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同和問題を正しく理解しよ

う

2 面
解放運動の父松本治一郎の
一 生

同
和
問
題
を

正
し
く

理
解
し
よ
う

同 和 問 題 と は

私
た
ち
が
い
ま
住
ん
で
い
る
こ
の
足
立
に
は
ま
だ
い
わ
れ
の
な

い
差
別
を
受
け
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

日
本
国
憲
法
が
、
国
民
は
法
の
も
と
に
平
等
で
あ
り
、
差
別
さ

れ
な
い
と
定
め
て
か
ら
三
十
年
、ま
だ
職
業
を
選
択
す
る
自
由
、教

育
の
機
会
均
等
を
保
障
さ
れ
る
権
利
、
居
住
や
移
転
の
自
由
、
結

婚
の
自
由
な
ど
の
基
本
的
人
権
を
完
全
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
人

た
ち
が
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
同
和
問
題
を
解
決
す
る
の
は
、
区
な
ど
行
政

の
仕
事
で
す
。
し
か
し
同
時
に
区
民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
御
協

力
を
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す

。

さ
て
、
同
和
問
題
と
は
、

被
差
別
部
落
の
問
題
を
い
い

ま
す
。
被
差
別
部
落
問
題
と

は
、
差
別
に
よ
っ
て
、
全
国

六
千
部
落
、三
百
万
人
の
人

が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
し
て
い
ま
す
。

こ
の
差
別
は
、
実
際
の
日
常
生
活
を
す

ご
す
な
か
に
あ
る
の
が
問
題
で
す
。

部
落
の
人
だ
か
ら
・
:人
が
嫌
が
る
仕
事

を
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え
と

、考
え
た
り

す
る
か
た
よ
っ
た
見
方
が
も
と
に
な
っ
て
、

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

皮
革
中
心
の
部
落
産
業
な
ど
で
働
く
の

が
当
然
だ
か
ら

、
土
地
は
い
ら
な
い
。
こ

う
し
て
同
和
地
区
の
人
た
ち
は

、
た
と
え

農
家
で
も
、土
地
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
な

い
と
さ
れ
て
齠
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す

。

貧
乏
は
勿
論

、
他
に
も
あ
り
ま
す
。
し

か
し
同
じ
貧
乏
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
立
場
に
自
分
の
責
任
で
な
く
、
押
し

こ
め
た
こ
と
に

、
行
政
は
い
ま
痛
切
に
責

任
を
感
じ
て
い
る
の
で
す

。

貧
し
い
か
ら

、
教
育
を
受
け
ら
れ
ず
、

教
育
が
な
い
か
ら
良
い
仕
事
に
つ
く
こ
と

が
で
き
な
い
。

こ
ん
な
循
環
が
、
い
つ
ま
で
も
続
か
な

い
よ
う
に
、
た
ち
切
っ
て
し
ま
う
仕
組
み

に
改
め
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ
が
同
和
問

題
の
基
本
で
す
。

同
和
地
区
は
な
ぜ
出
来

残
っ
た
の
で
す
か

ま
え
に
は

、
異
な
っ
た
人
種
だ
と
か

、

仕
事
が
特
別
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
…
な
ど

の
説
が
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ま
で
は
、
封

建
政
治
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す

。
つ
ま
り
幕

府
は
民
衆
か
ら
新
ら
し
い
支
配
者
が
出
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、身
分
を
定
め
て
世
襲

制
に
し
た
の
で
す
。そ
し
て
不
満
が
起
き

な
い
よ
う
に
、
あ
の
人
達
よ
り
は
自
分
が

ま
だ
ま
し
と
思
う
よ
う
な
階
級
を
作
り
出

し
た
の
で
す

。

身
分
が
低
い
だ
け
で
な
く
、
呼
び
名
も

差
別
的
な
「
え
た
」「
非
人
」
が
そ
れ
で
し

た
。
近
代
に
な
り

、
明
治
四
年
に
解
放
令

が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
戸
籍
に
は
新
平
民

と
書
く
よ
う
に
定
め
ら
れ

、
差
別
を
な
く

す
た
め
の
特
別
の
施
策
は
な
に
も
な
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
た
方
針
を
国
が
取
っ
た
の
は
、

遅
れ
て
近
代
社
会
に
仲
間
入
り
し
た
日
本

が
、外
国
に
早
く
追
い
つ
く
よ
う
に
、
富

国
強
兵
の
政
策
を
と
る
う
え
で
、ど
う
し

て
も
安
く
慟
く
人
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で

す
。そ
う
し
た
慟
く
人
ぴ
と
に
、仕
事
も

満
足
に
な
い
部
落
の
人
の
存
在
は
、私
の

方
が
ま
だ
ま
し
と
思
え
た
の
で
し
た
。

( 右) 総 合開発計画が すすむ矢田地区( 左) 同地区の住宅建設

いまどき差別があるのですか

私は差別していません

え
え
、ま
だ
あ
る
の
で
す
。内
閣
総

理
大
臣
の
諮
問
を
受
け
て
。昭
和
四
十

年
八
月
、同
和
対
策
審

議
会
が
行
な
っ
た
答
申

で
は
、差
別
に
は
、心

理
的
、実
態
的
、消
極

的
の
三
種
が
あ
る
と
し

て
い
ま
す
。

心
理
的
差
別
と
は
、

言
葉
や
文
字
で
侮
べ
つ

す
る
差
別
で
す
。
ま
た

不
合
理
な
見
方
に
よ
っ

て
、
結
婚
や
、就
職
、

交
際
を
拒
む
こ
と
を
い

い
ま
す
。実
態
的
差
別

と
は
、悪
い
環
境
や
近

代
化
さ
れ
な
い
職
業
構

成
、平
均
の
数
倍
に
も
な
る
生
活
保
護

き
わ
だ
っ
て
低
い
教
育
や
文
化
の
水
準

の
事
実
が
そ
う
で
す
。

消
極
的
差
別
と
は
、前
に
記
し
た
心
理

的
差
別
や
、実
態
的
差
別
を
そ
の
ま
ま

に
放
置
し
て
お
く
こ
と
で
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ

ま
で
具
体
的
に
差
別
的
な
こ
と
を
い
っ

た
り
し
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
の
特
集
号
や
、区

の
お
知
ら
せ
の
コ
ラ
ム
を
手
に
さ
れ
る

ま
で
、
差
別
の
こ
と
を
忘
れ
て
お
い
で

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
そ
こ
に
問

題
が
あ
る
の
で
す
。差
別
を
な
く
す
た

め
に
皆
さ
ん
が
何
か
を
積
極
的
に
し
な

け
れ
ば
、差
別
は
続
い
て
ゆ
く
の
で
す
。

た
。、差
別
し
な
い
の
で
は
な
く
、差

別
が
な
く
な
る
よ
う
に
、
皆
さ
ん
が
行

動
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
た
理
由
で
す

ま
た
区
や
都
や
国
が
実
施
す
る
施
策

に
つ
い
て
も
で
何
を
ど
う
す
べ
き
な
の

か
ご
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
れ
ば
幸
い
で

す
。

東京の同和問題と

同和行政の根拠

ま
え
に
は
粕
椢
か
ら
柬
に
は
『
部
落

は
無
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。し

か
し
、い
ま
で
は
各
地
で
そ

の
存
在
が
、
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
東
京
に
同
和

地
区
が
な
い
と
さ
れ
て
い

た
の
は

、
次
の
理
由
に
よ

る
も
の
で
す
。

第
一
に
、
東
京
で
は
大

正
大
震
災
や
太
平
洋
喊
争

で

、
家
を
失
な
っ
た
人
が

相
対
的
に
地
価
が
安
か
っ

た
同
和
地
区
に

、
土
地
や

家
を
求
め
て
入
り
こ
み
、混
在
が
進
ん

で
、地
区
が
わ
か
り
に
く
く・
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
す
。

次
に
大
き
な
理
由
は
、
折
角
田
舎
の
。

部
落
を
離
れ
て
。東
京
に
来
た
の
だ
か

ら
、
も
う
、そ
っ
と
し
て
お
い
て
欲
し

い
と
い
う
人
が
い
る
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
こ
れ
ま
で
東
京
で
は
、
地
区

を
対
象
に
同
和
事
業
を
実
施
す
る
関
西

に
対
し
、主
と
し
て
人
を
対
象
と
す
る

事
業
を
実
施
し
て
来
た
傾
向
が
あ
り
ま

し
た
。

し
か
し
将
来
は
、同
和
対
策
特
別
措

置
法
の
建
前
が
、
地
区
に
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
、順
次
地
区
の
存
在
を
明
ら
か
に
し

て
、
こ
れ
ら
の
地
区
で
施
策
を
こ
う
ず

る
よ
う
に
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、同
和
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
、行
政
の
根
拠
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

国
で
は
、同
和
行
政
の
重
要
性
を
考

え
、昭
和
四
十
四
年
同
和
対
策
事
業
特

別
措
置
法
を
制
定
し
ま
し
た
。

こ
の
法
律
で
は
、人
権
問
題
と
し
て

の
事
業
の
受
益
者
で
あ
る
人
の
自
覚
と

あ
い
ま
っ
て
、同
和
地
区
住
民
の
社
会

的
、経
済
的
地
位
の
向
上
を
、不
当
に

は
ば
ん
で
い
る
も
の
を
、十
年
間
で
解

消
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

一
方
、区
や
都
で
は
、同
和
対
策
委

員
会
な
ど
を
庁
内
に
設
け
る
な
ど
し
て
、

具
体
的
課
題
の
解
決
を
目
指
し
て
い
る

の
で
す
。

解放運動のあらまし

古
い
こ
と
は
さ
て
お
き

、
明
治
以
後
の

運
動
は
、
ま
ず
有
志
の
融
和
運
動
と
し
て

始
ま
り
ま
し
た

。

「
同
じ
日
本
人
な
の
に
差
別
さ
れ
て
い

る
の
は
気
の
毒
だ
」
と
か
「
社
会
的
な
イ

ザ
コ
ザ
は
少
な
く
し
よ
う

」
と
い
っ
た
こ

と
か
ら
、部
落
の
人
た
ち

の
衛
生
や
身
な
り
に
気
を

つ
け
れ
ば
、
差
別
は
な
く

な
る
と
す
る
も
の
で
、差

別
さ
れ
る
者
に
責
任
が
あ

る
か
の
よ
う
な
、偏
っ
た

運
動
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
大
正
七
年
の

米
騒
動
に
加
わ
っ
た
人
達

が
、民
衆
の
力
を
自
覚
し

て
、水
平
社
を
結
成
し
。

差
別
に
対
抗
す
る
運
動
を

は
し
め
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
に

、二
面
で
紹
介
す
る
松
本

治
一
郎
氏
が
活
躍
し
た
高
松
裁
判
事
件
が

あ
り
ま
す

。

昭
和
八
年
、
娘
を
誘
拐
し
た
・・・
と
部
落

の
青
年
が
同
せ
い
し
て
い
た
女
性
の
父
親

か
ら
告
訴
さ
れ
ま
し
た
。

検
事
は
「
こ
と
さ
ら
に
出
身
を
か
く
し

女
を
誘
惑
し
た
」と
い
い
、判
決
で
は
「相

手
が
聞
か
な
く
て
も
、う
ち
あ
け
る
べ
き

で
、明
か
さ
な
け
れ
ば
違
法
」と
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

全
国
か
ら
の
抗
議
を
受
け
て
、つ
い
に

司
法
大
臣
は
裁
判
官
を
退
官
さ
せ
て
事
件

を
終
ら
せ
ま
し
た
。

始
め
個
人
の
差
別
的
な
行
動
を
糾
弾
す

る
こ
と
が
主
だ
っ
た
活
動
は
、次
第
に
社

会
運
動
化
し
て
行
き
ま
し
た
が
、太
平
洋

戦
争
で
中
断
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

戦
後
昭
和
二
十
六
年
、京
都
で
同
和
地

区
の
行
政
を
担
当
し
て
い
た
人
が
、部
落

に
取
材
し
た
小
説
を
雑
誌
に
寄
せ
ま
し
た
。

興
味
本
位
の
こ
の
小
説
を
糾
弾
し
て
い

る
う
ち
に
、上
下
水
道
や
道
路
が
不
備
な

地
区
を
、
地
図
に
表
わ
し
た
と
こ
ろ
、
ほ

と
ん
ど
同
和
地
区
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
差

別
を
す
る
個
人
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、悪

い
環
境
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
、行
政

の
姿
勢
を
問
題
に
す
る
方
向
が
う
ま
れ
ま

し
た
。
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解放運動の父
松本治一郎の 一 生

解
放
運
動
の
父
　
松
本
治
一
郎

終
生
を
部
落
解
放
に
さ
さ
げ
た
そ
の
白
い
ひ
げ
、
柔
和

な
目
ぎ
し
が
、
き
ら
り
と
光
る
の
は
。

い
わ
れ
の
な
い
差
別
を
受
け
る
人
を
思
う
と
き
で
す
。

幼
な
い
時
か
ら
の
、
た
し
か
で
、
た
ゆ
ま
な
い
足
跡
が

い
ま
も
み
ん
な
に
受
け
っ
が
れ
て
着
実
に
ふ
み
出
さ
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
一
生
を
追
っ
て
差
別
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

植
え
て
見
よ花

は
育
つ

松
本
次
一
郎
(
後
に
治
一
郎
)
は
、
明

治
二
十
年
六
月
福
岡
市
の
被
差
別
部
落
に

生
ま
れ
た
。

三
男
三
女
の
末
っ
子
で
あ
っ
た
が
、博

多
は
気
の
荒
い
所
で
、別
に
甘
や
か
さ
れ

て
育
て
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
　

生
家
は
五
ア
ー
ル
ぐ
ら
い
の
耕
作
を
す

る
農
家
で
、そ
の
ほ
か
包
装
用
の
竹
の
皮

や
、桐
材
を
販
売
す
る
仕
事
も
し
て
い
た
　

小
学
校
に
入
っ
て
、
友
達
が
よ
く
休
む

の
で
気
を
つ
け
て
見
る
と
、
貧
し
い
の
で

子
供
も
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
る
の
と
、
部
落

の
子
だ
か
ら
と
、イ
ジ
メ
ら
れ
る
の
で
厭

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

彼
は
同
級
生
だ
け
で
な
く
、上
級
生
で

も
差
別
し
て
い
匕
め
る
者
に
は
対
抗
し
た

が
、先
生
は
こ
ん
な
差
別
を
見
て
見
ぬ
ふ

り
で
あ
り
、
か
え
っ
て
作
り
出
し
た
。

た
と
え
ば
、そ
の
こ
ろ
の
学
校
に
は
生

徒
に
風
紀
番
と
い
う
当
番
が
あ
っ
た
。

他
の
生
徒
を
監
督
す
る
そ
の
順
番
が
松

本
に
廻
っ
て
く
る
の
は
、
い
つ
も
冬
休
み

夏
倬
み
で
生
徒
の
い
な
い
時
だ
っ
た
。

こ
の
頃

。
店
先
に
は
水
桶
が
お
い
て
あ

っ
た

。
部
落
の
人
の
お
金
は
直
接
受
取
ら

ず

、
水
桶
の
中
へ
入
れ
よ
…

と
い
う
の
で

あ
る
・。
ま
た
よ
そ
へ
手
伝
い
に
行
っ
た
と

き
も
、
そ
の
家
の
茶
碗
で
は
、
食
べ
さ
せ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
自
分
の
家
か
ら
茶

碗
を
も
っ
て
行
き
、
そ
れ
に
移
し
て
食
べ

る
は
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
の
彼
の
言
葉
に
「
植
え
て
見
よ

花
の
育
た
ぬ
里
じ
ゃ
な
い
」
が
あ
る
。

ど
こ
に
咲
く
花
も
変
ら
ず
、
住
む
人
も

少
し
も
変
ら
な
い
の
に
、
差
別
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
と
、
そ

の
不
合
理
を
突
い
た
言
葉
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
日
本
を
脱
出
、
中
国
大
陸
へ

渡
っ
た
の
は
、
明
治
四
十
年
、
彼
が
二
十

の
時
だ
っ
た
。

水
平
社
創
立
さ
れ
る

松
本
が
三
十
歳
の
と
き
当
時
の
福
岡

県
知
事
と
、
福
岡
市
長
が
、
旧
藩
主
黒

田
候
の
三
百
年
祭
の
費
用
十
万
円
を
。

県
税
の
率
に
従
が
っ
て
、
徴
収
す
る
こ

と
を
き
め
た
。

知
事
は
、
黒
田
氏
の
奨
学
金
で
大
学

を
出
、
市
長
は
、
家
老
の
家
柄
だ
っ
た

こ
と
が
理
由
で
あ
っ
た
。

松
本
は
「
恩
返
し
は
良
い
が
、
そ
れ

は
自
分
の
金
で
や
る
べ
き
だ
。
強
制
し

て
我
々
か
ら
金
を
取
る
の
は
反
対
だ
」

と
、
筑
前
叫
革
団
を
作
っ
て
反
対
し
、

遂
に
知
事
に
寄
付
は
任
意
と
い
う
訂
正

の
通
達
を
出
さ
せ
た
。

部
落
を
作
っ
た
の
は
。
封
建
領
主
で

あ
り
、
我
々
を
苦
し
め
続
け
た
の
に
、

ど
う
し
て
そ
の
法
事
を
盛
大
に
す
る
費

用
を
部
落
の
人
が
分
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

続
く
徳
川
家
達
へ
の
辞
爵
勧
告
も
同

様
の
考
え
で
あ
っ
た
。
部
落
を
作
り
上

げ
た
の
は
、
徳
川
幕
府
の
政
策
な
の
だ

か
ら
。
徳
川
家
の
者
が
、
部
落
の
あ
る

か
ぎ
り
、
爵
位
な
ど
を
受
け
る
の
は
不

合
理
だ
・
:と
い
う
気
持
な
の
で
あ
る
。

軍
隊
で
差
別
が
あ
っ
た
と
聞
く
と
、

福
岡
連
隊
に
も
抗
議
し
た
。
当
時
、
軍

に
抗
議
す
る
の
は
、
命
が
け
で
あ
っ
た
。

し
か
し
松
本
は
、
差
別
を
許
す
こ
と
と

生
命
と
、
ど
ち
ら
が
大
切
か
・
:と
考
え

生
命
を
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
運
動
を
続
け
た
た
め
、
逮

捕
が
あ
い
つ
い
だ
。
父
次
吉
が
な
く
な

っ
た
と
き
も
、
拘
置
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
そ
の
と
き
そ
れ
ま
で
好
ん
で
い
た

酒
や
タ
バ
コ
を
ピ
タ
リ
と
止
め
た
。

「
好
き
だ
か
ら
止
め
ら
れ
た
ん
で
す
。

タ
バ
コ
を
の
ん
で
い
る
と
、
検
挙
さ
れ

た
時
に
、
。
の
ま
な
い
か
“
と
誘
惑
さ

れ
る
の
を
恐
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
結
婚

し
て
。
妻
や
子
が
運
動
の
妨
げ
に
な
る

の
も
い
か
ん
″
と
お
っ
し
ゃ
り
、
ネ
ク

タ
イ
も
検
挙
さ
れ
る
時
;
相
手
が
つ
か

み
易
い
か
ら
い
ら
ん
"
と
い
う
の
で
す

か
ら
、
生
活
の
す
べ
て
を
運
動
に
さ
さ

げ
ら
れ
た
の
で
す
」
事
情
に
く
わ
し
い

人
は
こ
う
話
し
て
い
る
。

大
正
十
一
年
三
月
三
日
、
京
都
市
岡

崎
公
会
堂
で
、
こ
れ
ま
で
差
別
さ
れ
、

迫
害
さ
れ
て
来
た
部
落
の
人
が
、
み
づ

か
ら
人
権
を
と
り
も
ど
す
こ
と
を
宣
言

し
た
。
水
平
杜
の
創
立
で
あ
る
。

「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ

れ
」
と
宣
言
が
読
み
終
る
と
、
拍
手
が

波
の
よ
う
に
起
っ
た
。

紺
ガ
ス
リ
の
少
年
は

「
人
の
差
別
を
不
合
理
と
い
う
先
生

が
、
私
達
を
見
る
眼
は
冷
た
い
。
学
校

で
の
侮
辱
を
思
う
と
、
涙
な
く
し
て
話

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
訴
え
た
。

九
州
水
平
社
の
創
立
は
。
大
正
十
二

年
五
月
一
日
で
あ
っ
た
。
二
千
人
が
集

ま
っ
た
創
立
大
会
で
、
も
っ
と
も
大
き

な
拍
手
は
、
次
の
提
案
を
可
決
し
た
と

き
で
あ
っ
た
。

「
委
員
長
に
は
、
い
ま
犠
牲
者
と
な

っ
て
獄
中
に
あ
る
松
本
治
一
郎
氏
を
お

し
た
い
」

正
義
感
と
不
屈

の
精
神
と

中
国
で
松
本
は
別
な
差
別
を
目
に
し

た
。
苦
力
や
貧
し
い
子
供
た
ち
の
群
れ

他
国
が
中
国
を
支
配
し
て
い
る
実
状
で

あ
る
。
彼
は
、
「
な
ぜ
君
た
ち
は
独
立

の
運
動
を
起
こ
さ
な
い
の
か
」
と
知
人

に
な
っ
た
中
国
人
に
話
し
か
け
ず
に
い

ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が

原
因
で
日
本
に
送
還
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
か
ら
部
落
解
放
運
動
は
変
化

し
て
行
く
。
大
正
七
年
に
米
騒
動
が
起

こ
り
、
ロ
シ
ヤ
革
命
が
成
功
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
社
会
運
動
化
し
て
行
く
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
松
本
は
自
分
の

体
験
の
一
つ
一
つ
を
積
み
重
ね
、
正
義

感
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
、
不
屈
の
精
神

に
自
分
の
方
向
を
見
出
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て

。
松
本
に
一
つ
の
転
機
が
来

た
。
博
多
毎
日
事
件
で
あ
る
。
福
岡
の

博
多
毎
日
新
聞
が
、「
死
ん
で
か
ら
も
差

別
さ
れ
別
の
火
葬
場
で
焼
か
れ
て
い
る
」

と
部
落
を
ゆ
が
め
て
記
事
に
し
た
。

「
な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
を
書
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
直
接
新
聞
社

へ
三
百
人
に
ふ
く
れ
上
が
っ
た
人
達
が

抗
議
に
出
か
け
た
。
が
、
責
任
者
は
だ

れ
も
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
。

警
察
は
、
四
日
間
に
三
百
人
に
も
の

ぽ
る
人
を
逮
捕
し

。
松
本
ら
の
抗
議
に

と
り
合
わ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
、
新
聞
な
ど
で
部
落
の
こ

と
を
と
り
あ
げ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、

い
た
ず
ら
に
後
進
畦
を
強
調
す
る
か
、

同
情
に
終
っ
て
い
た
。
松
本
は
同
情
が

差
別
を
作
り
出
す
と
、
後
年
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。

「
藤
村
が
小
説
「
破
戒
」
を
書
い
た

の
は
、
人
間
的
な
同
情
心
か
ら
で
し
た
。

多
く
の
読
者
は
、
人
間
的
な
同
情
を
寄

せ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
生
ま
れ

る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
。
差
別
の
う
え

に
差
別
で
す
。
同
情
な
ん
て
も
の
は
、

優
越
し
た
も
の
の
差
別
の
言
葉
な
の
で

す
。」

他
人
の
不
幸
は
、
た
。ゝ
見
て
い
る
か
ぎ

り
で
は
同
情
す
る
こ
と
を
正
し
い
こ
と
と

思
う
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
結
局
そ

れ
は
相
手
を
見
下
し
た
態
度
で
し
か
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

一粒の麦
地の塩となっても

昭
和
十
一
年
、

松
本
は
代
議
士
に

な
っ
た
。
差
別
が

あ
い
つ
ぎ
、
高
松

事
件
で
、
公
正
と

さ
れ
て
来
た
裁
判

所
に
ま
で
、
差
別

が
起
る
よ
う
で
は

直
接
政
府
に
発
言

力
を
も
つ
こ
と
が

必
要
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

国
会
の
場
で
松

本
は
、
更
に
運
動

を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。

し
か
し
、
戦
争

が
拡
大
す
る
に
つ

れ
、
戦
争
体
制
が

強
化
さ
れ
て
、
運

動
は
だ
ん
だ
ん
下

火
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。

太
平
洋
戦
争
が
終
っ
た
あ
と
、
公
職

追
放
で
。
戦
後
第
一
回
の
総
選
挙
に
立

て
な
か
っ
た
松
本
は
、
続
く
参
議
院
選

挙
に
、
全
国
区
で
当
選
し
、
副
議
長
に

な
っ
た
。

こ
の
と
き
正
副
議
長
が
天
皇
に
拝
謁

し
た
後
、
し
り
を
向
け
て
退
く
こ
と
は

不
敬
に
当
た
る
と
、
横
に
動
い
て
い
た

習
慣
を
「
天
皇
は
国
家
の
象
微
と
し
て

尊
敬
し
て
も
、
神
様
扱
い
は
す
べ
き
で

な
い
」
と
し
。
こ
と
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
こ
の
横
ば
い
は
今
で
は
改

め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
と
松
本
は
、
二
度
目
の
追
放

に
あ
う
。
こ
の
追
放
解
除
の
申
請
に
は

百
万
人
も
の
多
く
の
人
が
署
名
し
た
の

で
あ
っ
た
。

追
放
が
解
除
に
な
る
と
、
す
ぐ
に
ア

ジ
ア
民
族
親
善
協
会
を
作
り
、
互
恵
と

平
等
を
基
調
に
し
た
親
善
を
と
な
え
た
。

そ
し
て
、
特
に
ア
ジ
ア
の
各
地
で
。

差
別
さ
れ
て
い
る
人
の
解
放
に
力
を
そ

そ
い
だ
。

イ
ン
ド
の
「
不
可
触
民
」
と
い
わ
れ

て
、
も
っ
と
も
差
別
さ
れ
て
い
る
人
々

の
部
落
を
訪
問
し
た
と
き
、
日
本
の
差

別
徹
廃
運
動
の
指
導
者
で
、
ア
ジ
ア
諸

一
国
会
議
の
団
長
だ
と
国
境
を
こ
え
て
、

熱
狂
的
な
歓
迎
を
受
け
た
こ
と
は
有
名

で
あ
る
。

同
和
対
策
審
議
会
の
答
申
が
な
さ
れ

た
の
は
、
昭
和
四
十
年
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
か
ら
松
本
は
、
健
康
を
害
し

が
ち
に
な
っ
た
。
四
十
一
年
の
三
月
軽

い
脳
卒
中
で
倒
れ
、
五
月
に
は
胃
か
い

よ
う
で
吐
血
す
る
な
ど
、
暗
い
日
が
統

い
た
。

昭
和
四

十
一
年
十
一
月
二
十
二
日

つ
い
に
部
落
解
放
の
父
と
呼
ば
れ
た
松

本
は
、
死
出
の
途
に
旅
立
っ
た
。

亨
年
七
十
九
才
。

あ
ご
ひ
げ
が
真
っ
白
に
な
る
ま
で
の

長
い
た
た
か
い
は
終
っ
た
。

し
か
し
一
万
人
を
超
す
弔
問
客
の
前

で

、
養
子
英
一
は
涙
を
は
ら
い
次
の
よ

う
に
い
っ
た
。

「
完
全
に
解
放
す
る
日
は
見
な
か
っ

た
に
し
て
も
、
父
の
歩
い
た
道
を
全
国

の
人
が
う
け
つ
い
で
行
く
か
ぎ
り
、
父

は
一
粒
の
麦
、
地
の
塩
た
り
得
た
こ
と

を
喜
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
」
と
。

巨
星
は
つ
い
に
墜
ち
た
。

だ
が

。不
可
侵
不
可
被
侵
″

二
お
か
す
べ
か
ら
ず
、お
か
さ
る
べ
か
ら
ず
″

と
い
う

生
前
の
彼
が
年
頭
に
必
ら
ず
篆

に
し
た
そ
の
心
は
、い
ま
も
受
け
つ
が
れ

語
り
つ
が
れ
て

。脈
脈
と
波
打
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
文
は
、
松
本
洽
一
郎
氏
と

生
前
に
親
交
の
あ
っ
た
方
が
た
か

ら
、
広
報
課
が
取
材
し
、
作
成
し

た
も
の
で
す
。


