


150 151水平社・融和運動における「転向」について
う
わ
け
で
す
。
私
に
は
ま
だ
、
具
体
的
な
批
判
は
こ
こ
で
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
部
分
的
な
批
判
・
評
価
を
数
点
に
分
け
て
皆
さ
ん
の
前

で
報
告
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

一
九
三
七
（
昭
和
一
一
一
）
年
以
降
の
戦
時
下
に
お
け
る
事
実
の
経

過
に
つ
い
て
は
、
こ
の
本
を
読
ん
で
頂
き
ま
し
た
ら
わ
か
り
ま
す
の

で
省
略
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
研
究
史
的
な
整
理
の
こ
と
に
つ
き
ま
し

て
も
、
藤
野
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
通
り
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
古

い
ポ
ル
派
的
と
言
い
ま
す
か
、
共
産
党
的
な
立
場
か
ら
の
問
題
意
識

で
、
藤
谷
さ
ん
と
か
馬
原
さ
ん
、
鈴
木
良
さ
ん
な
ど
が
お
書
き
に
な

っ
た
も
の
は
時
代
感
覚
と
し
て
も
古
い
し
、
大
変
党
派
性
が
強
い
も

の
で
、
歴
史
的
分
析
や
内
容
と
し
て
も
簡
単
す
ぎ
る
と
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
研
究
史
の
う
え
で
整
理
し
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
や
は
り
党

派
的
な
立
場
で
水
平
運
動
史
の
研
究
を
お
書
き
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
「
国
民
的
融
合
論
」
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
論
点
が
移

行
し
た
際
に
、
古
い
形
の
「
革
命
で
な
い
と
部
落
解
放
は
で
き
な
い

ん
だ
」
と
い
う
視
点
で
の
水
平
運
動
史
の
問
題
意
識
と
、
今
の
よ
う

な
国
民
融
合
論
Ｉ
こ
れ
は
プ
ル
ジ
薑
ワ
民
主
主
義
あ
る
い
は
自
由

主
義
的
立
場
ま
で
広
げ
た
ｌ
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
る
水
平
運
動

●
●
 

史
と
は
時
代
的
な
問
題
意
識
の
う
え
で
ず
れ
が
発
生
し
て
き
た
わ
け

●
●
 

で
す
。
こ
う
い
う
ず
れ
の
是
正
を
行
わ
な
い
ま
ま
今
日
に
き
て
お
り

ま
す
の
で
、
水
平
運
動
史
研
究
の
不
振
の
原
因
の
一
端
が
あ
る
の
で

「
満
州
事
変
」
以
降
、
「
人
民
融
和
」
か
ら
「
国
民
融
和
」
へ
と

い
う
戦
術
転
換
と
い
う
か
移
行
の
中
で
、
全
水
が
行
っ
て
い
く
行
政

闘
争
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
を
渡
辺
さ
ん
は
生
活
擁
護
闘
争
に
つ

い
て
の
高
度
な
戦
術
と
い
う
ふ
う
に
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
う
い
う
考
え
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
も
あ
り
、
私
も
ほ

ぼ
同
じ
で
す
。
と
こ
ろ
が
藤
野
さ
ん
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
批
判
さ
れ

た
。
つ
ま
り
生
活
擁
護
闘
争
や
経
済
更
生
運
動
を
通
じ
て
、
融
和
団

体
は
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
全
水
も
そ
れ
に
似
た
運
動
を
や
り
出
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
全
水
と
融
和
団
体

の
接
近
が
始
ま
っ
て
く
る
。

阪
本
清
一
郎
、
米
田
富
ら
の
人
々
で
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
。
融
和

運
動
も
同
じ
よ
う
に
設
定
し
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
経
済
更
生
運

動
の
中
の
主
流
の
中
の
良
心
派
と
言
わ
れ
た
山
本
正
男
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
人
々
と
そ
の
周
辺
の
動
向
に
つ
い
て
の
評
価
は
私
と
似
て

く
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
広
い
枠
組
み
の
中
で
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
ど
う
い

う
よ
う
な
問
題
が
も
れ
落
ち
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
私
と
藤
野
さ
ん

と
の
相
違
点
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
隣
り
に
お
ら
れ
る
渡

辺
さ
ん
の
論
文
集
『
現
代
史
の
な
か
の
部
落
問
題
』
一
九
八
八
年

三
月
一
一
五
曰
、
解
放
出
版
社
）
が
一
一
年
ほ
ど
前
に
出
た
の
で
す
が
、

そ
の
中
の
戦
時
下
の
運
動
に
つ
い
て
の
一
論
文
を
藤
野
さ
ん
が
批
判

さ
れ
て
い
る
。

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
の
レ
ジ
ュ
メ
の
１
の
「
近
代
部
落

史
研
究
史
上
の
一
九
三
七
’
四
一
一
年
」
の
箇
所
は
そ
う
理
解
し
て
も

ら
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
中
村
さ
ん
の
新
し
い
研
究

（
『
戦
時
下
抵
抗
運
動
と
『
青
年
の
環
Ｅ
）
も
、
い
ま
、
藤
野
さ
ん

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
党
派
的
論
断
と
相
関
す
る
思
想
史
的
分
析

の
弱
さ
が
や
は
り
発
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
私
は
思
う
わ
け
で
す
。

で
は
二
番
目
に
こ
の
同
じ
報
告
要
旨
で
の
秋
定
、
藤
野
は
ど
こ
で

対
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
が
藤
野
さ
ん
と

一
番
異
な
る
の
は
、
「
転
向
」
に
関
し
て
Ｉ
「
転
向
」
か
ど
う
か

は
こ
れ
か
ら
問
題
に
な
る
の
で
す
が
ｌ
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て

の
全
水
「
転
向
」
、
あ
る
い
は
融
和
団
体
の
「
転
向
」
、
こ
う
い
う
個

々
の
事
実
に
つ
い
て
の
確
認
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
の

う
え
で
変
わ
り
は
な
く
て
藤
野
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
し

か
し
、
一
番
異
な
る
点
は
、
部
落
解
放
史
を
ど
の
枠
組
み
で
と
ら

え
、
そ
の
な
か
で
「
転
向
」
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
点
で

す
。
藤
野
さ
ん
の
論
文
を
拝
見
し
て
ま
す
と
、
「
転
向
」
の
動
向
を

少
な
く
と
も
水
平
社
の
中
の
ポ
ル
派
（
解
消
派
、
朝
田
善
之
助
、
松

田
喜
一
ら
）
と
、
社
民
左
派
（
人
物
で
言
い
ま
す
と
松
本
治
一
郎
ら
全

水
左
派
の
中
の
革
命
的
社
民
派
）
、
あ
る
い
は
奈
良
の
西
光
万
吉
、

こ
こ
で
渡
辺
さ
ん
の
「
生
活
擁
護
闘
争
に
つ
い
て
の
高
度
な
戦

術
」
と
い
う
問
題
が
出
て
き
て
、
行
政
闘
争
と
い
う
も
の
を
全
水
も

行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
い
わ
ば
、
運
動
の
発
展
と
し

て
と
ら
え
た
。
藤
野
さ
ん
は
「
戦
前
と
戦
後
の
行
政
当
局
の
歴
史
的

性
格
は
憲
法
上
に
お
い
て
も
大
き
く
異
な
る
」
の
で
、
戦
後
の
行
政

闘
争
と
ち
が
う
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
藤
野
さ
ん
の
い
う
と
お

り
戦
前
の
融
和
行
政
と
戦
後
の
同
和
行
政
と
は
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
枠

組
み
が
違
う
。
戦
前
だ
っ
た
ら
御
承
知
の
よ
う
に
、
天
皇
制
国
家
の

も
と
に
行
っ
た
融
和
行
政
で
あ
り
、
戦
後
は
少
な
く
と
も
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
自
由
主
義
あ
る
い
は
民
主
主
義
政
府
の
も
と
で
運
動
側
も
入
っ
て

行
っ
て
い
る
同
和
行
政
で
あ
り
ま
す
の
で
歴
史
的
性
格
は
全
く
異
な

る
。そ
こ
か
ら
藤
野
さ
ん
は
さ
ら
に
話
を
進
め
ら
れ
、
松
本
治
一
郎
に

代
表
さ
れ
る
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
闘
争
と
い
う
テ
ー
マ
と
生
活
擁
護
闘
争

（
行
政
闘
争
）
と
い
う
対
立
し
た
り
離
れ
た
り
す
る
二
つ
の
テ
ー
マ

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
く
の
か
と
し
た
。
つ
ま
り
一
方
で
は
階

級
闘
争
・
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
闘
争
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
と
、
生
活
擁
護
の
経
済
闘
争
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
二
つ

の
選
択
肢
が
あ
る
中
ど
ち
ら
も
と
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
選
択
せ
ね
ば
な

ら
ず
、
全
水
は
後
者
の
生
活
擁
護
闘
争
の
方
を
と
っ
て
い
っ
た
の
だ

と
い
う
論
理
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
わ
た
く
し
、
渡
辺
さ

ん
と
藤
野
さ
ん
と
の
理
解
が
戦
時
下
の
問
題
に
お
い
て
異
な
っ
て
く

Ｉ 
ｌ■■■■■ 
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152 153水平社． 融和運動における「転向」について
ろ
一
つ
の
争
点
に
な
っ
て
き
ま
す
。
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
藤
野
さ
ん
あ
る
い
は
渡
辺
さ
ん
に

対
す
る
質
問
に
入
り
ま
す
。

ご
両
人
と
も
恐
ら
く
社
会
主
義
、
あ
る
い
は
革
命
的
社
会
民
主
主

義
の
立
場
で
論
文
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
社

会
主
義
あ
る
い
は
革
命
的
社
会
民
主
主
義
の
立
場
の
枠
を
も
っ
と
お

し
広
げ
よ
う
と
い
う
理
論
で
あ
り
ま
す
の
で
、
も
っ
と
広
げ
よ
う
と

い
う
理
論
か
ら
い
う
と
、
い
わ
ば
皆
さ
ん
の
よ
う
な
左
派
の
人
た
ち

の
理
論
と
は
ど
こ
が
異
な
っ
て
く
る
の
か
。
戦
前
に
融
和
行
政
に
参

加
す
る
こ
と
は
、
融
和
団
体
の
よ
う
に
仮
に
天
皇
制
融
和
に
直
属
す

る
よ
う
な
や
り
方
な
ら
と
も
か
く
、
民
主
的
に
あ
る
い
は
自
由
主
義

的
で
あ
れ
部
落
住
民
の
立
場
か
ら
要
求
し
、
参
加
す
る
こ
と
は
い
け

な
い
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
私
が
問
題
提
起
し
た
い
こ

と
で
す
。
同
和
（
融
和
）
行
政
へ
の
参
加
の
仕
方
だ
っ
て
い
ろ
い
ろ

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
水
平
社
の
主
体
性

を
守
っ
て
参
加
し
た
ら
い
け
な
い
の
か
。

こ
れ
は
調
べ
て
い
き
ま
す
と
そ
う
い
う
事
例
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ

け
で
す
。
初
期
の
水
平
社
の
場
合
、
奈
良
な
ど
の
例
で
も
積
極
的
に

（
融
和
行
政
に
）
参
加
し
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
部
落
改
善

次
に
三
番
目
で
す
が
、
こ
れ
も
根
本
的
な
話
に
な
る
の
で
す
が
、

私
に
と
っ
て
乱
暴
な
整
理
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
融
和
運
動
は
改
良

主
義
で
あ
り
、
天
皇
主
義
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
融
和
運
動
を
推
し

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
・
民
主
主
義
的
革
命
論
で
い
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
そ
れ
を
「
講
座
派
」
は
実
践
の
上
で
は
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
本
当
は
こ
の
論
理
で
い
き
ま
す
と
自
由
主
義
・
民
主
主
義
者
な

ど
と
広
範
な
統
一
戦
線
論
を
組
ま
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
と

こ
ろ
が
戦
術
と
し
て
は
社
会
民
主
主
義
批
判
な
ん
で
す
。
「
社
民
主

要
打
撃
論
」
に
な
っ
て
、
「
社
民
」
は
革
命
を
め
ざ
さ
な
い
の
で
、

裏
切
り
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
批
判
し
て
し
ま
う
。

こ
の
こ
と
と
「
講
座
派
」
の
い
う
封
建
制
批
判
と
は
私
は
矛
盾
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
曰
本
資
本
主
義
論
争
を
当
時
か
ら
戦
後

に
か
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
内
田
穰
吉
、
小
山
弘
健
氏
の
整
理
に
無
理

が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
わ
た
く
し
は
弓
講
座
派
』
的

立
場
で
言
う
な
ら
社
民
と
も
仲
良
く
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
じ
ゃ
な

い
か
。
統
一
戦
線
を
組
ま
な
い
と
い
け
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
。
こ

う
な
る
と
山
川
均
や
大
山
郁
夫
の
復
権
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
と
は

大
き
く
な
っ
て
き
ま
す
の
で
こ
の
ぐ
ら
い
に
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
が

二
番
目
の
問
題
で
す
。

■■■■ 
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費
は
と
っ
た
ら
堕
落
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
私
は
全
水
の
改
善
費
批
判
の
中
か
ら
で

て
き
た
体
験
が
背
景
に
あ
り
、
本
当
は
要
求
し
た
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
従
っ
て
差
別
に
対
す
る
「
賠
償
」
と
い
う
議
論
が
で
て
い
く

わ
け
で
す
。
つ
ま
り
「
同
和
（
融
和
）
行
政
」
に
参
加
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
点
を
い
ろ
ん
な
角
度
で
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
一
つ
。

二
番
目
に
、
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
左
派
の
人
が
使
っ
て
お
ら
れ

る
理
論
的
実
践
的
枠
組
み
（
私
は
「
講
座
派
」
的
枠
組
み
ｌ
革
命

的
政
党
指
導
の
も
と
に
半
封
建
的
曰
本
の
改
革
・
革
命
と
い
う
立

場
ｌ
）
を
論
理
的
に
み
て
み
ま
す
と
、
半
封
建
制
批
判
Ⅱ
革
命
そ

の
あ
と
で
の
社
会
主
義
革
命
と
い
う
二
段
階
革
命
論
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
Ⅱ
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
学
ば
れ
た
皆
さ

ん
周
知
の
こ
と
で
す
が
、
曰
本
の
半
封
建
制
（
天
皇
制
、
地
主
制
な

ど
）
が
部
落
差
別
を
残
し
て
い
る
か
ら
、
こ
う
い
う
半
封
建
的
制
度

を
な
く
す
こ
と
が
ま
ず
第
一
。
つ
い
で
半
封
建
制
撤
廃
を
通
じ
て
、

社
会
主
義
革
命
へ
と
移
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
と

こ
ろ
で
、
そ
う
な
る
と
自
由
主
義
的
な
民
主
主
義
的
な
改
革
論
と
い

う
の
を
前
提
に
お
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
｜
段
階
目
は
少
な
く
と
も

進
め
て
い
き
ま
す
と
保
守
・
反
動
に
組
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
の
疑
問
点
で
す
。
つ
ま
り
、
部
落
解
放

に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
一
つ
は
主
体
的
な
人
間
解
放
的
な
、
あ

る
い
は
差
別
糾
弾
的
な
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
人
間
尊
重
の
側
面
が
、

つ
ま
り
水
平
社
的
な
側
面
が
あ
る
。
一
方
、
客
観
的
な
と
い
う
の
で

し
ょ
う
か
、
日
常
的
な
あ
る
い
は
「
丑
松
」
的
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
、
解
放
Ⅱ
開
放
を
め
ざ
す
行
動
が
あ
る
。

一
度
、
統
計
を
き
っ
ち
り
整
理
し
た
ら
は
っ
き
り
す
る
と
思
う
の

で
す
が
、
少
な
く
と
も
賤
称
廃
止
令
以
後
か
っ
て
一
・
七
％
あ
っ
た

人
口
比
が
現
在
一
。
○
％
に
下
降
し
、
そ
の
分
は
「
一
般
」
地
区
と

周
辺
に
散
在
し
て
し
ま
っ
た
（
表
１
参
照
）
。
残
存
し
て
い
る
人
々

を
と
っ
て
も
都
市
部
落
の
場
合
、
部
落
出
身
者
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
人
々
も
入
っ
て
い
ま
す
。
「
一
般
」
の
人
口
が
混
在
す
る
可
能
性

が
あ
り
、
そ
の
人
口
や
周
辺
の
人
口
（
地
区
人
口
）
を
含
め
ろ
と
明

治
初
期
と
変
化
し
な
い
。
つ
ま
り
、
同
和
関
係
人
口
は
相
対
的
に
減

少
し
な
い
（
絶
対
的
に
は
増
加
）
こ
と
も
現
実
に
は
差
別
が
存
在
す

る
こ
と
の
証
明
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
都
市
部
落
の
場
合
、
周

辺
を
ま
き
こ
み
な
が
ら
（
地
区
人
口
の
増
大
）
、
流
・
出
入
の
窓
口

的
機
能
を
は
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
「
部
落
」
と
い

う
共
同
体
か
ら
の
「
開
放
」
を
通
じ
て
い
く
ら
か
の
部
落
の
人
は

「
一
般
」
の
地
区
に
入
っ
て
き
て
い
ろ
。

し
か
し
、
自
分
が
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
言
う
と
差
別
さ
れ
る
状

四
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表１そ
れ
か
ら
第
五
番
目
と
し
て
、
西
光
さ
ん
の
「
転
向
」
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
一
連
の
松
田
、
朝
田
さ
ん
の
「
転
向
」
に
つ
な
が
る
議
論

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
中
村
福
治
さ
ん
が
松
田
さ
ん
に
関
し
て
、
い

ろ
ん
な
基
本
的
な
こ
と
を
話
し
て
お
ら
れ
る
弓
戦
時
下
抵
抗
運
動

と
『
青
年
の
環
上
）
こ
と
で
も
あ
る
。
初
め
て
詳
細
に
藤
野
さ
ん
が

西
光
の
転
換
を
あ
る
だ
け
の
資
料
を
積
み
あ
げ
て
論
理
的
に
追
求
さ

れ
た
と
私
は
思
う
ん
で
す
。
こ
の
（
藤
野
さ
ん
の
）
本
弓
水
平
運

‐
…
低
線
…

要
求
で
あ
っ
て
、
「
臣
民
」
的
社
会
で
す
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
だ
か
ら
最
低
線
の
闘
争
が
組
め
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
い
う
闘
争
と
一
定
の
と
こ
ろ
で
組
め
て
も
よ
い
、
あ
っ

て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

こ
れ
は
、
私
個
人
と
し
て
「
一
般
」
の
側
か
ら
主
張
し
た
い
事
で

え
ば
松
本
さ
ん
と
い
う
人
は
、
部
落
問
題
の
解
決
を
中
心
に
置
か
な

い
よ
う
な
解
放
運
動
だ
っ
た
ら
参
加
し
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
っ

た
。
戦
術
と
し
て
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
利
用
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
考

え
な
の
か
、
藤
野
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
主
体
的
に

も
松
本
さ
ん
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
利
用
に
つ
か
っ
て
お
っ
て
そ
の
立
場
か

ら
の
興
亜
運
動
派
へ
の
反
対
な
の
か
、
そ
れ
と
も
興
亜
運
動
の
方
が

部
落
問
題
に
つ
い
て
重
点
を
置
か
な
か
っ
た
か
ら
反
対
し
た
の
か
な

ど
、
松
本
さ
ん
の
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
う
点

が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
突
っ
込
ん
で
ミ
ク
ロ
に
考
え
る
話
は
学
会

で
も
今
日
が
初
め
て
な
も
の
で
し
て
、
も
っ
と
多
様
な
立
場
で
の
研

究
者
が
自
由
に
意
見
を
交
換
し
て
や
ら
な
い
と
研
究
が
進
ま
な
い
話

で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

％ 部落人口日本人ロ

1.73 520.451 1870(明治初年)ごろ 30.085.401 

七
1．４４ 1,003,290 1935(昭和10)年 254.148 6９ 

1.166.733＊ 0．９５ 1987(昭和62)年 122.264,000 

2.010.230*＊ 1.64 122.264.000 

*＊地区人口で、＊の関係人口とはことなる。

況
が
根
強
く
存
在
す
る
か
ら
、

よ
ほ
ど
の
差
別
糾
弾
の
と
き
以

外
は
沈
黙
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
う
い
う
非
民
主
的
と
言

う
か
、
闘
い
え
な
い
と
い
う

か
、
精
神
的
内
在
的
差
別
状
況

に
た
え
る
よ
う
な
、
あ
い
ま
い

な
「
開
放
」
で
あ
る
。

一
般
の
社
会
的
経
済
的
共
同

体
と
し
て
開
か
れ
る
べ
き
「
開

放
」
も
す
っ
き
り
し
な
い
非
民

主
的
な
経
過
が
や
は
り
あ
る
ん

で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

戦
前
の
融
和
団
体
は
そ
う
い
う

線
に
の
っ
て
い
る
。
就
職
の
自

由
、
居
住
の
自
由
を
言
う
わ
け ’ 

Ｉ あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
含
め
ま
す
と
部
落
解
放
は
も
っ
と

広
く
枠
を
と
っ
て
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の

人
民
融
和
・
国
民
融
和
と
い
う
議
論
を
い
う
場
合
の
枠
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
線
か
ら
見
ま
す
と
、
や
は
り
藤
野
さ
ん
や
渡
辺
さ
ん
の
考

え
は
ま
だ
講
座
派
（
社
会
主
義
的
民
主
主
義
的
革
命
）
的
で
は
な
い

か
と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
第
三
番
目
の
意
見
で
す
。

そ
れ
か
ら
第
四
番
目
は
、
大
和
報
国
運
動
の
評
価
と
か
さ
な
っ
て

き
ま
し
て
ｌ
こ
れ
は
松
本
さ
ん
の
評
価
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
が
Ｉ
松
本
は
な
ぜ
大
和
報
国
運
動
の
中
で
、
興

亜
運
動
の
方
に
、
い
わ
ば
当
初
は
興
亜
運
動
の
方
向
へ
も
全
水
は
賛

成
し
て
い
て
、
興
亜
運
動
下
の
方
向
へ
進
め
よ
う
と
い
う
「
中
融
」

の
分
派
と
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
金
静
美
さ
ん
が
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
「
朝
鮮
独
立
・
反

差
別
・
反
天
皇
制
」
『
思
想
』
七
八
六
号
）
焦
点
だ
と
思
う
の
で
す

が
。
こ
の
興
亜
運
動
に
反
発
し
て
松
本
さ
ん
が
離
脱
す
る
Ⅱ
全
水
が

興
亜
運
動
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

つ
ぎ
に
「
同
和
奉
公
会
」
が
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し

て
も
指
導
権
を
融
和
運
動
に
と
ら
れ
る
な
ら
、
合
流
す
る
こ
と
を
松

本
さ
ん
は
拒
否
す
る
と
い
う
よ
う
な
経
過
が
あ
る
。
突
き
つ
め
て
言

動
の
社
会
思
想
史
的
研
究
こ
の
中
で
一
番
の
圧
巻
は
、
や
は
り
西

光
の
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
お
か
げ
で
、
西
光
の
思
想
の
論
理
的

分
析
が
一
番
詳
し
く
で
き
た
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
分
、
松
田

喜
一
を
分
析
す
る
よ
り
も
有
効
で
あ
っ
た
。

藤
野
さ
ん
は
、
こ
こ
の
部
分
を
「
擬
似
革
命
論
」
あ
る
い
は
最
近

の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
研
究
を
手
本
に
し
た
「
草
の
根
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
」

と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
お
ら
れ
る
。
私
は
『
奈
良
の
部
落
史
』
（
奈

良
市
刊
）
で
は
（
西
光
さ
ん
の
転
換
を
）
「
新
し
い
転
換
だ
」
と
書

い
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
は
藤
野
さ
ん
に
「
じ
ゃ
あ
新
し
い
転
換
と
は

い
っ
た
い
何
か
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
し
て
、
現
在
私
は
深

く
考
え
る
に
は
論
理
的
に
解
答
を
出
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
藤
野
さ
ん

の
本
の
原
資
料
を
み
ま
し
て
、
私
に
は
若
干
異
な
る
議
論
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
西
光
は
水
平
運
動
だ
っ
た
ら
差
別
糾
弾
、
労
働
・
農
民

運
動
だ
っ
た
ら
ス
ト
ラ
イ
キ
、
小
作
争
議
な
ど
を
労
・
農
・
水
の
立

場
に
た
っ
て
評
価
す
る
わ
け
で
す
。
対
立
・
抗
争
を
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
ん
で
す
。

し
か
し
、
一
番
気
に
な
る
点
は
天
皇
制
へ
の
帰
依
・
期
待
な
の
で

す
。
こ
れ
は
藤
野
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
西
光
の
「
転
向
」
は

そ
こ
に
か
か
っ
て
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
私
の
考
え
で
は

西
光
の
よ
う
な
天
皇
崇
拝
は
、
や
は
り
ど
う
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
い

ま
す
と
キ
リ
ス
ト
教
、
ロ
シ
ア
革
命
で
い
う
と
ツ
ア
ー
崇
拝
な
ど
の

よ
う
な
関
連
に
な
っ
て
い
て
、
一
回
天
皇
制
に
国
民
が
殺
さ
れ
な
い

一ハ



（
『
同
和
政
策
の
歴
史
」
で
融
和
運
動
の
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て

い
て
、
融
和
運
動
の
側
か
ら
す
る
積
極
的
な
全
水
に
対
す
る
働
き
か

け
の
叙
述
が
あ
り
、
こ
の
点
も
ふ
れ
ろ
と
も
っ
と
深
ま
っ
て
議
論
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
本
日
、
全
水
の
「
転
向
」
に
つ
い
て
そ
の
参
考
的
な
資

料
と
し
て
、
議
論
の
材
料
と
し
て
あ
げ
さ
せ
て
頂
く
の
が
３
の
項
の

内
容
紹
介
で
す
。
な
ぜ
私
が
そ
ん
な
「
草
の
根
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
言

い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
私
な
り
の

特
徴
を
も
っ
た
天
皇
制
的
な
意
味
合
い
の
言
葉
に
置
き
か
え
る
の
か

て
と
い
う
点
で
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
本
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一

、列
九
一
一
一
八
年
の
五
月
に
出
た
本
で
し
て
、
名
古
屋
の
保
護
監
察
所
（
こ

に
れ
は
思
想
犯
を
集
め
て
そ
こ
で
教
育
を
し
、
世
の
中
に
有
意
義
な
人

Ｊ
 

緬
材
と
し
て
「
転
向
」
を
う
な
が
す
と
い
う
施
設
で
す
）
か
ら
出
た
本

ｒ
で
、
『
農
村
厚
生
講
習
会
の
概
況
』
と
い
う
本
で
す
。

るけ
内
容
は
一
一
一
重
県
の
例
で
（
一
一
一
重
県
は
名
古
屋
の
管
轄
で
し
た
）
、

鮒
三
重
県
の
部
落
史
研
究
会
が
上
田
音
市
さ
ん
の
伝
記
で
『
解
放
運
動

鰯
と
と
も
に
ｌ
上
田
音
市
の
歩
み
』
を
発
表
し
た
と
き
の
資
料
と
し
て

鮒
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
頂
い
た
本
と
資
料
を
読
ま
せ
て
頂
い
た
の

・
で
す
が
、
た
い
へ
ん
「
転
向
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う

職
と
と
な
の
か
ず
い
ぶ
ん
考
え
さ
せ
る
叙
述
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
・

水
こ
の
こ
と
を
少
し
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
こ
の
本
は
集
ま
っ
て

〃
い
る
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
も
、
曰
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
・
全
農
・
全
水

156 
と
天
皇
へ
の
幻
想
が
破
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
と

こ
ろ
が
日
本
の
場
合
は
天
皇
そ
の
も
の
が
露
骨
に
弾
圧
せ
ず
、
二
重

構
造
に
な
っ
て
い
て
、
天
皇
本
体
は
血
で
汚
れ
な
い
構
造
に
な
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
一
一
重
三
重
の
多
層
構
造
の
た
め
「
あ
の
方

（
天
皇
）
は
そ
ん
な
こ
と
（
弾
圧
・
拷
問
す
る
よ
う
な
こ
と
、
地
主

・
資
本
へ
の
味
方
）
な
い
だ
ろ
う
」
。
「
期
待
す
れ
ば
革
命
的
な
要
求

も
実
現
で
き
る
ん
で
は
な
い
か
」
。
つ
ま
り
天
皇
革
新
で
す
ね
。
そ

の
期
待
が
一
貫
し
て
破
れ
て
な
い
。
ま
た
そ
れ
が
「
転
向
」
の
一
番

大
き
な
バ
ネ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
「
転
向
」
は
偽
装
転
向
を
含
め
て
の
「
転
向
」
で

す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
逆
に
積
極
的
に
日
本
の
歴
史
の
上
で
お
こ
な

う
こ
と
は
、
伝
統
的
な
行
動
と
も
い
え
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、

守
護
・
戦
国
大
名
で
も
他
大
名
を
支
配
す
る
際
天
皇
を
使
っ
て
い
き

ま
す
。
明
治
維
新
で
も
し
か
り
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
だ
け
天
皇
と
い

う
の
は
幻
想
で
な
く
実
体
的
精
神
力
的
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
政
治

権
力
・
勢
力
の
転
換
点
に
使
え
る
だ
け
の
精
神
的
実
力
を
持
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
点
で
、
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
い
う

「
擬
似
革
命
論
」
と
も
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

も
っ
と
土
着
的
伝
統
的
で
あ
っ
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
型
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と

は
ま
た
異
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
天
皇
革
新
が
成
功
す
れ
ば
ヒ
ト
ラ
ー
型
と
は
、
ま
た
別
の

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
い
ま
す
か
、
別
の
国
家
が
で
き
る
ん
で
は
な
い
か

と
ｌ
こ
れ
も
私
の
幻
想
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ｌ
思
え
る
く
ら
い

天
皇
制
と
い
う
も
の
が
持
っ
て
い
る
特
異
性
、
独
自
性
と
い
う
も
の

は
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
何
も
全
水
の
活
動
家
だ
け
で

な
く
、
他
の
運
動
家
も
同
じ
よ
う
な
幻
想
を
持
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
を
や
は
り
解
か
な
い
と
こ
の
戦
時
下
「
転
向
」
の
話
は

Ｉ
あ
る
い
は
日
本
的
融
和
主
義
へ
の
批
判
と
つ
な
が
る
ｌ
解
答

に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
六
番
目
の
結
論
で

ご
ざ
い
ま
す
。

運
動
を
考
え
る
う
え
で
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る
内
容
で
す
。
例
え
ば

全
農
・
全
水
の
関
係
者
で
は
上
田
音
市
、
梅
川
文
男
、
池
端
勘
七
、
新

田
彦
蔵
、
松
井
久
吉
な
ど
計
三
八
人
ほ
ど
の
人
々
が
集
め
ら
れ
ま
し

て
、
講
習
会
、
講
演
会
を
三
月
一
九
’
一
一
一
一
一
日
の
四
曰
ほ
ど
の
間
に

行
っ
た
も
の
の
記
録
で
す
。
こ
こ
に
来
る
講
師
は
三
つ
の
流
れ
が
あ

っ
て
、
一
つ
は
山
崎
延
吉
の
よ
う
な
農
本
主
義
者
や
、
企
画
院
（
農
業

経
済
）
の
八
木
沢
善
次
、
平
田
（
東
京
保
護
観
察
所
長
）
の
よ
う
な
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
行
政
マ
ン
、
も
う
一
つ
は
転
向
者
で
、
村
山
藤
四
郎
（
も

と
党
農
民
委
員
会
委
員
）
の
よ
う
な
人
も
講
師
と
し
て
来
て
い
る
。

講
演
、
講
義
は
合
宿
し
な
が
ら
午
前
・
午
後
・
夜
と
五
曰
間
一
二

回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
過
去
の
思
想
や
運
動
経
験

を
ふ
ま
え
た
質
疑
応
答
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
み
て
い
ま

す
と
、
決
し
て
講
師
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
な
い
９
一
例
を
あ
げ

ま
す
と
、
「
日
本
精
神
を
い
ろ
い
ろ
唱
え
る
人
も
あ
る
よ
ケ
な
の

で
、
日
本
精
神
と
革
新
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
た
い
と
』
思
い
ま

す
」
と
い
う
質
問
を
や
っ
た
り
、
松
井
久
吉
さ
ん
な
ん
か
は
八
Ａ
日

本
精
神
は
日
本
民
族
の
本
能
で
あ
り
、
実
感
で
あ
る
と
闇
が
ざ
鉱
蓬

い
る
が
、
理
論
的
に
説
明
づ
け
ら
れ
ま
す
か
」
と
か
詮
議
識
慰
は
鑓

川
と
い
う
人
は
、
「
小
作
争
議
に
お
い
て
調
停
に
救
簿
場
餐
ｐ
我
蕊

は
国
家
の
た
め
に
や
れ
と
言
わ
れ
る
の
で
渉
が
謬
私
鐘
参
腫
地
鑓
磁

た
め
に
小
作
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
う
国
家
⑮
露
鹸
籟
麹
蕊
欝
言

わ
れ
る
の
は
理
解
で
き
な
い
。
小
作
官
が
我
瀦
薩
薗
鱗
態
鑓
魁
庭
や

七
番
目
は
厚
生
皇
民
運
動
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
全
水
ポ
ル
派
が
融

和
運
動
の
成
功
に
対
応
し
て
行
動
し
た
も
の
で
す
が
、
皇
民
運
動
の

一
番
の
焦
点
は
結
局
経
済
更
生
と
国
家
革
新
課
題
を
ど
う
つ
な
げ
、

解
く
の
か
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
は
最
初
の
問
題
と
つ
な
が
り
ま
す

が
、
階
級
闘
争
と
経
済
闘
争
、
生
活
擁
護
闘
争
と
の
関
連
と
い
う
問

題
に
戻
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
従
っ
て
一
番
目
に
申
し
あ
げ
た
戦
時
下

の
同
和
政
策
を
め
ぐ
る
運
動
に
関
し
て
、
渡
辺
さ
ん
と
藤
野
さ
ん
と

私
の
評
価
の
差
異
の
問
題
で
す
。

こ
れ
は
、
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
持
っ
て
い
る
意
味
を
も
う
一
度

問
い
直
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
藤
野
さ
ん

は
、
曰
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
下
の
革
新
の
と
こ
ろ
で
、
前
に
単
行
本

Ｉ 八






