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で
も
、
今

い

ま

で
も
人

ひ

と

を
さ
し
て
「
浮 ふ

浪
ろ

う

者
し

ゃ

」
と
言 い

う
人

ひ

と

が
い
る
・
・
何 な

故 ぜ

？ 

釜ヶ崎夜間学校ニュース 
2011(平成 23)年 

７月 14日号 

第 188号 

「“浮
ふ

浪
ろ う

者
し ゃ

”は使
つ か

うべきではない」という指
し

摘
て き

がありました。 

そうです。この世
よ

に｢浮
ふ

浪
ろ う

者
し ゃ

｣と呼
よ

ばれる人
ひ と

は存
そ ん

在
ざ い

しません 

前 ぜ
ん

回 か
い

夜 や

間 か
ん

学 が
っ

校 こ
う

ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、「
聖
断
・

忝
か
た
じ
け
な

き

大 た
い

詔
し
ょ
う

を
拝
す
」
の
部 ぶ

分 ぶ
ん

に
、
フ
リ
ガ
ナ
が
付 つ

い
て
い
な
い
漢 か

ん

字 じ

が
あ
る
と
の
指 し

摘 て
き

が
あ
り
ま
し
た
。「
聖
断
」
は
「
せ
い
だ
ん
」、

「
拝
す
」
は
「
は
い
す
」
で
し
た
。
手 て

抜 ぬ

き
、
お
詫 わ

び
申 も

う

し
上 あ

げ
ま
す
。 

も
う
一 ひ

と

つ
、
「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

と
い
う
言 こ

と

葉 ば

を
使 つ

か

っ
て
い
い
の
か
」

と
い
う
指 し

摘 て
き

が
あ
り
ま
し
た
。
ご
も
っ
と
も
で
す
。
古 ふ

る

い
新 し

ん

聞 ぶ
ん

の
紹

し
ょ
う

介 か
い

と
は
い
え
、
説 せ

つ

明 め
い

抜 ぬ

き
で
は
「
不 ふ

快 か
い

」
に
思 お

も

っ
た
人 ひ

と

も

い
る
か
も
知 し

れ
ま
せ
ん
。
お
詫 わ

び
申 も

う

し
上 あ

げ
ま
す
。 

世 よ

の
中 な

か

に
、「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

」
と
呼 よ

ば
れ
て
当 と

う

然 ぜ
ん

の
人 ひ

と

は
、
存 そ

ん

在 ざ
い

し
ま
せ
ん
。
随

し
た
が

っ
て
、「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

」
と
呼 よ

ば
れ
る
べ
き
人 ひ

と

を
前 ぜ

ん

提 て
い

と
し
た
、「
ワ
シ
は
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

で
は
な
い
」
と
い
う
言 い

い
方 か

た

も

不 ふ

適 て
き

当 と
う

で
す
。 

「
俺 お

れ

は
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

で
は
な
い
け
れ
ど
、
ど
こ
か
に
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

と

呼 よ

ば
れ
て
当 と

う

然 ぜ
ん

の
も
の
が
い
る
」
と
い
う
の
で
は
、「
あ
ん
た

自 じ

身 し
ん

が
そ
う
思 お

も

っ
て
も
、
私

わ
た
し

か
ら
見 み

れ
ば
、
あ
ん
た
は
立 り

っ

派 ぱ

な

浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

や
」
と
い
う
物 も

の

言 い

い
を
否 ひ

定 て
い

す
る
事 こ

と

は
で
き
ま
せ
ん
。 

さ
て
、「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

」
と
い
う
言 こ

と

葉 ば

を
、
人 ひ

と

に
投 な

げ
か
け
て
は

い
け
な
い
理 り

由 ゆ
う

は
、
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
大 た

い

正
し
ょ
う

時 じ

代 だ
い

の
雑 ざ

っ

誌 し

に
、
下 か

図 ず

の
よ
う
な
「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

の
分 ぶ

ん

類 る
い

図 ず

」
と
裏 う

ら

面 め
ん

の
説 せ

つ

明 め
い 

東海 

全国 

全国 

が
あ
り
ま
す
。 

裏 う
ら

面 め
ん

紹
し
ょ
う

介 か
い

の
冒 ぼ

う

頭 と
う

部 ぶ

分 ぶ
ん

を
読 よ

む
と
、「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

」
と
い
う
言 こ

と

葉 ば

を
、

人 ひ
と

に
投 な

げ
か
け
て
は
い
け
な
い
理 り

由 ゆ
う

が
、
単 た

ん

に
不 ふ

快 か
い

感 か
ん

を
与 あ

た

え
る
か

ら
と
言 い

う
だ
け
で
な
く
、
人 ひ

と

を
、
社 し

ゃ

会 か
い

の
害 が

い

虫
ち
ゅ
う

、
犯 は

ん

罪 ざ
い

者 し
ゃ

扱
あ
つ
か

い
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

明 め
い

治 じ

維 い

新 し
ん

以 い

降 こ
う

、
国 こ

っ

家 か

・
政 せ

い

府 ふ

は
、
税 ぜ

い

金 き
ん

を
殖

し
ょ
く

産 さ
ん

興 こ
う

業
ぎ
ょ
う

や
日 に

っ

清 し
ん

・

日 に
ち

露 ろ

の
戦 せ

ん

争 そ
う

に
つ
ぎ
込 こ

み
、
そ
の
し
わ
寄 よ

せ
を
受 う

け
た
人 ひ

と

た
ち
へ
の

対 た
い

策 さ
く

を
、「
同 ど

う

胞 ほ
う

の
道 ど

う

義 ぎ

に
悖 も

と

る
と
い
ふ
道 ど

う

義 ぎ

上
じ
ょ
う

の
理 り

由 ゆ
う

」
で
比 ひ

較 か
く

的 て
き

余 よ

裕 ゆ
う

の
あ
る
人 ひ

と

々 び
と

の
「
慈 じ

善 ぜ
ん

心 し
ん

」
に
委 ゆ

だ

ね
ま
し
た
。
放 ほ

う

置 ち

す
る
と

治 ち

安 あ
ん

が
悪 あ

っ

化 か

す
る
と
い
う
脅 お

ど

か
し
と
共 と

も

に
。 

最 さ
い

近 き
ん

は
、「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

」
は
使 つ

か

わ
れ
な
く
な
り
、「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
に

変 か

わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
日 に

ち

常
じ
ょ
う

会 か
い

話 わ

の
中 な

か

で
、
今 い

ま

で
も
「
浮 ふ

浪 ろ
う

者 し
ゃ

」
を
聞 き

く
事 こ

と

が
あ
り
ま
す
。「
人 ひ

と

が
何 な

ん

と
見 み

よ
う
と
、
俺 お

れ

は
俺 お

れ

」

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
「
宿 や

ど

無 な

し
」
が
差 さ

別 べ
つ

の
元 も

と

で
あ
る

な
ら
、
生 せ

い

活 か
つ

保 ほ

護 ご

活 か
つ

用 よ
う

で
居 き

ょ

宅 た
く

確 か
く

保 ほ

と
い
う
こ
と
も
・
・
・ 
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今
いま

から 98年
ねん

前
まえ

の警
けい

察
さつ

官
かん

僚
りょう

の浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

観
かん

と対
たい

策
さく

 ＝大
たい

正
しょう

時
じ

代
だい

の慈
じ

善
ぜん

事
じ

業
ぎょう

研
けん

究
きゅう

団
だん

体
たい

の雑
ざっ

誌
し

を読
よ

むと・・・ 

「浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

の救
きゅう

済
さい

」 丸
まる

山
やま

鶴
つる

吉
きち

＝1913（大
たい

正
しょう

2）年
ねん

「慈
じ

善
ぜん

」第
だい

５編
へん

２号
ごう

（１１月
がつ

３０日
にち

） 

浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

が如
い

何
か

なる害
がい

毒
どく

を社
しゃ

会
かい

に流
なが

すかといふ事
こと

は 一
ひと

言
こと

にして盡
つく

せば、公
こう

安
あん

を害
がい

し風
ふう

俗
ぞく

を紊
みだ

るという事
こと

で盡
つ

きて居
い

る 

第
だい

１ 国
こっ

家
か

は彼
かれ

等
ら

浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

より得
え

べき生
せい

産
さん

力
りょく

を失
うしな

って居
い

る 

第
だい

２に 真
ま

面
じ

目
め

に正
せい

業
ぎょう

に就
つい

て働
はたら

いて居
い

るものに物
ぶっ

質
しつ

上
じょう

、精
せい

神
しん

上
じょう

非
ひ

常
じょう

な迷
めい

惑
わく

を掛
か

けて居
い

る（繁
はん

華
か

な雑
ざっ

踏
とう

の場
ば

所
しょ

を徘
はい

徊
かい

し乞
こ

食
じき

して、体
てい

裁
さい

の悪
わる

いのみならず、動
どう

もすれば掻
か

っ払
ばら

いをなし、掏
す

摸
り

を働
はたら

き、強
きょう

談
だん

威
い

迫
はく

をなし始
し

末
まつ

に行
い

かぬ、それの

みならず これらの内
うち

から漸
ぜん

次
じ

養
よう

成
せい

せられて、凶
きょう

悪
あく

なる大
だい

罪
ざい

人
にん

を出
だ

し、安
あん

寧
ねい

を紊
みだ

る事
こと

が多
おお

い、而
しこう

して非
ひ

常
じょう

なる感
かん

染
せん

力
りょく

と誘
ゆう

惑
わく

力
りょく

とを以
もっ

て動
どう

もすれば、良
りょう

民
みん

を引
ひ

き入
い

れて無
ぶ

頼
らい

の徒
と

に化
か

する虞
おそれ

がある。－冬
ふゆ

になると火
か

気
き

を弄
ろう

する結
けっ

果
か

火
か

災
さい

を起
お

こす事
こと

が決
けっ

して少
すく

なくない 

浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

自
じ

身
しん

を救
きゅう

済
さい

して 独
どく

立
りつ

の良
りょう

民
みん

にせなければ、同
どう

胞
ほう

の道
どう

義
ぎ

に悖
もと

るといふ道
どう

義
ぎ

上
じょう

の理
り

由
ゆう

以
い

外
がい

に、社
しゃ

会
かい

的
てき

の大
だい

問
もん

題
だい

と

して、如
ど

何
う

にかしてこの浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

を取
と

り締
し

まり救
きゅう

済
さい

の策
さく

を講
こう

ぜなければならぬ－ 

東
とう

京
きょう

の焦
しょう

眉
び

の問
もん

題
だい

として、兎
と

も角
かく

も救
きゅう

済
さい

の手
て

をくださねばならぬものは、浅
あさ

草
くさ

公
こう

園
えん

其
そ

の他
た

公
こう

園
えん

を本
ほん

拠
きょ

とする、無
む

宿
しゅく

の浮
ふ

浪
ろう

人
にん

であります。 

警
けい

視
し

庁
ちょう

の明
めい

治
じ

４４年
ねん

１１月
がつ

１日
にち

午
ご

前
ぜん

５時
じ

現
げん

在
ざい

一
いっ

斉
せい

取
と

り調
しら

べ－５４９人
にん

（２１４人
にん

は病
びょう

者
しゃ

不
ふ

具
ぐ

者
しゃ

、不
ふ

具
ぐ

者
しゃ

が半
はん

数
すう

、次
つぎ

が

ライ病
びょう

患
かん

者
じゃ

、精
せい

神
しん

病
びょう

者
しゃ

。病
びょう

者
しゃ

不
ふ

具
ぐ

者
しゃ

以
い

外
がい

の其
そ

の他
た

は、どこが悪
わる

いという事
こと

のない身
しん

体
たい

衰
すい

弱
じゃく

者
しゃ

）、 

 性
せい

質
しつ

が懶
らん

怠
たい

にして労
ろう

働
どう

心
しん

がなく、又
また

長
なが

い間
あいだ

浮
ふ

浪
ろう

生
せい

活
かつ

を続
つづ

けて精
せい

神
しん

力
りょく

の全
まった

く欠
けつ

乏
ぼう

して居
い

るもの＝欧
おう

米
べい

に見
み

るような強
きょう

制
せい

労
ろう

役
えき

法
ほう

を実
じっ

施
し

して厳
げん

重
じゅう

な監
かん

督
とく

をして、設
せつ

備
び

も完
かん

全
ぜん

な収
しゅう

容
よう

所
じょ

に収
しゅう

容
よう

して逃
とう

走
そう

を防
ふせ

ぐと同
どう

時
じ

に厳
げん

重
じゅう

な処
しょ

罰
ばつ

を定
さだ

めて、強
きょう

制
せい

して労
ろう

働
どう

の習
しゅう

慣
かん

を養
やしな

う事
こと

にせなければならぬ（官
かん

設
せつ

の機
き

関
かん

として） 

一
いち

時
じ

的
てき

の浮
ふ

浪
ろう

人
にん

＝失
しっ

職
しょく

したり、家
いえ

出
で

したりして一
いち

時
じ

的
てき

の浮
ふ

浪
ろう

生
せい

活
かつ

をするものは、よく之
これ

を見
み

分
わ

けを付
つ

けて、或
ある

いは国
くに

元
もと

に帰
き

したり、或
ある

いは労
ろう

働
どう

を紹
しょう

介
かい

したりする機
き

関
かん

が必
ひつ

要
よう

－警
けい

察
さつ

の活
かつ

動
どう

も一
いっ

層
そう

望
のぞ

ましいが、或
ある

いは停
てい

車
しゃ

場
じょう

に袈
け

裟
さ

かけて出
で

張
ば

って 目
め

途
ど

なく出
しゅつ

京
きょう

するものを案
あん

内
ない

し、説
せつ

諭
ゆ

する方
ほう

法
ほう

もよかろう、或
ある

いは方
ほう

面
めん

を分
わ

けて巡
じゅん

察
さつ

員
いん

を派
は

して 終
しゅう

始
し

公
こう

園
えん

や

其
そ

の他
た

を巡
じゅん

回
かい

して、見
み

分
わ

けを付
つ

けてこの一
いち

時
じ

的
てき

浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

を救
すく

い出
だ

してくるという方
ほう

法
ほう

もよろしかろう 

病
びょう

人
にん

や不
ふ

具
ぐ

者
しゃ

の浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

＝救
きゅう

済
さい

の手
て

が全
ぜん

然
ぜん

行
ゆ

き届
とど

いていない、ライ病
びょう

患
かん

者
じゃ

だけはライ予
よ

防
ぼう

法
ほう

の結
けっ

果
か

、療
りょう

養
よう

所
じょ

が出
で

来
き

て

収
しゅう

容
よう

せられているけれど完
かん

全
ぜん

に目
もく

的
てき

を達
たっ

している、不
ふ

具
ぐ

者
しゃ

についても同
どう

様
よう

である 

特
とく

にどこが悪
わる

いといふ程
てい

度
ど

でなくて 心
しん

身
しん

の全
ぜん

体
たい

が総
そう

体
たい

に衰
すい

弱
じゃく

した結
けっ

果
か

、労
ろう

働
どう

の気
き

力
りょく

も精
せい

力
りょく

も欠
か

けている浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

＝

養
よう

育
いく

院
いん

に行
い

くわけにも行
い

かない、労
ろう

働
どう

を主
しゅ

眼
がん

とする救
きゅう

済
さい

機
き

関
かん

たる寄
き

宿
しゅく

舎
しゃ

にも厄
やっ

介
かい

になることが出
で

来
き

ない、木
き

賃
ちん

銭
せん

を得
え

る

だけの労
ろう

働
どう

も出
で

来
き

ない＝主
しゅ

として身
しん

体
たい

の健
けん

康
こう

回
かい

復
ふく

ということを主
しゅ

眼
がん

とした収
しゅう

容
よう

所
じょ

または療
りょう

養
よう

所
じょ

を設
もう

けて、相
そう

当
とう

の食
しょく

餌
じ

を与
あた

え、教
きょう

戒
かい

を施
ほどこ

して、農
のう

園
えん

か何
なに

か極
きわ

めて衛
えい

生
せい

的
てき

な呑
のん

気
き

な、最
さい

小
しょう

限
げん

の労
ろう

働
どう

に従
じゅう

事
じ

させて、ある程
てい

度
ど

まで健
けん

康
こう

を回
かい

復
ふく

し

たら、他
た

の救
きゅう

済
さい

機
き

関
かん

に送
おく

つて 普
ふ

通
つう

の労
ろう

働
どう

に服
ふく

せしむる様
よう

にする事
こと

が必
ひつ

要
よう

 

丸
まる

山
やま

鶴
つる

吉
きち

＝東
とう

京
きょう

大
だい

学
がく

卒
そつ

業
ぎょう

後
ご

内
ない

務
む

省
しょう

へ、地
ち

方
ほう

の警
けい

察
さつ

を回
まわ

り、上
じょう

記
き

の話
はなし

を研
けん

究
きゅう

会
かい

でした時
とき

は、警
けい

視
し

庁
ちょう

の監
かん

察
さつ

官
かん

だっ

た。後
のち

に東
とう

京
きょう

市
し

助
じょ

役
やく

、警
けい

視
し

庁
ちょう

長
ちょう

官
かん

、宮
みや

城
ぎ

県
けん

知
ち

事
じ

などになった人
ひと

。ようするに、行
ぎょう

政
せい

エリート官
かん

僚
りょう

の「上
うえ

から目
め

線
せん

」

で見
み

た「浮
ふ

浪
ろう

者
しゃ

観
かん

」とその対
たい

策
さく

方
ほう

針
しん

といったところ。「ライ病
びょう

」は、差
さ

別
べつ

語
ご

として現
げん

在
ざい

は使
つか

われていない。 


