
会
」に
所
属
し
て
い
た
藤
井
千
鶴
子
を
中
心
に
開
校
さ
れ
た
識
字
学
校
の
こ
と
で
、

そ
の
設
立
の
経
緯
を
東
上
高
志
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

み
や
こ
行
橋
地
区
の
解
放
同
盟
で
、
解
放
運
動
を
統
一
戦
線
の
立
場
に
た
っ
て
発
展
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
「
解
放
同
盟
綱
領
」
の
学
習
会
が
計
画
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た

の
は
六
二
年
暮
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
活
動
家
ば
か
り
を
集
め
た
学
習
会
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
時
、
活
動
家
の
な
か
に
、
字
が
読
め
な
い
た
め
に
「
綱
領
」
が
学
習
で
き
な
い
と

い
う
深
刻
な
事
態
が
発
見
さ
れ
た
。
さ
ら
に
婦
人
活
動
家
の
場
合
は
、
よ
り
深
刻
で
、

木
本
正
子
さ
ん
の
手
記
に
あ
る
よ
う
に
、「
す
り
物
」が
わ
た
さ
れ
て
も
、
逆
さ
に
も
っ

て
「
読
ん
で
い
る
」
人
も
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
書
記
長
の

平
塚
新
吾
は
、た
だ
ち
に
「
み
や
こ
同
研
」の
仲
間
た
ち
に
相
談
し
た
。（
中
略
＝
稿
者
）

提
起
を
受
け
た
「
み
や
こ
同
研
」
で
は
、
さ
っ
そ
く
会
員
の
討
議
に
か
け
、
文
盲
退
治

の
運
動
に
と
り
く
む
こ
と
を
決
定
し
、
解
放
同
盟
と
協
力
し
て
、
文
字
を
学
び
た
い
人
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た
ち
を
組
織
し
た
の
で
あ
る
。（1987

:261
-262

）

　

こ
う
い
っ
た
経
緯
の
も
と
、
み
や
こ
同
研
が
作
成
し
た
「
成
人
学
校
募
集
要
綱
」
で
は
、

次
の
よ
う
な
よ
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

文
字
を
、
よ
み
か
き
す
る
こ
と
は
、
い
ま
の
社
会
で
は
た
べ
も
の
が
必
要
な
の
と
同
じ

く
ら
い
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
／
と
こ
ろ
が
運
悪
く
、
家
が
貧
し
か
っ
た

り
、
親
が
い
な
か
っ
た
な
ど
の
た
め
に
、
い
ま
も
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
て
い
る
人
が
い
ま

す
。
そ
し
て
「
六
〇
の
手
習
い
」
と
言
う
こ
と
ば
の
と
お
り
、
い
ま
か
ら
で
も
勉
強
し

た
い
い
う
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
／
そ
こ
で
教
育
委
員
会
と
も
話
し
合
っ
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
「
お
と
な
の
学
校
」を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。（1987

:116

）

　

そ
し
て
、「
学
校
に
は
い
れ
る
人
」と
し
て
「
１
、
ま
っ
た
く
、
ほ
と
ん
ど
字
の
よ
み
か
き

が
、
で
き
な
い
た
め
こ
ま
っ
て
い
る
人
〈
初
級
〉」「
２
、
か
な
く
ら
い
は
よ
み
か
き
で
き
る

が
、
識
字
が
、
ま
っ
た
く
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
よ
み
か
き
で
き
な
い
人
〈
中
級
〉」を
対
象
と
し

て
い
る
。

　

ま
た
、「
勉
強
の
し
か
た
」
と
し
て
、
週
に
一
日
二
時
間
く
ら
い
、
読
み
書
き
を
中
心
に
、

と
き
ど
き
社
会
の
問
題
や
生
活
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
し
、
決
め
ら
れ
た
時
間
、
継

続
し
て
勉
強
し
た
生
徒
に
卒
業
証
書
が
渡
さ
れ
る
と
い
う
。
教
え
る
の
は
、
み
や
こ
同
和
教

育
研
究
会
の
先
生
、
教
育
委
員
会
が
え
ら
ん
だ
先
生
、
そ
の
他
協
力
し
た
い
先
生
ら
で
あ
る

と
い
う
。

　

具
体
的
な
指
導
の
場
面
で
は
、

　
　

ぶ　

ぶ
ら
く
の
〝
ぶ
〞
は
〝
ぶ
た
〞
の
〝
ぶ
〞

　
　

ら　

ぶ
ら
く
の
〝
ら
〞
は
〝
ら
っ
き
ょ
〞
の
〝
ら
〞

　
　

く　

ぶ
ら
く
の
〝
く
〞
は
〝
く
し
〞
の
〝
く
〞　
（1987

:122

）

と
い
っ
た
よ
う
に
五
十
音
順
で
は
な
く
、「
ぶ
ら
く
」と
い
う
文
字
か
ら
学
習
が
始
ま
る
。
そ

の
後
に
、「
部
落
」
と
い
う
言
葉
の
中
身
を
考
え
て
い
く
た
め
、
部
落
女
性
の
書
い
た
手
記

を
読
み
、
さ
ら
に
学
習
が
進
む
と
、
国
分
一
太
郎
の
詩
「
む
ね
の
ど
き
ど
き
の
く
ち
び
る
の

ふ
る
え
」を
読
ん
で
、
自
分
た
ち
の
部
落
の
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
話
し
合
い
を
す
る
。

そ
う
い
っ
た
実
践
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
字
を
学
ぶ
こ
と
と
、
学
習
者
を
取
り
巻
く
環
境

と
の
関
係
を
密
接
に
し
た
識
字
学
習
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
行
橋
の
取
り
組
み
と
と
も
に
、『
部
落
』
一
九
六
四
年
一
一
月
号
で
は
、「
特
集
・
字

を
学
ぶ
お
と
な
た
ち
」
が
組
ま
れ
、
行
橋
の
実
践
が
東
大
阪
の
蛇
草
へ
と
波
及
し
た
こ
と
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
蛇
草
に
お
け
る
識
字
運
動
も
、
行
橋
の
例
と
同
様
に
、
共
同
便
所

の
改
良
・
下
水
溝
を
完
備
し
よ
う
と
い
う
部
落
解
放
運
動
の
高
ま
り
か
ら
始
ま
る
。

解
放
同
盟
の
執
行
委
員
会
が
開
か
れ
て
も
、
た
く
さ
ん
の
人
が
文
字
を
書
け
な
い
の
で

メ
モ
が
と
れ
ず
、
書
記
長
報
告
な
ど
ひ
と
つ
ひ
と
つ
頭
に
き
ざ
み
こ
ん
で
帰
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
＝
稿
者
）
運
動
が
す
す
む
に
つ
れ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育

に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
す
り
物
も
読
め
な
い
と

困
る
」
と
い
う
声
も
で
ま
す
し
「
子
ど
も
に
字
を
き
か
れ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
」
と
い

う
お
母
さ
ん
も
ふ
え
て
き
ま
し
た
。（1964

:12

）

　

そ
う
し
た
要
求
か
ら
、
一
九
六
四
年
五
月
中
旬
に
識
字
学
校
が
開
校
し
、
開
校
に
先
立
っ

て
、
行
橋
の
開
拓
学
校
を
見
学
し
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、「
ぶ
ら
く
」の
三
文
字
の
学
習
か
ら

識
字
運
動
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
蛇
草
の
識
字
学
級
の
目
的
に
掲
げ
ら
れ
た
の
は
次
の
三
点
で

あ
る
。１

、
文
字
を
お
ぼ
え
る

２
、
文
字
の
学
習
を
つ
う
じ
て
人
間
を
か
え
、
み
ん
な
と
一
し
ょ
に
行
動
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

３
、
こ
の
学
校
で
よ
い
手
本
を
つ
く
り
、
み
ん
な
に
ひ
ろ
め
て
い
く
。（1964

:13

）

　

三
点
目
に
示
さ
れ
た
目
的
に
あ
る
よ
う
に
、
蛇
草
で
の
運
動
が
広
が
り
を
見
せ
、

一
九
六
八
年
に
は
同
じ
大
阪
の
富
田
林
で
も
、識
字
学
級
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
当
時
、

富
田
林
市
の
教
育
委
員
会
社
会
教
育
主
事
だ
っ
た
太
田
義
照
は
、
そ
の
始
ま
り
を
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

「
ダ
イ
コ
ン
な
ど
買
い
に
行
っ
て
も
値
段
が
読
め
ま
せ
ん
。
一
本
買
う
た
び
に
だ
ま
っ

て
千
円
札
出
し
ま
す
。お
つ
り
を
た
め
て
、ま
た
千
円
札
に
か
え
て
も
ら
う
の
で
す
。―

」

「
学
校
か
ら
の
会
合
通
知
が
読
め
な
か
っ
た
ば
か
り
に
、
子
ど
も
か
ら
、
な
ぜ
来
な
か
っ

た
。
と
泣
い
て
責
め
ら
れ
ま
し
た
。」Ｈ
さ
ん
、
Ｆ
さ
ん
な
ど
、
婦
人
の
こ
ん
な
い
た
み
、

さ
さ
や
き
が
「
字
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
求
と
な
っ
た
。
部
落
解
放
同
盟
富
田

林
支
部
婦
人
部
で
は
、
こ
の
要
求
実
現
に
立
上
が
り
、
子
ど
も
た
ち
の
通
う
Ｓ
小
学
校
、

Ｔ
中
学
校
の
教
師
集
団
。文
化
会
館
、公
民
館
職
員
ら
と
の
統
一
的
な
た
た
か
い
に
よ
っ

て
、
つ
い
に
「
よ
み
か
き
教
室
」
を
実
現
さ
せ
た
の
は
、
昭
和
四
三
年
の
四
月
の
こ
と

で
あ
っ
た
。（1970

:30

）

　

行
橋
の
場
合
は
「
み
や
こ
同
和
教
育
研
究
会
」
で
あ
っ
た
が
、
蛇
草
も
富
田
林
も
部
落
解

放
同
盟
の
支
部
の
運
動
か
ら
識
字
学
級
が
組
織
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
こ
で
挙
げ
た
例
は
、
ほ
ん
の
一
部
の
識
字
学
級
の
成
り
立
ち
で
は
あ
る
が
、
識
字
運

動
が
非
識
字
者
の
み
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
運
動
な
の
で
は
な
く
、
非
識
字
者
た
ち
が

要
求
を
述
べ
る
窓
口
と
し
て
、
ま
ず
部
落
解
放
同
盟
の
支
部
が
あ
り
、
指
導
員
の
要
請
や
、

学
ぶ
場
の
提
供
、
財
政
的
な
問
題
と
い
っ
た
現
実
的
な
問
題
と
の
橋
渡
し
と
し
て
、
部
落
解

放
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
識
字
運
動
が
、
全
国
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
く
経
過
を
一
九
七
二
年
と
い
う

比
較
的
早
い
段
階
で
、
社
会
教
育
学
の
視
点
か
ら
ま
と
め
た
村
上
博
光
に
よ
る
と
、
識
字
運

動
は
次
の
三
つ
の
時
期
に
わ
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
（
以
下
の
引
用
部
は
村

上
の
論
考
か
ら
稿
者
が
ま
と
め
た
も
の
）。

　
　

第
一
期　

一
九
六
三
年
一
二
月
〜
一
九
六
四
年
五
月　
　

　
　

第
二
期　

一
九
六
四
年
末
〜
一
九
六
八
年
頃

　
　

第
三
期　

一
九
六
八
年
三
月
以
降
（1972

:211

）

　

先
に
示
し
た
行
橋
の
開
拓
学
校
が
創
始
さ
れ
た
時
期
が
第
一
期
に
あ
た
り
、第
二
期
に
は
、

一
九
六
四
年
一
一
月
田
川
郡
内
各
地
で
取
り
組
み
が
始
め
ら
れ
、
一
九
六
七
年
一
月
に
田
川

郡
・
田
川
市
内
の
識
字
学
級
交
流
会
が
、
一
九
六
八
年
三
月
に
は
第
一
回
福
岡
県
識
字
学
級

交
流
会
が
も
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
識
字
学
級
ど
う
し
の
交
流
が
進
め
ら
れ
、
全
県
的
な

運
動
へ
と
発
展
す
る
。
こ
の
第
二
期
の
時
期
に
あ
た
る
一
九
六
五
年
三
月
に
開
か
れ
た
部
落

解
放
第
一
〇
回
全
国
婦
人
集
会
や
一
九
六
七
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
九
回
全
国
同
和

教
育
研
究
大
会
で
福
岡
県
代
表
の
婦
人
が
識
字
学
級
の
報
告
を
行
い
、
部
落
問
題
研
究
所
の

機
関
誌
『
部
落
』
が
一
九
六
九
年
一
一
月
号
・
十
二
月
号
に
識
字
の
特
集
を
組
む
な
ど
、
そ

の
影
響
が
全
国
に
波
及
し
始
め
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
八
年
三
月
の
部
落
解
放
第
一
四
回
全

国
婦
人
集
会
に
お
い
て
、「
識
字
運
動
」の
分
科
会
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
識
字
運

動
は
全
国
的
な
運
動
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
な
識
字
運
動
の
盛
り
上
が
り
は
、
組
織
的
な
広
が
り
だ
け
で
は
な
く
、
識
字
学

級
内
で
の
学
習
に
も
影
響
を
与
え
る
。「
部
落
解
放
文
学
賞
」を
は
じ
め
と
す
る
、
字
を
学
ぶ

こ
と
で
、
文
学
作
品
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

３　
「
部
落
解
放
文
学
賞
」に
つ
い
て

　

前
述
し
た
よ
う
に
「
部
落
解
放
文
学
賞
」（
以
下
「
文
学
賞
」）
は
一
九
七
四
年
に
創
設
さ

れ
た
。
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
る
大
阪
文
学
学
校
の
講
師
、
日
野
範
之
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

（
前
略
＝
稿
者
）
識
字
学
級
活
動
は
、
発
祥
の
地
、
福
岡
の
み
な
ら
ず
、
高
知
、
大
阪
、

広
島
、
奈
良
、
兵
庫
、
京
都
な
ど
に
広
が
っ
て
い
た
。
私
は
取
材
で
訪
れ
感
動
し
、
こ

れ
ら
正
に
燎
原
の
火
の
如
く
だ
っ
た
。（
中
略
＝
稿
者
）
こ
れ
ら
識
字
・
文
化
活
動
の

胎
動
の
中
、
部
落
解
放
研
究
所
と
し
て
励
ま
し
・
貢
献
で
き
な
い
か
。
私
が
文
校
の
お

り
大
阪
文
学
学
校
賞
が
あ
っ
た
の
を
ヒ
ン
ト
に「
部
落
解
放
文
学
賞
」を
発
案
し
た
。（
中

略
＝
稿
者
）
土
方
鐵
さ
ん
と
素
案
を
討
議
。
こ
れ
を
推
進
す
る
に
は
、
戦
前
の
全
国
水

平
社
か
ら
関
わ
り
深
い
作
家
・
野
間
宏
さ
ん
の
知
恵
と
後
押
し
が
必
要
だ
っ
た
。
素
案

を
も
っ
て
東
京
に
行
き
、野
間
さ
ん
と
会
う
と
「
僕
が
戦
前
に
や
り
た
か
っ
た
賞
で
す
」

と
。
野
間
さ
ん
は
選
者
候
補
と
共
に
、
呼
び
か
け
文
、
選
者
メ
ッ
セ
ー
ジ
文
を
考
え
て

く
れ
た
。（2017

:87

）

　

部
落
解
放
同
盟
の
機
関
誌
で
あ
る
『
部
落
解
放
』
一
九
七
四
年
八
月
号
に
「
よ
び
か
け
と

応
募
規
定
」が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
応
募
資
格
は
い
っ
さ
い
問
わ
れ
ず
、
枚
数
制
限
も
な
し
、

未
発
表
作
品
に
の
み
限
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
幅
広
い
書
き
手
か
ら
の
作
品
を
応
募
し
て
い

た
。
ま
た
、「
応
募
内
容
」に
は
「
部
落
差
別
の
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

さ
ら
に
日
本
に
お
け
る
差
別
の
問
題
に
鋭
く
メ
ス
を
入
れ
た
も
の
も
期
待
し
た
い
」
と
あ
る

よ
う
に
、
部
落
問
題
を
基
本
と
し
つ
つ
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
問
題
を
書
い
た
作
品
を
募
集

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
一
回
部
落
解
放
文
学
賞
の
部
門
は「
小
説
」「
記
録
文
学
」「
詩
」「
戯
曲
」「
児
童
文
学
」「
評

論
」の
六
部
門
で
第
二
回
か
ら
「
記
録
文
学
」部
門
か
ら
分
離
独
立
し
た
「
識
字
」部
門
が
追

加
さ
れ
て
い
る
。
第
一
回
の
選
者
は
「
小
説
」
が
野
間
宏
・
井
上
光
晴
、「
記
録
文
学
」
が
杉

浦
明
平
・
国
分
一
太
郎
、「
詩
」が
小
野
十
三
郎
・
高
良
留
美
子
、「
戯
曲
」が
長
谷
川
四
郎
・

宮
本
研
、「
児
童
文
学
」が
今
江
祥
智
・
上
野
瞭
、「
評
論
」が
竹
内
泰
宏
・
原
田
伴
彦
と
い
っ

た
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
文
学
賞
が
日
本
に
は
存
在
し
て
い
る
が
、「
識
字
」と
い
う
部
門
を
賞
の
ひ
と

つ
に
し
て
い
る
の
は
部
落
解
放
文
学
賞
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
識
字
部
門
が
独
立

し
た
こ
と
に
関
し
て
、『
部
落
解
放
』一
九
七
四
年
一
一
月
号
に
お
け
る
第
一
回
入
選
発
表
時

に
掲
載
さ
れ
た
第
二
回
の
よ
び
か
け
で
は
識
字
部
門
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
部
落
解

放
』
一
九
七
五
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
第
二
回
の
よ
び
か
け
と
応
募
規
定
に
は
識
字
部
門

が
独
立
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
応
募
内
容
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

識
字
学
級
の
文
章
。
私
の
歩
ん
だ
道
（
青
年
・
婦
人
・
老
人
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
生
い
た
ち

な
ど
を
書
い
た
も
の
。）
私
の
家
、
私
の
母
、
私
の
学
校
時
代
、
私
の
手
、
私
の
仕
事
、

私
の
支
部
、
私
の
運
動
へ
の
参
加
、
戦
時
中
の
部
落
の
生
活
と
私
…
…
な
ど
。

　

ま
た
、
記
録
部
門
の
応
募
内
容
は

活
動
実
践
の
記
録（
解
放
教
育
の
実
践
、糾
弾
会
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、識
字
運
動
の
実
践
、

老
人
セ
ン
タ
ー
・
青
年
セ
ン
タ
ー
を
建
設
す
る
ま
で
の
討
論
記
録
な
ど
）。
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
。
被
差
別
体
験

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
識
字
部
門
が
特
に
「
識
字
学
級
の
文
章
」
つ
ま
り
、
識
字
学
級
に
お

い
て
字
を
学
ん
だ
人
々
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
が
応
募
内
容
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
記
録
部
門
で
は
「
活
動
実
践
の
記
録
」
や
「
識
字
運
動
の
実
践
」
と
い
っ
た
よ
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う
に
識
字
学
級
で
教
え
る
側
や
、
識
字
学
級
と
は
別
の
文
脈
で
書
か
れ
た
作
品
が
応
募
内
容

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
一
点
留
意
し
た
い
の
は
、
識
字
学
級
で
学
ん
だ
人
々
に
よ
る
作
品
が
、

す
べ
て
識
字
部
門
と
し
て
応
募
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、

詩
部
門
で
は
、
識
字
学
級
で
書
か
れ
た
作
品
が
文
学
賞
に
入
選
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
こ
の

応
募
規
定
が
厳
密
に
、
識
字
学
級
で
書
か
れ
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
切
り
分
け
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
字
を
学
ん
で
創
作
さ
れ
た
も
の
が
ど
う
い
っ
た
内

容
な
の
か
、そ
し
て
、ど
の
よ
う
な
点
で
評
価
を
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
、次
節
で
検
討
す
る
。

　
４　
『
部
落
解
放
文
学
賞
』入
選
作
の
表
現

　
　

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
第
一
回
詩
部
門
で
入
選
し
た
阪
本
ニ
シ
子
と
広
田
静
子
に
よ
る
共

同
創
作
、「
表
を
あ
む
」で
あ
る
。

　
　

お
っ
か
あ
、
表
を
あ
む
の
つ
ら
い
け
、

　
　

わ
い
も
手
伝
う
た
る
。

　
　

お
っ
か
あ
の
手
、
勝
手
に
動
く
の
け
、

　
　

わ
い
の
手
は
そ
ん
な
に
動
か
ん
わ
、

　
　

お
っ
か
あ
、
そ
れ
、
な
ん
ぼ
あ
ん
だ
ら

　
　

白
い
飯
喰
え
る
の
け
、

　
　

わ
い
、
白
い
飯
、
白
い
飯
い
う
て
あ
む
わ
、

　
　

お
っ
か
あ
、
そ
れ
ど
こ
へ
売
る
の
け
、

　
　

あ
の
お
っ
さ
ん
と
り
に
く
る
や
ろ
、

　
　

あ
の
お
っ
さ
ん
そ
れ
ど
こ
へ
も
っ
て
い
く
の
け
、

　
　

遠
い
遠
い
大
阪
や
な
、

　
　

大
阪
て
ど
な
い
し
て
行
く
の
け
、

　
　

電
車
い
う
の
に
乗
る
の
や
な
、

　
　

そ
の
表
つ
け
た
こ
っ
ぽ
り
誰
は
く
の
け
、

　
　

わ
い
と
同
じ
子
ど
も
や
な
、

　
　

そ
の
子
、
髪
に
リ
ボ
ン
つ
け
て
る
ん
け
、

　
　

赤
い
大
き
い
蝶
々
み
た
い
な
リ
ボ
ン
や
な
、

　
　

そ
れ
つ
け
て
、
ど
こ
へ
行
く
と
き
は
く
の
け
、

　
　

お
宮
の
祭
と
ち
が
う
け
、

　
　

祭
り
で
綿
菓
子
買
う
ん
や
な
、

　
　

ふ
う
せ
ん
も
買
う
の
と
ち
が
う
か
、

　
　

ふ
う
せ
ん
つ
い
た
ら

　
　

こ
っ
ぽ
り
は
、
こ
ぽ
こ
ぽ
な
る
の
と
ち
が
う
け
、

　
　

こ
っ
ぽ
り
の
鈴
も
な
る
の
や
な
、

　
　

わ
い
、
よ
う
知
っ
て
る
や
ろ
、

　
　

わ
い
住
吉
さ
ん
へ
つ
れ
て
も
ろ
た
と
き
、

　
　

表
の
つ
け
た
こ
っ
ぽ
り
は
い
て
い
た

　
　

女
の
子
見
た
ん
や
。（1975

:120
-122

）

　

阪
本
自
身
の
幼
少
の
頃
で
あ
ろ
う
「
わ
い
」の
視
点
か
ら
、母
親
が
「
こ
っ
ぽ
り
」の
「
表
」

を
編
ん
で
い
る
情
景
が
、
関
西
の
方
言
で
語
ら
れ
て
い
る
。
母
親
が
「
勝
手
に
動
く
」、
つ

ま
り
、
何
足
も
何
足
も
編
む
こ
と
で
、「
わ
い
」に
は
到
底
で
き
な
い
速
度
で
編
ま
れ
て
い
く

手
で
作
っ
た
「
こ
っ
ぽ
り
」を
「
わ
い
」は
履
く
こ
と
は
な
い
。
出
来
上
が
っ
た
「
こ
っ
ぽ
り
」

は
「
お
っ
さ
ん
」が
買
い
、
そ
れ
が
大
阪
で
売
ら
れ
て
い
く
。
履
く
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、

お
祭
り
で
見
か
け
た
「
女
の
子
」
が
履
い
て
い
た
「
こ
っ
ぽ
り
」
を
思
い
出
し
、
母
の
作
っ

た
「
こ
っ
ぽ
り
」を
誰
が
履
く
の
か
を
気
に
す
る
「
わ
い
」。
一
見
軽
や
か
な
リ
ズ
ム
で
語
ら

れ
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
貧
し
い
家
庭
の
状
況
で
あ
る
。

　

特
徴
的
な
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
阪
本
と
広
田
に
よ
る
共
同
創
作
と
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
阪
本
は
当
時
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
堺
支
部
の
福
支
部
長

兼
婦
人
部
長
。
広
田
は
堺
市
立
解
放
会
館
に
勤
務
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
阪
本
が
識
字
学
級

で
の
学
習
者
で
あ
り
、
広
田
が
教
授
す
る
側
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
共
同
創
作
の
過
程
を
、

日
野
範
之
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

識
字
学
級
が
は
じ
ま
っ
た
五
年
前
お
ば
ち
ゃ
ん
（
＝
坂
本
※
稿
者
注
）
は
、
そ
こ
で
出

会
っ
た
広
田
さ
ん
と
い
う
女
の
先
生
に
一
字
一
字
の
字
を
教
わ
っ
て
い
っ
た
。「
ぜ
ん

ぜ
ん
読
め
も
せ
ん
し
、
書
け
ん
か
っ
た
。
そ
や
け
ど
広
田
セ
ン
セ
、
し
ん
ぼ
う
づ
よ
う

て
な
、
夜
の
学
級
が
終
わ
っ
て
か
ら
で
も
家
に
来
て
教
え
て
く
れ
は
っ
た
。」
と
つ
け

加
え
て
お
ば
ち
ゃ
ん
は
言
っ
た
。
二
人
が
何
年
か
そ
う
い
う
出
会
い
を
し
て
い
る
う
ち

に
、
お
ば
ち
ゃ
ん
の
い
ま
ま
で
の
こ
と
を
詩
の
か
た
ち
に
ま
と
め
て
み
よ
う
と
い
う
話

に
な
っ
て
、
お
ば
ち
ゃ
ん
が
一
行
書
き
、
広
田
さ
ん
が
補
い
、
そ
う
い
う
二
人
の
出
会

い
と
こ
と
ば
の
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
詩
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
と
、
お

ば
ち
ゃ
ん
は
言
っ
た
。（1979

:332

）

　

阪
本
自
身
が
話
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
広
田
と
い
う
識
字
学
級
の
指
導
員
が
、

阪
本
が
書
い
て
い
く
言
葉
を「
補
い
」生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
広
田
が
ど
の
よ
う
な「
補
い
」

を
入
れ
た
の
か
は
「
受
賞
の
言
葉
」
な
ど
に
も
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
指
導
員
と
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学
習
者
の
共
同
で
の
作
業
と
い
う
の
も
、
読
み
手
に
と
っ
て
は
感
動
を
覚
え
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、「
二
人
の
出
会
い
と
こ
と
ば
の
な
い
ま
ぜ
」が
果
た
し
て
阪
本
の
本
来
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
な
の
か
ど
う
か
と
考
え
る
と
、
手
放
し
に
評
価
で
き
る
と
は
言
い
難

い
。
そ
う
い
っ
た
指
導
者
と
学
習
者
と
言
う
関
係
性
に
つ
い
て
も
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
作
品
が
受
賞
し
た
際
、
選
考
委
員
の
小
野
十
三
郎
と
高
良
留
美
子
は
次
の
よ

う
な
点
で
「
表
を
あ
む
」の
表
現
性
に
着
目
し
て
い
る
。

小
野　

こ
の
人
の
詩
い
い
で
す
よ
。
な
か
な
か
。
特
に
こ
の
詩
は
朗
読
す
る
と
ね
非
常

に
効
果
が
あ
る
。

高
良　

い
い
で
す
ね
。
大
阪
弁
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
っ
て
い
う
の
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

方
言
に
よ
る
詩
の
語
り
方
や
朗
読
と
い
っ
た
表
現
の
リ
ズ
ム
に
肯
定
的
な
評
価
を
示
す
両

者
は
、
次
に
示
し
た
、
第
二
回
詩
部
門
の
入
選
作
、
み
ず
た
志
げ
こ
「
母
の
話
か
ら
『
お
も

た
あ
荷
』」で
も
そ
の
点
に
着
目
し
て
い
る
。

　
　

ね
え
や
ん
が
九
つ　

わ
し
が
七
つ

　
　

お
そ
め
が
五
つ
に　

お
ゆ
き
が
三
つ

　
　

八
千
代
が
生
ま
れ
て
ひ
ゃ
く
ん
ち
あ
ま
り
で

　
　

お
か
か
ん
が
死
ん
だ
…
…

　
　

九
つ
を
か
し
ら
に

　
　

五
人
の
お
と
ど
い
を
の
こ
し
て

　
　

お
か
か
ん
は
死
ん
だ
ん
じ
ゃ
…
…

　
　

そ
れ
も
の
う
…
…

　
　

ね
え
ゃ
ん
と
、
わ
し
と
で
こ
ろ
し
た
ん
じ
ゃ
…
…

　
　

い
ん
に
ゃ

　
　

こ
ろ
し
た
ん
も
お
ん
な
じ
こ
と
じ
ゃ
…
…

　
　

目
の
、
み
え
ん
ば
ば
ん
と

　
　

お
お
け
な
腹
を
か
か
え
た
お
か
か
ん
と

　
　

わ
し
ら
お
と
ど
い
を
、
お
い
た
ぎ
り

　
　

お
と
っ
つ
ぁ
ん
は
稼
き
に
出
た
ぎ
り
も
ど
っ
て
こ
ん

　
　

お
な
ご
ん
子
が
生
ま
れ
た
ゆ
う
て
こ
と
づ
け
し
た
け
ど
…

　
　

お
と
っ
つ
ぁ
ん
は
も
ど
っ
て
こ
ん

　
　

ぜ
に
の
ぐ
め
ん
が
で
け
な
ん
だ
ん
か
の
う
…

　
　

ば
ば
ん
は
ぐ
ち
を
ゆ
う
て
の
の
し
り

　
　

乳
を
、
ほ
し
が
っ
て
八
千
代
が
泣
き
ゃ
あ

　
　

で
も
せ
ん
乳
を
泣
き
泣
き
し
ぼ
る
お
か
か
ん
が

　
　

あ
わ
れ
で
い
け
な
ん
だ
…
…

　
　

飯
ど
き
が
き
て
も
食
う
も
ん
が
な
い

　
　

ね
え
ゃ
ん
と
わ
し
は
田
舎
（
ざ
い
）
の
祭
り
を
お
げ
た
ん
じ
ゃ

　
　

山
を
な
ん
ぽ
も
こ
え
て
の
う
…
…　

　
　

氏
神
さ
ん
の
幟
を
め
じ
る
し
に
祭
り
を
さ
が
し
て
お
げ
た
ん
じ
ゃ
…
…

　
　

は
こ
ず
し
を
、
か
ん
袋
に
い
っ
ぱ
い
も
ろ
う
て

　
　

汽
車
み
ち
を
何
里
も
も
ど
っ
た
…
…

　
　

す
し
の
酢
の
か
ざ
が
鼻
を
つ
き
さ
す
よ
う
じ
ゃ
っ
た

　
　

ひ
と
き
れ
ほ
し
ゅ
う
て
の
う
…
…

　
　

ふ
と
こ
ろ
の
、
か
ん
袋
を
の
ぞ
い
て
み
た
ら

　
　

や
せ
お
と
っ
た
お
か
か
ん
の
顔
が
み
え
て
き
て

　
　

よ
う
食
わ
な
ん
だ
…
…
…
…

　
　

つ
ば
を
の
み
の
み
汽
車
み
ち
を
、
こ
ろ
げ
る
よ
う
に

　
　

か
け
っ
て
も
ど
っ
た
ん
じ
ゃ
…
…

　
　
「
お
み
つ
、
あ
き
…
…

　
　

す
ま
ん
の
う
…
…

　
　

こ
ら
え
て
く
れ
ぇ
よ
…
…
」ゆ
う
て

　
　

お
か
か
ん
は
、
わ
し
ら
お
と
ど
い
に
両
手
を
合
せ
て
お
が
ん
で
く
れ
て
の
う
…
…

　
　

よ
ろ
こ
ん
で
食
う
た
、
す
し
じ
ゃ
っ
た
の
に
…
…

　
　

あ
れ
さ
え
食
わ
な
ん
だ
ら
の
う
…
…

　
　

お
か
か
ん
は
…
…

　
　

わ
し
ら
の
お
か
か
ん
は
死
な
ん
で
も
え
か
っ
た
の
に
…
…
…

　
　

今
な
ら
医
者
に
も
み
せ
ら
れ
た
ろ
う
に
…
…

　
　

腹
を
へ
ら
し
て
八
千
代
が
泣
く

　
　

ね
え
や
ん
も
、
わ
し
も
つ
い
て
泣
い
た

　
　

そ
れ
を
み
て
、
お
そ
め
と
、
お
ゆ
き
が
い
っ
さ
ん
に
泣
く
ん
じ
ゃ

　
　

ほ
ん
ま
に
む
ご
か
っ
た
の
う
…
…

　
　

わ
し
ら
は
の
う
…
…

　
　

生
ま
れ
お
ち
る
と
荷
を
お
わ
さ
れ
と
っ
た
ん
じ
ゃ

　
　

そ
の
荷
が
お
も
と
う
て
！　

お
も
と
う
て
！

　
　

は
か
り
に
か
か
ら
ん
ほ
ど
お
も
た
あ
ん
じ
ゃ
…
…
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誰
じ
ゃ
し
荷
を
お
ろ
し
て
く
れ
る
者
も
お
ら
な
ん
だ
…
…

　
　

お
ま
え
ら
の
こ
ま
い
ご
ろ
な
ん
べ
ん
も
あ
っ
た
…
…

　
　

こ
の
お
も
た
あ
荷
と
、
わ
し
の
生
命
と
ひ
き
か
え
に
で
け
る
も
ん
な
ら

　
　

い
つ
で
も
ひ
き
か
え
た
い
と
…
…

　
　

た
も
と
に
小
石
を
ひ
ろ
う
て
、
い
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
が
…

　
　

お
か
か
ん
の
ゆ
う
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
の
う
…
…

　
　
「
親
の
と
お
た
道
を
子
が
と
お
る
」と

　
　

お
ま
え
ら
の
た
め
に
生
き
た
ら
に
ゃ
あ
い
け
ん
お
も
う
て
の
う
…
。

　
　

お
も
た
あ
荷
を
、
お
わ
さ
れ
た
ぎ
り
今
日
が
日
ま
で
生
き
て
き
た
ん
じ
ゃ
…
…
。

（1976
:2
-7

）

　

作
者
み
ず
た
志
げ
こ
は
、
一
九
二
七
年
生
ま
れ
、
広
島
の
尾
道
市
協
北
久
保
支
部
で
の
識

字
学
級
で
活
動
し
て
い
た
。
選
に
あ
た
っ
た
、
高
良
留
美
子
は
こ
の
詩
を
次
の
よ
う
に
評
し

て
い
る
。

私
は
感
動
と
い
う
意
味
で
は
「
お
も
た
あ
荷
」
に
感
動
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
氏
神

さ
ん
の
の
ぼ
り
を
め
じ
る
し
に
祭
り
を
さ
が
し
て
、
は
こ
ず
し
を
か
ん
袋
に
い
っ
ぱ
い

も
ら
っ
て
、
汽
車
み
ち
を
何
里
も
も
ど
っ
て
く
る
と
、
そ
の
お
す
し
が
あ
た
っ
て
母
親

が
死
ん
じ
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
荷
が
お
も
と
う
て
、
だ
れ
も
荷
を
お
ろ
し
て
く
れ
る

も
ん
が
お
ら
な
ん
だ
、
と
い
う
言
葉
が
実
に
生
き
て
い
る
と
お
も
う
ん
で
す
。
具
体
的

す
ぎ
る
ほ
ど
具
体
的
な
話
だ
し
、
お
き
か
え
の
き
か
な
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。（
中
略

＝
稿
者
）
去
年
の
阪
本
ニ
シ
子
さ
ん
の
詩
に
比
べ
る
と
、
詩
と
し
て
の
は
じ
く
よ
う
な

言
葉
は
阪
本
さ
ん
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
お
も
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
っ
ち
は
ど
っ

ち
か
と
い
う
と
語
り
の
要
素
が
強
い
。
い
い
言
い
方
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、

日
本
人
の
民
俗
学
的
領
域
に
根
を
張
っ
て
い
る
と
い
う
か
。
女
の
運
命
の
よ
う
な
も
の

に
も
通
じ
る
の
で
す
。（1976
:156

）

　

詩
の
内
容
か
ら
言
え
ば
、
高
良
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
は
「
お
き
か
え
の
き
か

な
い
」
体
験
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
に
感
動
を
与
え
る
効
果
が
得
ら
れ
て
お
り
、

自
ら
の
母
親
の
言
葉
を
聞
き
書
き
ふ
う
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
識
字
学
級
で
の
学
び

が
想
像
さ
れ
、
感
動
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
稿
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、

高
良
の
「
語
り
の
要
素
が
強
」
く
、「
日
本
人
の
民
俗
学
的
領
域
に
根
を
張
っ
て
い
る
」
と
い

う
言
及
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
の
「
語
り
の
要
素
」に
関
し
て
、
村
田
拓
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
詩
も
〈
語
り
〉、
作
者
に
彼
女
の
母
が
自
分
の
被
差
別
体
験
を
語
っ
て
き
か
せ
た

そ
の
〈
語
り
〉
を
詩
に
し
て
い
る
。
直
接
作
者
が
語
る
の
で
は
な
く
母
が
語
っ
た
の
を

作
者
が
う
け
と
め
て
詩
に
し
て
い
る
だ
け
に
、
先
の
阪
本
ニ
シ
子
の
詩
を
一
歩
深
め
た

充
実
を
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
、
部
落
に
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
民

衆
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
、
自
分
を
表
現
す
る
言
葉
に
し
て
い
る
。
体
制
化
さ
れ
た
共
通

語
を
拒
絶
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
ふ
た
つ
の
文
学
表
現
を
見
る
と
き
、
そ
こ
は
、

観
念
的
な
抽
象
は
な
く
、具
体
的
に
み
ず
か
ら
の
被
差
別
体
験
を
し
っ
か
り
と
凝
視
し
、

そ
れ
を
文
学
的
な
表
現
に
ま
で
高
め
て
い
る
。
抽
象
的
な
「
差
別
」
と
い
う
言
葉
や
そ

れ
に
対
す
る
抗
議
は
な
い
。
た
だ
、
見
、
き
き
し
た
現
実
の
ま
ま
、
お
の
れ
の
被
差
別

体
験
を
具
体
的
に
あ
る
が
ま
ま
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
充
分
に〈
差
別
〉

を
撃
っ
て
い
る
。（1977

:80

）

　

村
田
は
「
直
接
作
者
が
語
る
の
で
は
な
く
母
が
語
っ
た
の
を
作
者
が
う
け
と
め
て
詩
に
し

て
い
る
」
と
い
う
構
造
を
評
価
し
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
言
葉
に
「
体
制
化
さ
れ
た
共
通
語
」

で
は
な
く
、
方
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
、
部
落
の
「
民
衆
の
言
葉
」
が
表
現
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
高
良
の
「
日
本
人
の
民
族
的
領
域
に
根
を
張
っ
て
」
い
る
と
い
う
指

摘
と
も
通
ず
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
村
田
は
、
具
体
的
な
場
面
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら

も
、「
抽
象
的
な
『
差
別
』
と
い
う
言
葉
や
そ
れ
に
対
す
る
抗
議
」
が
な
く
、「
お
の
れ
の
被

差
別
体
験
を
」「
あ
る
が
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
」こ
と
が
「
充
分
に
〈
差
別
〉
を
撃
っ
て
い

る
」と
言
う
。

　

し
か
し
、こ
の
詩
を
部
落
解
放
文
学
賞
と
い
う
文
脈
を
除
い
て
読
ん
だ
と
き
、読
者
は
「
部

落
」
と
い
う
文
脈
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
る
。
そ

れ
を
解
く
カ
ギ
と
な
る
の
が
、タ
イ
ト
ル
に
も
つ
け
ら
れ
た「
お
も
た
あ
荷
」で
あ
ろ
う
。「
生

ま
れ
お
ち
る
と
荷
を
お
わ
さ
れ
と
っ
た
ん
じ
ゃ
」
と
い
う
語
り
、「
誰
じ
ゃ
し
荷
を
お
ろ
し

て
く
れ
る
者
も
お
ら
な
ん
だ
…
…
」
と
語
る
発
話
主
体
に
背
負
わ
さ
れ
た
「
荷
」
そ
れ
こ
そ

が
部
落
に
生
ま
れ
た
宿
命
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
お
ま
え
ら
の
こ
ま
い
ご
ろ
な
ん
べ
ん

も
あ
っ
た
…
…
」
と
い
う
「
お
ま
え
ら
」
と
い
う
語
り
か
ら
は
、
自
ら
の
姉
妹
の
事
だ
け
で

は
な
く
、
こ
の
詩
を
読
む
読
者
に
対
し
て
も
差
別
の
あ
っ
た
過
去
を
投
げ
か
け
る
よ
う
な
表

現
が
読
み
取
れ
る
。「
お
も
た
あ
荷
を
、
お
わ
さ
れ
た
ぎ
り
今
日
が
日
ま
で
生
き
て
き
た
ん

じ
ゃ
…
…
。」と
締
め
く
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
に
あ
っ
た
語
り
手
自
身
の
差
別
体
験
を

語
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
発
話
主
体
が
背
負
い
続
け
る
「
荷
」
を
も
読
み
こ
み
、
そ
れ

を
こ
の
詩
を
読
む
人
び
と
と
共
有
す
る
よ
う
な
広
が
り
を
、
こ
の
詩
は
備
え
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
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指
導
員
と
学
習
者
、
そ
し
て
文
学
賞

　

先
に
見
た
村
田
の
論
考
に
お
い
て
方
言
と
共
通
語
に
関
す
る
言
及
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
部
落
解
放
文
学
賞
の
創
設
を
進
め
た
日
野
範
之
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
な
ま
り
を
も
っ
た
こ
と
ば
で
も
っ
て
弾
力
あ
る
表
現
と
も
な
っ
て

い
る
「
語
り
」
が
、
標
準
語
に
よ
っ
て
文
字
に
書
き
あ
ら
わ
す
と
き
、
失
な
う
も
の
が

多
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。（
中
略
＝
稿
者
）
よ
く
識
字
学
級
で
書
か
れ
る

「
私
の
生
い
た
ち
」と
い
う
も
の
が
、
標
準
語
で
書
か
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
地
域
の
な

ま
の
こ
と
ば
で
、
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
ゆ
く
な
ら
、
も
っ
と
そ
の
生
い
た
ち
の
語
り
に

近
づ
く
、
そ
の
人
の
も
つ
に
お
い
と
実
感
と
も
っ
と
も
語
り
た
い
こ
と
に
近
づ
く
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
、
と
私
は
い
つ
も
考
え
る
。
こ
の
識
字
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
純
に
、

書
き
か
た
を
、
語
り
そ
の
も
の
に
近
づ
け
よ
と
い
う
方
法
論
に
の
み
帰
着
し
な
い
よ
う

で
あ
る
。（1981

:137

）

　

こ
こ
で
日
野
の
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
示
し
た
阪
本
と
広
田
の
共
同
創
作
に
お
け

る
指
導
員
と
識
字
学
級
の
学
習
者
と
の
関
係
性
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
学

習
者
が
字
を
学
ん
で
詩
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
、
教
え
る
側
の
権
威
性
が
識
字
学
級
で
は
常

に
付
き
ま
と
う
こ
と
で
あ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
村
田
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
触
れ
る
。

識
字
学
級
で
書
か
れ
る
作
品
に
は
、
阪
本
ニ
シ
子
や
み
ず
た
志
げ
こ
の
詩
と
同
じ
に
、

す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
被
差
別
体
験
が
豊
か
に
語
ら
れ
て
い
る
の
が
多

い
。
だ
が
そ
れ
よ
り
以
上
に
、
真
に
自
由
に
そ
れ
を
凝
視
し
、
掘
り
さ
げ
よ
う
と
す
る

以
前
に
、
組
織
や
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
パ
タ
ー
ン
に
は
め
こ
ま
れ
、
あ
る
い
は
、

既
製
の
入
門
書
に
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
な
も
の
の
パ
タ
ー
ン
に
は
め
こ
め
ら
れ
て
し
ま

う
。
そ
れ
は
識
字
学
級
の
教
師
た
ち
の
恐
る
べ
き
犯
罪
で
あ
り
差
別
な
の
で
あ
る
。
文

学
作
品
を
書
こ
う
と
す
る
労
働
者
や
主
婦
た
ち
も
ま
た
、
今
日
、
作
品
を
大
量
生
産
し

て
、
書
き
ま
く
り
売
り
ま
く
っ
て
い
る
既
製
の
作
家
た
ち
の
作
品
の
そ
れ
に
自
分
た
ち

の
表
現
を
は
め
こ
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
今
日
の
文
学
の
体
制
で
あ
り
、
同
時
に
、

そ
う
し
た
労
働
者
や
主
婦
の
退
廃
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
被
抑
圧
、
被
差
別
の
現
実

も
お
の
れ
の
姿
も
見
え
な
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（1977

:81

）

　

み
ず
た
ら
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
や
部
落
そ
の
も
の
を
書
き
、
そ
れ
を
読
者
に
も
広
げ
て

い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
る
前
に
、「
組
織
や
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
パ
タ
ー

ン
に
は
め
こ
ま
れ
」
た
識
字
作
品
が
、
確
か
に
こ
の
時
期
量
産
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
村
田
が
「
恐
る
べ
き
犯
罪
」と
言
う
よ
う
に
識
字
学
級
に
通
う
人
々
に
対
し
て
、

「
教
え
る
側
」の
強
力
な
立
場
性
が
如
実
に
表
現
と
し
て
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
う
い
っ
た
事
態
に
対
し
て
、
村
田
は
「
体
制
的
な
既
製
の
文
化
的
な
価
値
や
パ
タ
ー

ン
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
に
対
峙
し
て
、
そ
れ
を
表
現
し
き
る
自
由
を
も

た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、そ
こ
か
ら
文
学
の
可
能
性
を
汲
み
と
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
主
張
す
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
識
字
運
動
が
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
当
時
、
部
落
解
放
運
動
に
お
け
る
文

化
活
動
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
論
者
た
ち
に
と
っ
て
、
切
迫
し
た
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
い
知
れ
る
。

　

で
は
、
そ
う
い
っ
た
識
字
作
品
を
生
み
出
す
側
の
人
々
は
、
字
を
学
び
、
詩
を
創
作
す
る

こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
八
〇
年
に
部
落
解
放
文
学
賞

に
応
募
さ
れ
た
作
品
や
識
字
学
級
の
文
集
な
ど
か
ら
編
纂
さ
れ
た
『
部
落
解
放
詩
集　

太
陽

も
お
れ
た
ち
の
も
の
で
は
な
い
の
か
』
が
解
放
出
版
社
か
ら
上
梓
さ
れ
た
際
、『
部
落
解
放
』

一
九
八
一
年
五
月
号
で
「
完
成
記
念
・
作
者
の
座
談
会
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
編
集
代
表
の
寺

本
知
、
一
〇
名
の
作
者
、
編
集
委
員
、
協
力
者
関
係
五
名
ず
つ
の
参
加
し
た
こ
の
座
談
会
で
、

字
を
学
ん
で
詩
を
創
作
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
住
吉
支
部
の
木
本
久
枝
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

詩
と
い
う
の
は
、
つ
く
ろ
う
と
思
う
て
、
で
き
る
も
ん
と
ち
が
い
ま
す
。
も
っ
と
生
き

ざ
ま
の
な
か
か
ら
、
生
活
の
重
た
さ
を
、
子
ど
も
や
、
孫
に
何
と
か
知
ら
し
て
ゆ
く
よ

う
な
方
法
が
、
な
ん
か
あ
る
ん
や
っ
た
ら
と
い
う
こ
と
で
、
詩
に
な
る
か
ど
う
か
、
日

記
を
つ
け
た
よ
う
な
か
た
ち
が
、
だ
ん
だ
ん
ま
と
ま
っ
て
き
て
ね
。（1981

:102

）

　

こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
識
字
学
習
者
に
と
っ
て
の
問
題
意
識
は
、
部
落
解
放
運
動
の
た
め

に
、
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
と
の
向
き
合
い
方
や
、
自
己
に
関
わ
る
家
族
た
ち
と
の
向
き
合

い
方
を
模
索
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
運
動
の
た
め
に
、
と
い
う
意

識
が
強
い
学
習
者
も
中
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
体
験
を
他
者
と
共
有
で
き
る

ツ
ー
ル
と
し
て
、
創
作
と
い
う
手
段
を
用
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
文
学
賞
」と
い
う
あ
る
種
の
権
威
性
が
働
く
場
に
、
識
字
運
動
が
関
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
字
を
学
ぶ
こ
と
が
、
賞
を
受
賞
す
る
た
め
に
、
と
い
う
本
来
の
識
字
運
動
の
目

指
す
目
的
か
ら
そ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
う
さ
も
、
識
字
学
級
で
文
学
作
品
を
創
作
す
る
こ

と
に
は
孕
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
か
ど
や
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
部
落
解
放

運
動
の
た
め
の
識
字
運
動
と
い
う
序
列
化
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
を
指
す
。

　

し
か
し
、
第
五
回
部
落
解
放
文
学
賞
詩
部
門
を
「
年
が
じ
ょ
う
」
と
い
う
作
品
で
受
賞
し

た
米
田
サ
ヨ
子
は
先
に
引
用
し
た
座
談
会
で
次
の
よ
う
に
受
賞
の
瞬
間
を
語
っ
て
い
る
。

そ
の
作
品
が
、
解
放
会
館
か
ら
「
賞
と
っ
た
よ
ー
」
て
い
わ
れ
た
ん
で
す
ね
ん
。
校
長
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先
生
が
、
そ
の
賞
の
こ
と
で
、
自
分
で
う
れ
し
く
て
「
は
じ
め
て
賞
と
っ
た
で
え
」
と

い
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
私
は
ピ
ー
ン
と
こ
な
か
っ
た
で
す
ね
ん
。（
中
略
＝
稿
者
）
京

都
で
表
し
ょ
う
式
の
と
き
も
、
ガ
ク
ガ
ク
で
ね
。
今
日
も
き
て
ね
。
友
だ
ち
が
ぎ
ょ
う

さ
ん
で
き
て
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。（1981

:98

）

　

受
賞
が
分
か
っ
て
自
分
事
の
よ
う
に
喜
ぶ
「
校
長
先
生
」に
対
し
て
「
ピ
ー
ン
と
こ
な
か
っ

た
」
と
い
う
米
田
の
感
覚
は
、「
文
学
賞
」
と
い
う
権
威
性
と
は
別
に
、
表
彰
式
で
出
会
う
こ

と
の
で
き
る
識
字
学
級
の
「
友
だ
ち
」と
の
関
係
性
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。

　
『
部
落
解
放
』二
〇
一
二
年
五
月
号
で
「『
し
き
じ
』の
い
ま
と
こ
れ
か
ら
」と
い
う
特
集
が

組
ま
れ
た
際
、
森
実
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

識
字
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
が
「
識
字
の
魅
力
」
と
感
じ
て
い
る
の
は
、「
文
字
」

に
直
接
関
連
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
識
字
学
級
に
あ
る
人
間
関
係
の
あ

り
か
た
や
、
自
分
の
人
生
を
と
ら
え
直
す
こ
と
の
大
切
さ
、
社
会
の
見
え
か
た
が
変
化

す
る
こ
と
の
喜
び
な
ど
で
あ
る
場
合
も
多
い
。（2012

:14

）

　

森
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
識
字
学
級
に
あ
る
人
間
関
係
の
あ
り
か
た
」、
つ
ま
り
、
場
を

共
有
す
る
こ
と
が
、
識
字
作
品
を
書
く
人
々
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
米
田

の
発
言
か
ら
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

６　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
識
字
運
動
と
「
部
落
解
放
文
学
賞
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
実
際
に
入
選

し
た
作
品
を
分
析
し
な
が
ら
、
指
導
員
と
学
習
者
、
そ
し
て
彼
ら
と
「
文
学
賞
」
と
の
関
係

を
見
て
き
た
。
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
識
字
運
動
で
は
、
か
ど
や
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
部

落
解
放
運
動
の
た
め
の
識
字
運
動
と
い
う
言
説
が
識
字
運
動
内
部
で
、
前
面
に
押
し
出
さ
れ

な
が
ら
運
動
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
い
っ
た
識
字
運
動
の
「
緊
急
避
難
措
置
」と
し
て
か

ど
や
は「
言
語
権
」と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る
。「
言
語
権
」と
は「
な
ん
ら
か
の
言
語（
こ

と
ば
）
の
運
用
能
力
の
有
無
に
よ
っ
て
、
教
育
権
・
参
政
権
な
ど
の
基
本
的
な
諸
権
利
を
侵

害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
」（2010 :67

）
で
あ
り
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

言
語
権
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
権
を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
能
力
主
義
の
あ
り
か
た

（
言
語
権
充
足
的
な
能
力
主
義
）
の
模
索
を
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
文
字
の

よ
み
か
き
能
力
の
有
無
に
焦
点
を
あ
て
る
の
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

る
権
利
と
い
う
ひ
ろ
い
視
点
か
ら
識
字
を
と
ら
え
な
お
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か

ら
排
除
さ
れ
る
ひ
と
び
と
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化

に
よ
っ
て
極
少
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
識
字
運
動
の
み
す
え
る
べ
き
課
題
な
の
で
あ

る
。（2010

:68

）

　

か
ど
や
の
指
摘
す
る
従
来
の
識
字
運
動
の
あ
り
か
た
へ
の
批
判
は
十
分
首
肯
し
得
る
が
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
」と
い
う
観
点
か
ら
、
識
字
運
動
と
部
落
解
放
文
学
賞
の
関

係
性
を
眺
め
た
時
、「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
自
己
の
捉
え
直
し
や
、
他
者
と
の
体
験
の
共
有
、

そ
し
て
出
会
い
と
い
っ
た
も
の
も
ま
た
、
識
字
運
動
に
お
け
る
創
作
活
動
の
可
能
性
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
部
落
解
放
文
学
賞
」は
今
年
で
四
七
回
を
迎
え
る
。
そ
の
積
み
重
ね
、
つ
ま
り
識
字
運
動

の
実
践
の
歴
史
を
文
学
と
い
う
表
現
か
ら
捉
え
返
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第
二
回

以
降
の
作
品
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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Literacy Movement and Buraku Liberation Literary Award
─　Focusing on the analysis of selected works for the Buraku Liberation Literature Award　─

Izumi Gotoda

Abstract : This paper aims to reconsider the relationship between the literacy movement and 
the "Buraku Liberation Literature Award" by analyzing the works selected for the Buraku 
Liberation Literature Award. The literacy theorists in the movement for liberation of Buraku, 
who regarded the accumulation of practices by illiterate people as an act of reclaiming letters 
and an expression of human sensibility. The sociolinguist Hidenori Kadoya, on the other hand, 
severely criticized such literacy movements, which are based on the liberation of Buraku, for 
reproducing a structure of discrimination through the excessive praise of illiterate people and 
illiterate society and the sanctifi cation and taboo of illiteracy. In addition, many of the essays 
written by people in literacy classes expressed "longing" for a literate society, "chagrin" at 
having been illiterate, and "joy" at having learned to write. Kadoya argues that the illiterates 
themselves unconsciously affi  rm the causes of discrimination and identify with the values of 
the majority. However, in the expressions of illiterates who learned to write in literacy classes, 
there is an expression that captures the consciousness and discriminatory structure of the 
illiterates. That is the poetry expressed by the students of the literacy classes, including the 
Buraku Liberation Literature Award. Although the main focus of the literacy movement has 
always been on the learning of characters, the students of the literacy classes have also used 
poetry as a form of expression to communicate their own selves and their history of confronting 
discrimination. It is also possible to read the possibility of questioning the issues of literacy and 
illiteracy and the discrimination involved in them in the form of poetry, as expressed by the 
learners of the literacy classes, which has not been the subject of research until now.

Key words: Literacy movement, Buraku Liberation Literature Award, Buraku Liberation 
Movement, Non-literate Diff erence
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