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『
続 

人
物
で
つ
づ
る
被
差
別
民
の
歴
史
』（
二

〇
〇
六
）
を
読
ん
で
、
改
め
て
大
塩
の
乱
と
渡

辺
村
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い（

１
）。

当
時

と
し
て
は
比
較
的
客
観
的
に
書
か
れ
て
い
た
と

は
い
え
、
乱
の
際
の
城
方
与
力
・
坂
本
鉉
之
助

の
書
い
た
『
咬
菜
秘
記
』
だ
け
を
鵜
呑
み
に
し

た
岡
本
良
一
『
大
塩
平
八
郎
』（
一
九
七
五
）

の
説
は
、
被
差
別
部
落
史
で
も
原
田
伴
彦
以
下

な
ん
の
疑
い
も
な
く
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。
岡
本

は
大
塩
の
被
差
別
部
落
民
観
を
、
乱
に
際
し
て

渡
辺
村
の
小
頭
ら
の
遅
参
を
大
塩
が
な
じ
っ

た
、
と
い
う
『
咬
菜
秘
記
』
に
記
さ
れ
た
一
件

か
ら
、「
平
八
郎
は
し
ば
し
ば
部
落
民
の
解
放

を
口
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
⋮（
中
略
）

⋮
部
落
民
の
熾
烈
な
解
放
意
欲
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
か
ぎ
り
な
い
献
身
を
期

待
す
る
封
建
支
配
階
級
的
意
図
か
ら
出
た
と
こ

ろ
の
、
ま
こ
と
に
狡
猾
な
術
策
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
そ
の
真
意
に
至
っ
て
は
、
む
し
ろ
解
放
と

は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
つ
た
と
解
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
た
。
こ

こ
ま
で
云
う
と
大
塩
の
乱
と
は
一
体
な
ん
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
岡
本
流
に
云
え
ば
、
大
塩
の
野
望

を
遂
げ
る
た
め
に
被
差
別
部
落
民
は
も
と
よ

り
、
門
人
の
農
民
ま
で
利
用
し
て
自
己
の
鬱
憤

を
晴
ら
す
私
憤
か
狂
気
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

大
塩
の
乱
の
歴
史
的
な
意
義
が
見
失
わ
れ
る
。

　

大
塩
の
乱
と
被
差
別
部
落
の
関
係
は
、
渡
辺

村
と
の
関
係
だ
け
で
考
え
る
の
は
不
十
分
で
、

岡
本
の
間
違
い
も
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
。
岡
本

流
に
云
う
と
、
吹
田
村
や
般
若
寺
村
（
現
大
阪

市
旭
区
）な
ど
の
被
差
別
部
落
民
は
大
塩
の「
狡

猾
な
術
策
」
に
は
ま
っ
て
参
加
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
例
え
ば
般
若
寺
村
の
か
わ
た
は
日
常
的

に
庄
屋
橋
本
忠
兵
衛
の
陽
明
学
的
な
仁
愛
思
想

に
ふ
れ
、
忠
兵
衛
の
呼
び
か
け
に
は
一
も
二
も

な
く
参
加
し
た
。
こ
れ
を
狡
猾
な
術
策
と
い
え

ば
、
私
達
が
日
常
的
に
取
り
結
ぶ
人
間
関
係
と

は
一
体
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

私
は
、
大
塩
と
渡
辺
村
の
知
識
層
を
中
心
に

共
有
さ
れ
て
い
た
中
国
の
司
馬
遷
『
史
記
』
の

樊
囎
伝
に
注
目
し（

２
）、

そ
こ
か
ら
両
者
の
暗
黙
の

合
意
を
主
張
し
た
。
い
ま
一
つ
は
大
塩
思
想
そ

の
も
の
に
あ
る
万
物
一
体
の
仁
の
思
想
で
、
大

塩
自
身
が
身
分
的
階
層
社
会
の
悲
哀
を
感
じ
る

な
か
で
、
被
差
別
部
落
民
の
立
場
に
深
い
理
解

を
示
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
き
た
。
だ
か
ら

こ
そ
命
を
賭
け
た
乱
に
際
し
て
も
信
頼
で
き
る

協
力
者
と
し
て
被
差
別
部
落
民
を
位
置
づ
け
た

の
で
あ
る
。
そ
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
が
渡
辺
村
側
で
あ
っ
た
。

部
落
史
の
窓
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岡
本
の
よ
う
に
一
方
的
に
被
差
別
部
落
民
は

利
用
さ
れ
る
存
在
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
、
被

差
別
部
落
民
は
何
も
考
え
な
い
、
力
あ
る
者
に

指
示
さ
れ
れ
ば
そ
れ
に
従
う
心
卑
し
い
集
団
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
大
塩
に
従
う
こ
と
で
身
分

的
解
放
の
機
会
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
被
差

別
部
落
民
に
と
っ
て
悪
し
き
選
択
な
の
だ
ろ
う

か
。
時
代
は
被
差
別
部
落
民
を
差
別
す
る
の
は

当
然
と
す
る
近
世
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。

　

大
塩
に
と
っ
て
の
聖
人
の
学
は
す
べ
て
の
人

に
開
か
れ
た
学
問
で
あ
っ
た
。
被
差
別
部
落
民

と
い
え
ど
も
、
政
治
改
革
を
行
う
聖
人
の
心
を

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
立
場
で
あ
っ

た
。
大
塩
は
乱
へ
の
参
加
を
促
す
こ
と
で
政
治

改
革
へ
の
機
会
を
被
差
別
部
落
民
と
共
に
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

何
よ
り
も
大
塩
思
想
の
根
幹
で
あ
る
良
知
を

致
し
心
を
太
虚
に
帰
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
身

を
慎
み
私
欲
を
断
ち
正
心
誠
意
の
人
に
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
正
心
誠
意
の
人
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
己
を
偽
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
る
。
虚
言
で
他
者
を
騙
す
な
ど
は
も
っ

て
の
外
の
行
為
で
あ
っ
た
。
私
欲
の
た
め
に
す

る
行
為
は
大
塩
の
も
っ
と
も
憎
む
と
こ
ろ
で
あ

る
。
被
差
別
部
落
民
を
、
そ
の
熾
烈
な
解
放
意

欲
を
利
用
し
て
乱
に
動
員
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

知
行
合
一
を
説
い
た
大
塩
の
陽
明
学
的
思
想
は

成
り
立
た
な
く
な
る
。
村
々
か
ら
被
差
別
部
落

民
が
参
加
し
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
門
人

か
ら
伝
え
ら
れ
た
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対

す
る
共
鳴
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
大
塩
が
被
差
別
部
落
民
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
解
放
論
を
説
い
て
い
た
か
は

定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
大
塩
が
最
初
に
王
陽

明
の
著
書
に
接
し
た
の
が
三
輪
執
斎
（
一
六
六

七
～
一
七
四
四
）
の
『
伝
習
録
』
で
あ
り
『
古

本
大
学
』
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
執
斎
の
そ
の

他
の
陽
明
学
関
係
の
著
書
に
も
目
を
通
し
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。と
り
わ
け
執
斎
の『
四

言
教
講
義
』
は
陽
明
学
入
門
の
名
著
で
あ
り
、

大
塩
も
『
四
言
教
』
の
重
要
さ
を
承
知
し
て
い

た（
３
）。

こ
れ
ら
の
経
緯
か
ら
執
斎
の
『
四
言
教
講

義
』
を
読
ん
だ
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ

の
『
四
言
教
講
義
』
の
な
か
に
被
差
別
部
落
民

の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
少
し
長
い
議
論

で
あ
る
が
、
紹
介
し
よ
う
。

　

問 　

し
か
ら
ば
、
古
聖
人
の
説
た
ま
へ
る
四

書
六
経
は
、
み
な
無
用
の
物
に
て
、
書
は

古
人
の
糟
粕
な
ど
云
る
論
、
あ
た
れ
り
と

す
る
か
。

　

答 　

そ
れ
は
道
し
ら
ぬ
人
の
偏
見
な
り
。
夫

四
書
六
経
は
皆
良
知
の
す
が
た
に
て
、
我

心
の
名
目
注
釈
也
。
六
経
四
書
の
実
は
我

心
に
在
り
。
わ
が
心
の
形
象
名
目
は
六
経

四
書
に
在
也
。
故
に
我
本
心
を
失
ひ
た
る

人
は
其
形
象
名
目
を
六
経
四
書
に
尋
ね

て
、
己
が
良
知
に
照
し
、
合
せ
て
是
を
取

返
さ
ず
ん
ば
、
何
に
よ
り
て
其
本
に
か
へ

る
事
を
得
む
や
。
我
本
心
を
失
ふ
こ
と
は

人
欲
の
妨
故
也
。
故
に
人
欲
を
去
て
天
理

に
か
へ
る
を
学
と
云
ふ
。
⋮
（
中
略
）
⋮

然
る
に
我
心
の
実
を
失
ひ
て
四
書
六
経
の

文
義
を
の
み
見
る
を
道
と
覚
た
る
は
、
折

紙
の
目
録
を
太
力
馬
也
と
を
も
ふ
に
ひ
と

し
。
⋮
（
中
略
）
⋮
四
書
六
経
の
実
を
よ

く
し
ぼ
り
と
り
た
る
あ
と
は
、
か
す
と
も

い
ふ
べ
し
。
そ
の
酒
と
も
の
粕
と
思
ひ
て

捨
る
は
異
端
也
。
⋮
（
中
略
）
⋮
書
を
よ

む
の
み
を
学
と
い
は
ば
、
書
を
よ
む
い
と

ま
な
き
者
は
、
学
は
一
生
の
内
に
な
ら
ぬ

事
な
り
。
其
四
書
六
経
の
実
な
る
我
心
に

を
い
て
修
す
る
時
は
、
書
を
よ
ま
ぬ
と
き
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も
、そ
の
実
我
心
に
在
。そ
の
心
あ
れ
ば
、

少
の
隙
を
も
他
に
用
ひ
ず
し
て
、
四
書
六

経
に
考
へ
て
間
断
な
か
る
べ
し
。

　

四
書
六
経
を
い
く
ら
読
ん
で
も
、
人
欲
で
心

の
実
ま
こ
と
を
失
っ
て
い
て
は
、
そ
れ
は
学
問

の
し
ぼ
り
粕
を
読
む
よ
う
な
も
の
で
真
の
学
問

で
は
な
い
。
四
書
六
経
を
読
む
だ
け
が
学
問
で

は
な
い
。
そ
れ
で
は
書
を
読
む
暇
の
な
い
者
は

学
問
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
常
に
我
心
に
実
を
失
わ
な
い
よ
う
に
す

る
努
力
が
肝
心
で
あ
る
、
と
執
斎
は
説
い
た
。

　

問 　

い
へ
る
所
の
如
く
な
れ
ば
、
誠
に
有
が

た
き
事
に
心
え
は
べ
る
。
然
ど
も
、
悪
人

の
聖
人
と
な
る
と
云
、
異
端
邪
悪
の
徒
も

堯
舜
と
な
る
と
い
へ
る
は
、
か
の
煩
悩
即

菩
提
の
類
に
て
、
陽
儒
陰
仏
の
説
と
聞
え

侍
る
。
朱
学
の
徒
は
、
仏
者
な
ど
は
講
席

へ
も
入
れ
ず
、
厳
に
我
道
を
守
に
、
そ
れ

も
堯
舜
と
な
る
べ
し
と
い
へ
る
は
、
心
得

難
し
。

　

四
書
六
経
を
読
む
だ
け
が
学
問
で
は
な
い
と

し
て
も
、
人
は
実
の
心
を
取
り
戻
せ
ば
悪
人
・

異
端
邪
悪
の
徒
も
堯
舜
の
よ
う
な
聖
人
の
域
に

達
す
る
と
い
う
の
は
如
何
な
も
の
か
、
と
門
人

が
さ
ら
に
尋
ね
る
と
、
執
斎
は
答
え
た
。

　

答 　

教
は
元
来
悪
人
愚
人
異
端
邪
類
の
為
に

設
け
た
る
者
也
。
如
何
と
な
れ
ば
、
賢
人

君
子
に
は
教
な
く
て
も
可
也
。
正
統
の
人

に
は
説
く
べ
き
事
な
し
。
愚
を
明
か
に
し

て
異
端
を
正
統
に
す
る
こ
そ
、
真
の
学
術

な
る
べ
け
れ
。
⋮
（
中
略
）
⋮
道
を
聞
む

と
望
む
者
あ
ら
ば
、
い
か
よ
う
の
愚
人
悪

人
異
端
の
邪
類
に
て
も
、
随
分
き
か
せ
た

き
は
、我
聖
門
の
教
な
り
。是
よ
り
の
外
、

穢
多
乞
食
の
人
倫
に
齢
せ
ぬ
も
の
と
い
へ

ど
も
、
捨
べ
き
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
も

化
し
て
、
堯
舜
の
民
た
ら
し
む
べ
し
。
こ

れ
を
を
し
へ
有
て
類
な
し
と
云
ふ
也
。
夫

穢
多
乞
食
も
、
人
を
殺
し
火
を
放
ち
て
人

の
物
を
盗
と
ら
む
と
云
心
少
も
お
こ
れ

ば
、
是
即
桀
紂
が
心
な
り
。
こ
の
者
と
て

も
、
是
を
悪
也
と
知
た
る
良
知
は
、
堯
舜

に
か
は
る
事
な
け
れ
ば
、
其
良
知
に
従
て

其
悪
念
を
ひ
る
が
へ
さ
ば
、
則
堯
舜
の
民

た
る
な
り
。
獣
の
皮
を
剥
、
人
に
食
を
乞

て
世
を
わ
た
る
は
、
彼
等
が
職
分
也
。
淵

明
も
乞
食
せ
ら
れ
し
と
て
、
賢
者
た
る
に

害
な
し
。
樊
囎
は
屠
者
よ
り
起
り
て
、
功

臣
た
る
に
異
論
な
け
れ
ば
、
是
を
悪
な
り

と
も
云
ふ
可
ら
ず
。
是
人
皆
堯
舜
と
な
る

べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
上
は
人
君
よ
り
下
は

士
庶
人
、此
外
穢
多
乞
食
に
い
た
る
ま
で
、

み
な
人
也
。
⋮
（
後
略
）
⋮（

４
）

　

聖
人
の
教
え
は
元
は
と
い
え
ば
、
悪
人
愚
人

異
端
邪
の
類
を
道
に
導
く
た
め
の
教
え
で
、
そ

れ
が
真
の
学
問
の
姿
で
あ
る
。
道
を
求
め
る
者

に
は
相
手
が
誰
で
あ
ろ
う
が
、
門
を
開
く
の
が

陽
明
学
で
あ
る
。
だ
か
ら
穢
多
や
乞
食
の
よ
う

に
世
の
中
か
ら
疎
外
さ
れ
た
者
こ
そ
、
堯
舜
の

民
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陽
明
学
は
相
手

に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
穢
多
や
乞
食
が
悪
を
犯
せ
ば
そ
の

心
は
暴
君
の
心
と
同
じ
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
良

知
に
目
覚
め
れ
ば
堯
舜
の
よ
う
な
聖
人
と
か
わ

る
こ
と
は
な
い
。
穢
多
が
獣
の
皮
を
剥
ぎ
乞
食

が
人
に
食
を
乞
う
て
世
を
わ
た
る
は
、
士
農
工

商
が
そ
れ
ぞ
れ
職
分
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
等
の

職
分
な
の
だ
。
こ
れ
を
悪
と
し
て
決
め
つ
け
て

は
な
ら
な
い
。
陽
明
学
で
は
人
は
誰
で
も
堯
舜

の
よ
う
な
聖
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

「
上
は
人
君
よ
り
下
は
士
庶
人
、
此
外
穢
多
乞

食
に
い
た
る
ま
で
」
を
み
な
人
と
い
う
の
で
あ
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る
。

　

執
斎
に
と
っ
て
の
人
は
こ
の
よ
う
に
封
建
的

身
分
制
の
枠
を
超
え
、
社
会
的
生
活
者
を
均
し

く
人
と
し
た
。
近
世
朱
子
学
者
の
な
か
で
穢
多

乞
食
を
交
え
て
人
と
し
て
そ
の
社
会
的
存
在
を

受
容
的
に
把
握
し
た
学
者
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
朱
子
学
者
の
多
く
は
穢
多
の
存
在
を
そ
の

呼
称
の
通
り
に
、
穢
れ
た
存
在
と
し
て
非
人
間

的
な
否
定
的
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
士
農
工
商

の
身
分
制
度
の
外
側
に
位
置
づ
け
て
い
た
。
し

か
し
執
斎
は
穢
多
と
い
え
ど
も
社
会
的
存
在
と

し
て
人
間
社
会
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
、
士

農
工
商
と
対
等
な
職
分
、
職
能
と
し
て
把
握
し

た
の
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
根
底
に
は
、
天
地
万

物
が
一
体
の
仁
で
結
び
つ
く
と
す
る
陽
明
学
的

倫
理
観
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
執
斎
の
人
間

観
に
大
塩
も
十
分
に
刮
目
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と

こ
ろ
か
ら
、
大
塩
と
渡
辺
村
と
の
つ
な
が
り
も

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
先
の
『
咬
菜
秘
記
』
で
も
、
大
塩

が
大
坂
城
の
警
備
に
関
し
て
渡
辺
村
の
力
に
期

待
し
た
と
き
、
当
時
の
武
士
層
の
認
識
は
大
塩

の
行
為
を
「
学
者
に
似
ぬ
心
の
穢
れ
た
る
人
」

と
見
た
よ
う
に
、
武
士
と
穢
多
と
の
交
わ
り
は

「
卑
し
い
」
行
為
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
大

塩
は
そ
の
よ
う
な
朱
子
学
的
差
別
観
を
打
破
し

て
、
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
聖
人
の
学
＝
陽

明
学
的
視
点
か
ら
渡
辺
村
の
人
々
と
対
し
、
自

分
の
魂
の
分
身
と
し
て
小
頭
に
短
刀
ま
で
与
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
大
塩
の
こ
の
よ
う
な
人
間

観
を
無
視
し
て
、
大
塩
と
渡
辺
村
と
の
関
係
を

「
ま
こ
と
に
狡
猾
な
術
策
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」

と
批
判
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
正
鵠
を
え
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
全
く
見
失
わ
れ
て

き
た
陽
明
学
思
想
史
か
ら
、
大
塩
と
被
差
別
部

落
の
関
係
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。

註（
１
）
拙
稿
「
大
塩
平
八
郎
の
被
差
別
民
観
」

『
大
塩
研
究
』五
〇
号
、二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
２
）
司
馬
遷
『
史
記
』
樊
囎
伝
は
、
犬
の
肉

を
ひ
さ
ぐ
樊
囎
が
漢
の
武
帝
を
助
け
て
重

臣
に
登
用
さ
れ
た
史
伝
で
、『
咬
菜
秘
記
』

に
も
渡
辺
村
の
人
の
語
っ
た
言
葉
と
し
て

あ
り
、『
摂
津
役
人
村
文
書
』
に
も
関
連

す
る
記
事
「
一
種
の
社
会
・
抄
」
が
あ
る
。

（
３
）『
四
言
教
』
は
『
大
学
』
の
教
え
と
し

て
大
塩
の
重
視
し
た
と
こ
ろ
で
、『
洗
心

洞
剳
記
』
で
も
中
国
清
代
の
朱
子
学
者
陸

稼
書
・
呂
晩
村
ら
の
四
言
教
批
判
に
厳
し

い
反
比
判
（
下
巻
七
三
条
）
を
し
て
い
た
。

（
４
）『
日
本
倫
理
彙
編
（
陽
明
学
派
の
部
・

中
）』
四
一
八
頁
。




