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囲

日
比
谷
線
に
揺
ら
れ
て
南
千
住
へ
向
か
う
車
両
の
中
で

「
土
方
学
入
門
」
　
の
コ
ピ
ー
を
忘
れ
て
来
た
の
に
気
が
付
い

た
。
初
め
て
行
く
山
谷
な
の
で
あ
の
地
図
な
ど
を
参
考
に
し

て
・
…
・
・
と
思
っ
た
が
、
な
し
な
ら
な
し
で
そ
の
方
が
良
い
。

十
二
月
の
は
じ
め
の
数
日
、
東
京
に
い
る
こ
と
に
な
っ
て

国
会
図
書
館
に
通
っ
た
り
死
刑
廃
止
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
0
0
と
い

う
集
会
に
参
加
し
た
り
し
て
　
（
と
書
く
と
ヒ
ド
ク
真
面
目
な
、

と
誤
解
さ
れ
る
が
）
、
あ
る
一
日
、
時
間
を
と
っ
て
み
た
の

で
あ
る
。
新
し
い
山
谷
労
働
者
福
祉
会
館
を
覗
い
て
み
た
り
、

附
近
を
歩
く
だ
け
で
も
そ
の
雰
囲
気
位
は
伝
わ
る
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

襲
轄
適
商
連

こ
と
大
阪
に
い
て
　
「
寄
せ
場
」
と
聞
く
と
、
す
ぐ
そ
の
言

葉
は
釜
ケ
崎
と
短
絡
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ

る
意
味
で
は
適
当
な
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
意
識
す
る

と
し
な
い
と
に
拘
ら
ず
、
新
今
宮
駅
周
辺
に
赴
く
こ
と
は
あ

る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
時
折
報
道
さ
れ
る
釜
ケ
崎
の
労
働
者
の

日
常
や
警
察
の
。
暴
力
“
な
ど
を
見
聞
き
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
も
あ
る
。
ぼ
く
な
ど
や
は
り
「
寄
せ
場
」
と
い
う
と

釜
ケ
崎
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
。

そ
し
て
東
京
の
山
谷
、
名
古
屋
の
笹
島
な
ど
全
国
各
地
に

釜
ケ
崎
と
似
た
よ
う
な
　
「
寄
せ
場
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
か
ら
も
、
つ
い
釜
ケ
崎
も
山
谷
も
笹
島
も
寿
町
も
同

じ
よ
う
な
地
域
と
し
て
括
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
が
、
一
寸
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そ
れ
は
違
う
な
、
と
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
ほ
ほ
ん
の
最

近
の
こ
と
で
あ
る
。

西
と
東
に
於
け
る
　
「
寄
せ
場
」
と
い
う
言
葉
の
発
生
と
定

着
自
体
、
そ
し
て
　
「
寄
せ
場
」
と
し
て
成
立
す
る
過
程
自
体

が
ど
う
も
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
少
し
前
、
山
谷
に

関
す
る
一
、
二
の
著
作
を
読
ん
で
そ
う
い
う
気
が
す
る
し
、

実
際
に
行
っ
て
み
た
感
想
も
ま
た
、
釜
ケ
崎
と
は
異
質
な
空

気
を
李
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
ホ
ン
ト
は
こ
こ
か
ら
研

究
発
表
的
に
立
証
で
き
れ
ば
良
い
の
だ
け
れ
ど
、
ま
だ
ま
だ

断
定
は
出
来
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
ギ
モ
ン
に
さ
え
や
っ

と
気
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
　
「
寄
せ
場
と
そ
の
周
辺
」
　
と

胴
囲
因
は
閣

下
平
尾
直

い
う
共
同
研
究
の
た
め
に
資
料
を
幾
つ
か
読
ん
で
い
た
時
で
、

つ
ま
り
山
谷
と
釜
ケ
崎
の
違
い
が
、
そ
の
周
辺
と
の
関
係
か

ら
追
っ
て
み
た
時
I
「
例
え
ば
吉
原
と
飛
田
の
山
谷
と
釜
ケ

崎
の
そ
れ
計
れ
の
関
係
で
－
〓
層
ぼ
く
の
眼
に
も
顕
ら
か

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）

そ
の
日
が
日
曜
だ
っ
た
せ
い
か
不
断
か
ら
そ
う
な
の
か
知

ら
な
い
が
、
駅
前
の
歩
道
橋
か
ら
「
山
谷
方
面
」
と
い
う
奇

妙
な
案
内
板
に
指
示
さ
れ
て
歩
い
て
ゆ
き
な
が
ら
、
や
は
り

山
谷
は
閑
散
と
し
て
い
た
。
釜
ケ
崎
の
よ
う
な
酔
っ
て
騒
い

で
の
明
る
さ
は
余
り
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
釜
ケ
崎
は
い
つ

行
っ
て
も
ど
こ
か
明
る
い
。

山
谷
労
働
者
福
祉
会
館
の
建
つ
、
い
ろ
は
商
店
街
周
辺
は

流
石
に
賑
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
真
っ
サ
う
な
会
館
は

商
店
街
の
入
り
口
あ
た
り
に
建
つ
、
一
見
小
ぢ
ん
ま
り
と
し

た
確
か
緑
が
基
調
色
の
清
酒
な
建
造
物
で
、
中
は
案
外
に
広

く
ま
だ
新
品
の
匂
い
が
し
て
、
ど
の
部
屋
に
も
労
働
者
が
寝

て
い
た
の
が
ユ
ニ
ー
ク
だ
っ
た
。
あ
る
部
屋
の
人
に
聞
い
て

（
あ
と
で
聞
く
と
争
議
団
の
人
だ
っ
た
ら
し
い
）
寄
せ
場
学

会
の
借
り
て
い
る
部
屋
を
探
し
、
ス
ミ
マ
セ
ン
、
と
入
る
と

会
館
の
発
行
し
て
い
る
通
信
の
発
送
作
業
中
で
、
ぼ
く
は
喜

ん
で
　
（
？
）
　
そ
の
作
業
に
加
わ
ら
せ
て
貰
っ
た
　
（
少
な
く
と

も
「
ゲ
ッ
、
し
ま
っ
た
」
と
い
う
顔
は
出
な
か
っ
た
と
思
う
。

努
め
て
平
静
を
装
っ
た
の
で
あ
る
）
。
そ
う
い
う
事
務
作
業

が
運
動
体
で
最
も
重
要
な
作
業
だ
、
と
い
う
こ
と
も
わ
か
り

か
け
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
松
沢
哲
成
さ
ん
に
、
労
働
者
も
吉
原
の
　
「
客
」
だ

っ
た
り
す
る
ん
で
し
ょ
う
か
、
と
聞
い
た
ら
　
「
コ
ウ
イ
か
ら

行
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
ナ
」
と
い
う
こ
と
で
、
ぼ
く
に
は

す
ぐ
に
そ
の
イ
、
、
ヽ
が
呑
み
こ
め
な
か
っ
た
の
だ
が
、
つ
ま
り

暴
力
団
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
し
歩
い
た
程
度

な
の
だ
が
、
山
谷
の
至
る
所
に
そ
う
い
う
空
気
を
感
じ
た
。

暴
力
団
（
警
察
も
含
め
て
良
い
と
思
う
）
　
の
た
め
に
自
由
に

騒
ぐ
こ
と
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
鬱
屈
を
念
窓
か
ら
く
る
静
け

さ
、
太
い
矢
印
で
あ
ら
わ
せ
る
よ
う
な
対
立
緊
張
関
係
が
強

力
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
釜
ケ
崎
の
そ
れ
と
は

ど
こ
か
が
違
っ
て
い
た
、
と
し
か
言
え
な
い
の
だ
が
。

今
度
は
も
う
少
し
長
く
滞
っ
て
み
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
一

層
、
東
海
道
の
両
端
で
十
把
一
絡
げ
に
出
来
な
い
差
異
が
、

尚
よ
く
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ

る
。
（
と
い
う
変
な
感
想
文
な
の
だ
っ
た
。
）

（
し
も
ひ
ら
お
・
な
お
し
／
関
西
大
学
学
生
）



3

（
暴
動
）
　
邑
て
の
減
収
　
　
－

釜
ケ
崎
差
別
と
闘
う
連
絡
会
議

大
阪
府
・
市
に
申
し
入
れ

萎
繋
撥
馨
馨
蕾
蓑
灘
義

大
阪
市
長
　
　
西
尾
正
也
殿

大
阪
府
知
事
　
犀
　
　
星
殿

釜
ケ
崎
差
別
と
闘
う
連
絡
会
議
（
代
表
・
金
井
愛
明
西
成
教

会
牧
師
）
は
1
2
月
2
1
日
、
大
阪
府
庁
と
大
阪
市
役
所
を
訪
れ
、

府
と
市
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
釜
ケ
崎
労
働
者
の
怒
り
を
背
景

と
し
て
の
申
し
入
れ
」
を
行
な
っ
た
。
申
し
入
れ
の
趣
旨
や
具

体
的
な
要
請
は
、
後
段
掲
載
の
全
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お

り
。
要
は
”
府
庁
や
市
役
所
に
石
は
飛
ば
な
か
っ
た
が
、
じ
つ

は
そ
こ
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
“
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

府
に
対
し
て
は
、
山
中
き
よ
子
府
詭
（
府
会
文
化
労
働
委
員

長
）
を
紹
介
者
と
し
て
申
し
入
れ
が
行
な
わ
れ
た
。
府
側
の
出

席
者
は
労
働
部
職
業
対
策
課
特
別
対
策
室
の
高
名
忠
興
室
長
、

福
祉
部
保
険
課
保
険
指
導
室
の
北
地
武
志
室
長
補
佐
、
企
画
調

整
部
企
画
室
（
7
2
年
に
設
置
さ
れ
た
府
の
「
あ
い
り
ん
総
合
対

策
連
絡
協
議
会
」
事
務
局
を
過
当
）
の
中
平
正
子
参
事
。
こ
れ

に
窓
口
と
し
て
府
民
情
報
室
の
椀
田
忠
典
総
括
参
掌
が
加
わ
っ

た
o
申
し
入
れ
に
対
し
て
府
は
「
単
な
る
事
件
で
終
わ
ら
せ
ら

れ
な
い
背
景
が
あ
る
こ
と
は
感
じ
る
」
と
述
べ
、
「
ど
れ
だ
け

の
取
り
組
み
が
で
き
る
か
は
今
後
検
討
し
て
い
く
」
と
し
て
、

一
月
下
旬
を
め
ど
に
文
書
回
答
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

一
方
、
市
へ
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
は
、
民
生
局
福
祉
部
保

護
課
（
市
の
「
あ
い
り
ん
対
策
」
の
窓
口
）
の
萩
原
史
郎
課
長

お
よ
び
課
長
補
佐
が
応
対
し
た
。
申
し
入
れ
を
受
け
て
市
側
は

「
先
の
暴
動
か
ら
も
、
労
働
者
の
内
面
に
不
満
が
た
ま
っ
て
い

た
だ
ろ
う
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
年
明
け
に
教
育
委
員
会
、
市

民
局
人
権
稼
発
課
は
か
内
部
の
関
係
部
局
と
も
討
醜
し
て
、
し

か
る
べ
く
お
答
え
で
き
る
よ
う
協
議
す
る
」
と
答
え
た
が
、
回

答
の
期
日
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
た
。

釜
ケ
崎
浬
別
と
闘
う
連
絡
会
議

代
　
　
鼓
　
西
成
教
会
牧
師

代
表
幹
部
　
矢
田
解
放
塾
塾
長

京
都
大
学
教
員
・

金
井
愛
明

西
岡
　
智

日
本
寄
せ
場
学
会

池
田
浩
士

桃
山
学
院
大
学
教
員

悌
教
大
学
教
員

桃
山
学
院
大
学
教
員

弁
護
士

大
阪
市
立
大
学
教
員

作
家

毎
日
新
聞
学
芸
部
記
者

追
手
門
学
際
大
学
教
員

事
務
局
　
　
矢
田
解
放
塑

釜
ケ
崎
資
料
セ
ン
タ
ー

釜
ケ
崎
夜
間
学
校

河
浦
和
光

小
関
三
平

藤
間
繁
義

中
道
武
美

野
口
道
彦

土
方
　
鉄

人
末
男
介

領
家
　
撰

黒
田
伊
彦

小
柳
伸
顕

松
繋
逸
夫

す
で
に
ご
承
知
の
よ
う
に
、
大
阪
府
・
市
が
「
あ
い
り
ん

地
区
」
と
呼
ぶ
釜
ケ
崎
に
・
お
い
て
、
十
月
二
日
、
報
道
機
関

に
よ
っ
て
世
に
広
く
伝
え
ら
れ
た
西
成
署
巡
査
長
と
地
元
暴

力
団
と
の
癒
着
事
件
に
つ
き
、
釜
ケ
崎
日
雇
労
働
者
の
怒
り

を
基
盤
と
し
た
抗
議
行
動
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
連

日
五
日
間
に
も
及
ぶ
激
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
間
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
全
幅
の
支
持
を
与
え
難

い
こ
と
が
ら
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を

理
由
に
単
な
る
　
「
暴
動
」
　
と
し
、
治
安
対
策
上
の
問
題
と
し

て
の
み
考
え
、
労
働
・
民
生
等
の
行
政
と
は
な
ん
ら
関
わ
り

の
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
と
の
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
私
達
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
回
の
釜
ケ

崎
労
働
者
の
怒
り
の
表
わ
れ
i
雪
　
こ
れ
ま
で
の
府
・
市
の
縦

割
り
行
政
に
基
づ
く
「
あ
い
り
ん
対
策
」
　
の
破
綻
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
釜
ケ
崎
の
現
状
に
即
し
た
新
た
な
府
・
市
一
体

と
な
っ
た
　
「
対
策
」
　
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
市
長
・
府
知
事
連
名
で
同
一
の
申
し
入
れ

を
行
う
所
以
で
あ
り
ま
す
。

確
か
に
、
今
回
、
西
成
署
巡
査
長
と
地
元
暴
力
団
と
の
癒

着
事
件
を
き
っ
か
け
と
す
る
一
連
の
釜
ケ
崎
労
働
者
の
抗
議

行
動
は
、
西
成
署
に
あ
る
労
働
者
蔑
視
の
傾
向
に
汚
染
さ
れ

た
警
察
官
の
労
働
者
に
対
す
る
日
常
の
粗
野
な
対
応
、
あ
る

い
は
、
街
頭
に
い
く
つ
も
設
置
さ
れ
て
い
る
監
視
カ
メ
ラ
か

ら
与
え
ら
れ
る
釜
ケ
崎
労
働
者
総
体
が
犯
罪
予
備
軍
視
さ
れ

て
い
る
と
い
う
日
常
の
被
差
別
感
な
ど
を
背
景
と
す
る
怒
り

が
第
一
の
要
因
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
す
。
そ
の
限
り
に
お

い
て
は
、
大
阪
府
公
安
委
員
会
の
責
任
が
深
く
問
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
、
抗
議
行
動
の
持
続
と
西
成
署
か
ら
離

れ
た
場
所
へ
の
行
動
の
広
が
り
な
ど
を
見
る
と
き
、
多
数
で

多
様
な
若
者
た
ち
の
登
場
と
い
う
か
つ
て
な
い
現
象
が
そ
の

意
味
を
見
失
わ
せ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
労
働
者
の
す
べ
て
と

は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
一
定
部
分
の
労
働
者
の
中
に
、
い
ま

あ
る
「
釜
ケ
崎
体
制
」
を
不
満
と
怒
り
で
打
ち
壊
し
た
い
と

い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
高
ま
っ
て
い
た
と
い
う
点
は
、
見
落
と

さ
れ
て
、
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

現
在
の
「
釜
ナ
崎
体
制
」
を
支
え
て
い
る
要
素
と
し
て
は
、



イ

「
市
立
更
生
相
談
所
」
・
「
あ
い
り
ん
職
安
」
・
「
西
成
労

働
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
・
「
医
療
セ
ン
タ
」
・
セ
ン
タ
ー
一

階
で
の
「
相
対
方
式
」
と
い
う
就
労
方
法
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
が
：
↑
れ
ら
は
、
過
去
の
「
暴
動
」
と
呼
ば
れ
る
労
働
者

側
か
ら
の
問
題
の
突
き
付
け
に
対
し
て
、
行
政
側
が
社
会
的

認
知
に
基
づ
き
、
既
存
の
労
働
・
福
祉
行
政
の
粋
を
基
盤
と

し
な
が
ら
も
、
か
つ
て
就
労
申
告
書
を
正
規
の
雇
用
保
険
印

紙
の
代
用
と
し
て
認
め
て
い
た
こ
と
や
単
身
で
簡
易
宿
泊
所

住
ま
い
の
労
働
者
を
専
ら
に
対
応
す
る
民
生
窓
口
を
釜
ケ
崎

地
区
内
に
設
け
た
こ
と
、
あ
る
い
は
「
越
年
対
策
」
・
夏
冬

の
「
福
祉
更
生
一
時
金
」
の
支
給
な
ど
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、

釜
ケ
崎
の
現
実
に
な
る
べ
く
即
し
た
弾
力
運
営
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
一
定
の
役
割
を
果
た
す
機
関
と
し
て
定
着
し
て
き

た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
限
り
に
・
お
い
て
は
、
評

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
定
着

し
、
「
行
革
－
臨
調
」
の
時
代
を
経
た
今
日
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
機
関
に
お
い
て
、
既
存
の
労
働
・
福
祉
行
政
の
枠
組
へ

の
閉
じ
籠
も
り
が
強
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

「
あ
い
り
ん
職
安
」
は
、
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
（
ア

プ
レ
手
当
）
の
支
給
総
額
を
減
ら
す
た
め
に
、
従
来
住
民
票

変
わ
り
に
認
め
ら
れ
て
い
た
「
ド
ヤ
証
明
」
を
認
め
よ
う
と

は
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
雇
用

主
」
の
「
就
労
証
明
書
」
の
提
出
を
強
要
す
る
な
ど
し
て
、

新
規
の
「
日
雇
労
働
被
保
険
者
手
帳
（
白
手
帳
）
」
の
発
行

を
実
質
上
制
限
し
て
い
る
し
、
「
越
年
対
策
」
に
つ
い
て
い

え
ば
、
そ
の
収
容
者
数
は
、
激
減
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
福
祉
更
生
一
時
金
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
そ
の
も
の

の
取
り
止
め
が
論
議
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
市
立
更
生
相
談
所
」
は
、
施
設
収
容
を
第
一
と
し
て
い

る
た
め
、
労
働
者
が
増
大
し
続
け
る
釜
ケ
崎
の
現
状
に
対
応

し
ょ
ぅ
と
す
れ
ば
、
常
に
受
け
入
れ
病
院
や
保
護
施
設
の
拡

充
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
必
要
な
措
置
が
と

ら
れ
て
い
ず
、
受
け
皿
不
足
は
相
談
に
訪
れ
る
労
働
者
の
切

り
捨
て
に
よ
っ
て
糊
塗
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
地
区
内
の
単
身
で
簡
易
宿
泊
所
住
ま
い
の
労
働

者
に
対
応
す
る
民
生
窓
口
が
、
施
設
収
容
を
第
一
と
し
て
い

る
た
め
に
、
他
地
区
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
簡
易
宿
泊
所
を

住
所
地
と
し
た
生
活
保
護
（
居
宅
保
護
）
が
受
け
ら
れ
な
い

と
い
う
弊
害
す
ら
あ
り
ま
す
。

釜
ケ
崎
の
労
働
者
の
生
梧
実
態
の
大
枠
が
変
わ
ら
ず
、
高

齢
化
や
新
規
参
入
者
の
増
加
な
ど
の
新
た
な
問
題
を
見
る
に

い
た
っ
て
い
る
今
日
に
・
お
い
て
、
行
政
の
諸
機
関
が
、
釜
ケ

崎
で
定
着
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
採
用
し
た
弾
力

運
営
と
い
う
方
針
を
捨
て
去
り
、
既
存
の
労
働
・
福
祉
制
度

の
枠
内
で
の
み
仕
事
を
す
る
傾
向
を
強
め
れ
ば
、
労
働
者
に

と
っ
て
は
、
「
市
立
更
生
相
談
所
」
や
「
あ
い
り
ん
職
安
」

が
、
労
働
者
を
差
別
・
選
別
す
る
機
関
と
な
っ
た
と
受
け
取

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
で
言

え
ば
、
「
市
立
更
生
相
談
所
」
や
「
あ
い
り
ん
職
安
」
も
西

成
署
同
様
の
権
力
機
関
に
よ
り
近
い
も
の
と
な
っ
て
．
お
り
、

今
回
の
労
働
者
の
怒
り
の
底
流
を
か
も
し
た
し
た
も
の
と
考

え
ま
す
。

以
上
の
判
断
に
基
づ
き
、
私
達
は
次
の
こ
と
を
申
し
入
れ

ます。
一
、
従
来
の
縦
割
り
行
政
を
改
め
、
現
実
に
即
し
た
「
対
策
」

が
府
・
市
共
同
の
も
と
に
立
て
ら
れ
、
実
施
さ
れ
る
こ

と

そ
の
た
め
に
、

①
　
府
・
市
協
力
の
も
と
に
、
釜
ケ
崎
の
現
状
を
把
握

し
な
お
す
調
査
を
実
施
さ
れ
る
こ
と

②
　
既
存
の
労
働
・
福
祉
行
政
の
枠
組
を
超
え
る
総
合

的
な
釜
ケ
崎
対
策
を
模
索
す
る
た
め
に
、
府
・
市

共
通
の
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と

⑧
　
既
存
の
労
働
・
福
祉
行
政
の
枠
組
を
超
え
る
釜
ケ

崎
対
策
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
特
別

立
法
を
国
に
求
め
る
こ
と

二
、
緊
急
に
現
在
の
「
あ
い
り
ん
対
策
」
を
見
直
し
、
各
行

政
機
関
に
お
い
て
釜
ケ
崎
の
現
実
に
あ
っ
た
対
応
が
な

さ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と

そ
の
た
め
に
、
市
長
・
知
事
が
先
頭
と
な
っ
て
、
釜

ヶ
崎
地
区
内
の
各
種
団
体
と
の
懇
談
会
を
設
け
、
当
面

改
め
る
べ
き
点
に
つ
い
て
意
見
を
聞
く
こ
と

三
、
釜
ケ
崎
労
働
者
の
怒
り
が
、
第
二
義
的
に
は
警
察
官
か

ら
日
常
こ
う
む
る
差
別
的
な
取
り
扱
い
に
向
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
警
察
官
に
対
す

る
常
襲
を
行
う
と
共
に
、
労
働
者
へ
の
人
権
侵
害
の
象

徴
と
し
て
存
在
す
る
街
頭
モ
ニ
タ
ー
・
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

を
早
急
に
撤
去
す
る
こ
と

四
、
釜
ケ
崎
労
働
者
の
怒
り
は
、
世
間
に
あ
る
釜
ケ
崎
労
働

者
に
対
す
る
偏
見
・
蔑
視
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
解
す
る
根
拠
も
現
実
に

挙
げ
得
る
こ
と
か
ら
、
市
民
全
般
に
対
す
る
樺
発
活
動

を
行
う
こ
と

五
、
以
上
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
の
基
本
的
な
見
解
を
早
急

に
ま
と
め
、
当
会
に
伝
達
す
る
場
を
設
け
る
こ
と

以
上

一
九
九
〇
年
二
一
月
二
一
日



以下は、9月8、9日の運営委（広島）決定に基づき＼西日本支部で作成、寄せ場

学会として12月1日に発表した声明です。
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を機にますます進められようとする天皇制の靴が、寄せ場を研究し寄せ場欄lhをいたく人間として決し
て容認しえないものであることを、確認しました。

従来からも、寄せ場とそこ地きる人びとにとって、天皇という種や天皇制という社会制度は、他人事
として見すごすことができかものであ。つつけてきています。菓京の山谷、大阪西成の釜ヶ嶋、その他、
「寄せ場」と呼ばれる日蹴倒者の町では、天龍義を看板とする右聴力団が、齢のビンハ末、勅飯

場などなどはって、勤番に裔生し、鋤者を文字通りしぼ。とっています。鋤者白身が団結し、労働
組合を繊してみずからの脚をまも。はじめると、これ時豊玉義着発はなんとしてでも利糟臓。を
維持しようと、むきだしの勅で労働者に襲いかかってき紺。たとえば菓京山谷では、労働者と遭指して
寄せ楊労働者の真の姿を映画で舶こうとした映画監怪が2人までも、「豊誠会」を名のる看護駒岡によっ
iて殺されましたo l

かつて、天皇の名はってなされた侵略戦争のなかで、白鳳期蝿たちは、きわめて安価梯働カとして、
i基地や飛行場の建設にか。たされ、植剛や占領地域から醐連行された「ロームシャ」（この日本語がア

ジア各地で通じるようになった）たちとともに、天皇のための奴謝勘助のなかで便いすてられました。そし

ていま、老齢や労務災蕾（仕卸のケガ）や病気のために日雇労働さえできなくなって輔を余儀なくされ
ぴる人びとは、天皇や皇族たちがやってくるたびに、公園その他から強制的に排除されて、螺の留鞘

や榊病院（！）に収容されます。天皇や皇族の目に「汚い」ものがふれてはならかからです。このこと
がなによ。もよく物語っているように、身も心もす。へらして期し、そのあげく伽、すてられる下層鋤

者たちは、「両賞」な天皇や皇族の目を「けがす」ような「賎しい」雑でしかないのです。

寄せ場と寄せ勝働者の現実を軽視するとき、わたしたちは、天皇制という社会腰が、同じ人間のなiか
に「貰い」人間と「賎しい」人間との差別をつく。たし存続させるものであることを、組織せざるをえ彊

ん。ある「蟻者」駿では、天皇が視察に拙たさい、あらかじめ腰の「瞞着」全員を噴霧器で「消
毒」した、という驚くべき醸さえあ。ます。「鵬の礼・大嘗祭」は、このような天皇を、さら岬机
にまで押し上げ、その対極にある「賎しい」軸をさらに低くおとしめ、その帥こかする「臣従」をわた

したちに誓わせるとともに、「賎しい」抽こかしてさらに深い差別忍織をわたしたち棚えつけるもの

「国民」を代表するという総理大瞳が「即位の礼」で、あろうことか「天皇陛下万歳白を唱えたことの

なかには、天皇とわたしたちとの関係が、如実に示されていますoこうし棚係が今後ますます当た。まえ

のことにされびくとしたら、主権在民という盤本理念が否定されるばか。か、「臨者」「舶外国人J
r被差別郎離」など社会鵬者とともに寄せ暢労働者の人権も、ます接す踏みにじられていくでしょう。

主軸民という天測を消し去ってしまわかためにも、そして人間に「賞」と「膿」があってはならず、
天皇の名はって人間としての轍と脚を踏みにじられる観力くあってはならない、というきわめて当た

。まえの理由からも、わたしたち「日柄せ場学会」会員ならびにこの学会の鰍こ関心を寄せる有志は、
「鵬の礼・大総」軸、賊を唱え、いかなるかたちでの天皇棚靴の動き繭、しても反対していく

ことを、ここに殻胴‾るものです。

1990年12月1日

B春霞一畳－蔓琴学会定を

伯グ産のデL∴フヒ竃葦糞シを宏之ととうとう」毒

一ラ∈ニ重き勅の珪命fgdこ麦芽ザ乙宴ラー

わたしたちは「蝿の礼・大総」の鮪と天皇制の強化に反対し、わたし鳩の見解への理解と賛同を

膜豊の死と新天皇の掘こともない、鵬は、多くの輿論や航続を蕪祝して一連の即位儀礼翻案欄干
部として強行してきました。なかでも、天皇が「航となる樹であることが切らかな「臓の礼」と「大

嘗祭」は、政教脚や思鮨条の自由を明記した現行憲法をすら踏みにじ。、主揃であるはずの「国民」
に天皇への臣従を誓わせることがその真の融であって、わたしたちは、これらの楓をとうてい容認する

わたしたち「日本寄せ場学会」の会員、ならびにこの学会の醐こ深い関心をよせるものたちは、去る2

月10日、右発による長輔長狙撃軸を考える緊急集会軸催して、天皇と天皇制にたいする脚や鰯を
暴力はって封はうとする動きを許さか、という練を勤しましたoそして今回、10月21日には、強

行されようとする「即位の礼・大嘗祭」について学習し対論する集ま。をもち、これらの即位儀礼と、それ
克畦tiI－t七・才・二と山一・（とし具∴＋」《　L　ヽ　－　＿－I＿＿＿一，＿〟．＿．。＿＿．、．

日本寄せ楊学会　会員ならびに会員外有志一同



園

各
地
の
帥
／
凱
越
冬
闘
争
・
越
年
期
活
動
概
要

碁
寿
雷
撃
崎
憲
泰
萱
繋
北
九
州
登
米

寄
せ
場
に
厳
し
い
越
年
期
が
や
っ
て
き
た
。
各
地
で
取

り
組
ま
れ
て
い
る
越
冬
闘
争
や
、
夜
回
り
を
中
心
に
行
な

わ
れ
て
い
る
地
域
清
朝
を
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
み
だ
が
、

ま
と
め
て
紹
介
す
る
。

※
山
谷

●
1
2
月
2
6
日
／
午
後
6
時
0
0
分
よ
り
山
谷
労
働
者
福
祉
会

館
2
F
ホ
ー
ル
に
・
お
い
て
　
「
越
冬
闘
争
突
入
宣
言
集
会
」

●
2
8
日
／
午
後
3
時
、
玉
姫
公
園
に
、
お
い
て
越
冬
突
入

●
越
年
期
は
毎
週
土
曜
日
午
後
8
時
よ
り
人
民
パ
ト
ロ
ー

ル
開
始

●
1
月
4
日
／
午
前
、
公
園
撤
退
。
午
後
2
時
よ
り
「
大

カ
ン
パ
行
動
」

●
1
3
日
／
正
午
よ
り
玉
姫
公
園
に
お
い
て
　
「
金
町
解
体
！

旦
雇
全
脇
総
決
起
集
会
」
。
集
会
後
デ
モ

※
寿
（
寿
日
雇
労
働
者
組
合
／
℡
〇
四
五
－
六
六
二

－
五
六
三
八
）

●
1
2
月
2
9
日
／
午
前
よ
り
テ
ン
ト
村
建
設
。
午
後
6
時
よ

り
生
活
館
4
F
に
i
あ
い
て
一
第
1
7
次
寿
越
冬
闘
争
突
入

集会」

●
2
9
日
～
1
月
3
日
／
午
後
9
時
よ
り
パ
ト
ロ
ー
ル

●
0
0
日
／
午
前
9
時
よ
り
セ
ン
タ
ー
3
F
に
お
い
て
越
年

対
策
・
窓
口
闘
争
　
（
3
1
日
、
1
月
2
日
も
）

●
3
1
日
／
冬
ま
つ
り
。
午
後
4
時
よ
り
寿
公
園
で
年
越
し

そ
ば

●
1
月
1
日
／
冬
ま
つ
り
。
正
午
よ
り
寿
公
園
で
も
ち
つ

き
大
会

●
2
日
／
冬
ま
つ
り
。
午
後
1
時
よ
り
生
活
館
4
F
で
ノ

ド
自
慢
大
会

●
4
日
／
午
前
9
時
よ
り
申
区
役
所
闘
争
。
午
後
、
打
上

集
会

●
5
日
～
7
日
／
プ
レ
ハ
ブ
自
主
管
理
闘
争

※
笹
島
（
第
譜
名
古
靂
冬
実
行
貴
会
／
℡

〇
五
ニ
ー
四
五
一
－
四
一
七
六
）

●
1
2
月
2
5
日
／
午
後
6
時
～
1
時
寄
せ
場
ほ
て
、
7
時
～

8
時
西
柳
公
脚
に
て
　
「
越
冬
突
入
集
会
」

●
2
5
日
～
1
月
日
日
／
午
後
8
時
よ
り
地
下
鉄
名
古
屋
駅

北
側
構
内
に
て
炊
き
出
し
提
供
（
準
備
は
布
池
福
信
館

で
）
、
労
働
相
淡
、
医
療
相
談

●
2
5
日
か
ら
1
月
5
日
ま
で
は
医
療
相
談
に
加
え
て
診
察

も
行
な
う
　
（
時
間
・
場
所
は
同
じ
）

●
2
6
日
～
1
月
日
日
／
午
前
1
時
よ
り
栄
、
名
古
屋
駅
、

笹
島
周
辺
の
パ
ト
ロ
ー
ル
　
（
西
柳
公
園
に
1
0
分
前
に
集

合）
●
2
9
日
～
1
月
9
日
／
生
活
・
医
療
要
求
行
動
。
午
前
8

時
に
西
柳
公
園
に
集
合
し
、
労
働
者
か
ら
相
談
を
受
け
、

中
村
区
役
所
へ
　
（
～
午
後
2
時
）

●
1
月
1
日
／
午
前
1
0
時
よ
り
函
柳
公
園
で
も
ち
つ
き
大

会
●
3
日
／
午
後
、
船
見
寮
に
て
無
料
宿
泊
所
診
察
医
療
相

談
●
日
日
／
午
後
7
時
よ
り
西
柳
公
園
に
て
越
冬
総
括
集
会

●
日
日
／
午
前
6
時
よ
り
寄
せ
場
に
て
越
冬
総
括
集
会

※
釜
ケ
崎
（
第
駕
釜
ケ
崎
越
冬
闘
争
実
行
委

員
会
／
℡
〇
六
－
六
三
ニ
ー
四
二
七
三
釜
日
労
気
付
）

●
1
2
月
2
5
日
／
午
後
6
時
よ
り
三
角
公
園
に
お
い
て
　
「
第

2
1
回
釜
ケ
崎
越
冬
闘
争
突
入
決
起
集
会
」
。
終
了
後
、

医
療
セ
ン
タ
ー
下
に
越
冬
拠
点
設
営
－
フ
ト
ン
し
き
・

医
療
パ
ト
ロ
ー
ル
開
始

●
2
6
日
～
1
月
8
日
／
午
前
8
時
よ
り
医
療
セ
ン
タ
ー
下

で
医
療
相
談

●
2
6
日
／
午
前
的
時
、
大
阪
港
で
の
越
冬
カ
ン
パ
活
動
。

昼
、
矢
田
解
放
子
と
も
会
と
も
ち
つ
き
・
交
流
会
。
午

後
3
時
よ
り
（
暴
動
）
救
援
会
の
学
習
会

●
2
8
日
／
大
和
中
央
病
院
抗
議
・
糾
弾
行
動
（
午
前
7
時

3
0
分
に
セ
ン
タ
ー
1
F
へ
集
合
）

●
2
9
日
～
針
目
／
朝
、
大
阪
市
の
越
年
臨
時
宿
泊
所
受
付
、



全
員
入
所
要
求
行
動
。
午
後
6
時
よ
り
三
角
公
園
に
て

「
全
員
入
所
要
求
－
・
不
当
却
下
糾
弾
集
会
」
。

●
2
9
日
～
1
月
3
日
／
午
後
8
時
、
三
角
公
園
よ
り
人
民

パ
ト
ロ
ー
ル
出
発
。
牛
後
9
時
と
午
前
3
時
、
三
角
公

園
で
炊
き
出
し
。
午
後
1
0
時
、
医
療
セ
ン
タ
ー
前
よ
り

医
療
パ
ト
ロ
ー
ル
出
発

●
1
月
1
日
／
午
後
1
時
よ
り
三
角
公
園
で
「
え
っ
と
う

ま
つ
り
」
　
（
ノ
ド
自
慢
大
会
な
ど
）

●
1
日
～
3
日
／
午
後
6
時
よ
り
三
角
公
団
に
て
え
っ
と

う
映
画
会
。

●
2
日
／
午
前
的
時
よ
り
三
角
公
団
で
も
ち
つ
き
大
会

●
3
日
／
午
前
9
時
よ
り
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

●
4
日
／
対
大
阪
市
抗
議
デ
モ
　
（
午
前
8
時
よ
り
セ
ン
タ

ー
↓
三
角
公
団
↓
日
本
精
紡
－
市
庁
舎
の
コ
ー
ス
）
。

続
い
て
対
大
阪
府
労
働
部
抗
議
行
動

●
8
日
／
午
前
5
時
、
医
療
セ
ン
タ
ー
下
の
フ
ト
ン
撤
収

●
9
日
／
連
日
の
医
療
パ
ト
ロ
ー
ル
は
こ
の
日
を
も
っ
て

終
了
。
同
日
か
ら
は
越
冬
実
が
週
1
回
、
釜
ケ
崎
キ
リ

ス
ト
教
協
友
会
が
週
4
回
行
な
う
医
療
パ
ト
に
継
続
さ

※
築
港
福
岡
日
雇
労
働
馨
、
第
六
回
福
岡
越

冬
闘
争
実
行
委
員
会
／
℡
〇
九
二
－
二
八
一
〇
五
三
四
）

（
す
で
に
1
2
月
1
6
日
に
　
「
福
岡
越
冬
闘
争
突
入
集
会
」
を

開
催
し
て
い
る
）

●
1
2
月
～
1
月
末
の
毎
週
月
・
金
／
午
後
8
時
ご
ろ
よ
り

人
民
パ
ト
ロ
ー
ル
　
（
吉
塚
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
集
合
）

●
1
月
2
日
～
4
日
／
博
多
駅
裏
の
音
羽
公
園
に
お
い
て

拠
点
越
冬
闘
争

第
1
日
　
建
て
込
み
、
テ
ン
ト
設
営
、
呼
び
掛
け
人
パ

ト
ロ
ー
ル
、
泊
ま
り
込
み

第
2
日
　
団
結
そ
う
に
大
会
、
労
働
・
医
療
相
談
受
付
、

泊
ま
り
込
み

第
3
日
　
博
多
駅
頭
情
宣
、
解
体
・
撤
収
、
福
祉
事
務

※
京
都
（
日
雇
労
磐
の
人
権
と
労
働
着
え
る

会
（
＆
き
ょ
う
と
キ
リ
ス
ト
者
夜
ま
わ
り
の
会
）
／
℡
〇

七
五
－
六
七
一
－
八
四
八
三
本
田
次
男
さ
ん
）

（
通
年
的
活
動
の
一
環
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
）

●
1
2
月
2
6
日
、
2
9
日
、
3
1
日
、
1
月
2
日
／
午
後
日
時
約

分
～
1
1
時
1
5
五
分
、
京
都
駅
周
辺
の
夜
ま
わ
り
（
八
条

コ
ン
コ
ー
ス
、
ア
パ
ン
テ
ィ
や
ポ
ル
タ
の
周
辺
、
駅
階

段
、
堀
川
通
以
西
の
公
園
な
ど
）
。
1
5
分
前
に
京
都
駅

八
条
ロ
の
旧
団
体
待
合
室
（
現
＞
S
↓
Y
 
U
．
－
孟
P
A
芙
）

に
集
合

●
1
2
月
2
7
日
、
約
日
、
1
月
1
日
、
3
日
／
午
後
1
0
時
～

日
時
、
四
条
河
原
町
周
辺
の
夜
ま
わ
り
（
木
尾
町
道
～

烏
丸
通
付
近
の
四
条
通
の
地
上
地
下
、
寺
町
通
、
鴨
川

周
辺
、
で
き
れ
ば
円
山
公
園
、
四
条
　
大
宮
、
五
条
通

な
ど
）
。
1
0
分
前
に
四
条
河
原
町
交
差
点
南
西
の
高
島

屋
前
に
集
合

●
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
／
病
院
・
中
央
保
護
所
訪
問
な

※
西
部
各
地

広
島
（
野
宿
労
働
者
の
人
権
を
守
る
広
島
夜
廻
り
の

会
／
℡
〇
八
二
l
一
三
ニ
ー
七
六
五
三
）

（
す
で
に
1
2
月
2
日
に
夜
廻
り
よ
び
か
け
・
越
冬
突
入
集

会
を
開
催
し
て
い
る
）

●
1
2
月
～
2
月
末
の
毎
週
水
曜
／
人
民
パ
ト
ロ
ー
ル
・
夜

廻
り
（
カ
ト
リ
ッ
ク
観
音
町
教
会
を
午
後
8
時
約
分
出

発）
盲
同
船
　
（
野
宿
者
へ
の
炊
き
出
し
・
衣
料
出
し
・
夜
廻

り
の
会
／
℡
〇
八
七
八
～
六
六
－
八
五
三
七
）

●
1
2
月
下
旬
～
2
月
初
頭
／
毎
週
1
回
人
民
パ
ト
ロ
ー
ル

北
九
州
川
　
（
北
九
州
越
冬
実
行
委
員
会
／
℡
〇
九
三

－
六
五
一
－
六
六
六
九
）

（
す
で
に
1
2
月
9
日
に
　
「
北
九
州
越
冬
突
入
集
会
」
を
開

催
し
て
い
る
）

●
年
末
年
始
に
か
け
て
人
民
パ
ト
、
差
別
襲
撃
へ
の
反
撃

の
対
教
育
委
員
会
抗
議
行
動
、
当
該
学
校
行
動
、
日
雇
　
1
7
1

労
働
者
切
り
捨
て
の
差
別
行
政
糾
弾
・
福
祉
事
務
所
へ

の
抗
議
申
し
入
れ
行
動
な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
る

h
八
助
日
米
　
（
比
嘉
敬
勝
さ
ん
を
支
援
す
る
会
／
℡
〇

九
二
－
二
八
一
－
〇
五
三
四
福
日
労
気
付
）

●
今
夏
以
降
の
活
動
を
ふ
ま
え
、
今
後
を
に
ら
ん
で
準
備

・
論
議
申

●
1
月
1
7
日
／
午
後
1
時
5
0
分
よ
り
福
岡
地
裁
久
留
米
支

部
に
て
比
嘉
敏
勝
さ
ん
裁
判
の
第
5
回
公
判
（
検
事
側

被
告
人
尋
問
な
ど
）

西
部
各
地
の
越
冬
・
夜
ま
わ
り
の
取
り
組
み
に
関

し
て
は
、
山
谷
労
働
者
会
館
を
支
え
る
と
も
の
会
・

福
岡
が
発
行
し
て
い
る
「
い
か
の
も
と
」
第
参
号
を

参
照
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。



洗葦∴∴∴∴乱－I

j胸腔年の棚道に点れ雄、この賞と宜大判意、「秋葉肋間にもとっさ、訪客の教員

を懲戒鵬雁、三省の細臓片を出勤停止とする「処分」を行なったとのことです。

この子処分iを受けた教L潮民のうちに！．L rH本筋・せI排撃会Iの金賞がふく産れ

ています。私たらは、貼通のテーマと取りくむ研究者としての胡粉、ら、卦大判こお

ける今回の「処分」に深いl親心と焚陰を胞かすにl加、られ疲せん。

とりわけ、研究・教習の根幹にかかわるつざの掘）知こついて、境大学の蓑性あるご

説明を、私たち－：t壊講します。

一、一時に五名の「懲榔棚乱　と三省の「停職」という処分は、日本の大学史上兼

的石のことですが、このような天龍の、しかれ血、処分を行なわなければならないだ

けの現状」が、被処分者溝民に、本当に存寝したのでしょうか？

二、間項と開通することですが、処分通知諦こは、具体的紀聞iが紀載されていな

い、といわれています。もしもこれか“i嘆であれば、被処分者だけでなく社会をもと

うてい納得させうるものではあり譲せん。この点について説明してくださるよう竣掘

しま‘れ

三、棚通によれば、今時IO）「処分」は、当該教肢会の講を経てなされたもの‾引．tti

い、とのことです。公立・私立を問わず、大学におけるあらゆる不利硫処ク引．ふ、被処

分者の人柄li咽浄朝原からも大型の帥I河）融点からt）、歳入減の1剛iカ、つ成幸高雅的

手鏡を経ること力く必須とされています。この点から、今iI時）i処鉦に疑義を母さま

ざるをえないと著えますが、いかがでしょうか？

園、大挙の棚威光として亜梗机一部純をしめる半生たらにたいする荒性を、今回

の「処分iはれ、がしろにしているように思い涙す。この処分によって教育や研究の

うえや輝i三に演出rす膨幣や不利粗こついて、iIi大判．【どう牽えておられるのか、明

らかにしていただく．たう一葉消し：掴‾。

Ll本抒せ楊宰会∴遮笛委員会

一九九〇‘十上月三十一ii

I点も修道人草半農　誘引I不嵩三戯

【I・l，ily同文のものをI條迅雷載I即位農　土谷太郎戯」あてにも送った】

漣
鸞
欝
強
国
掲
瓜
等
鉛
　
翻
翻
盛
岡

脚
。
獅
　
i
戴
感

十
月
二
十
七
日
、
東
京
・
山
谷
労
働
者
福
祉
会
館
に
お
い

て
運
営
委
員
会
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
告
知
の
不
徹
底
な

ど
に
よ
り
参
加
者
少
数
の
た
め
、
学
会
が
借
り
て
い
る
同
会

館
の
一
室
の
運
営
・
利
用
方
法
な
ど
の
討
議
は
次
回
に
持
ち

越
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
、
討
議
さ
れ
た
の
は
以
下
の
点
で
す
。

用
年
報
「
寄
せ
場
」
第
4
号
の
内
容
に
つ
い
て

㈲
「
フ
ォ
ー
・
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
シ
リ
ー
ズ
　
（
日
雇
労
働
者

の
街
）
寄
せ
場
」
に
つ
い
て
　
ー
　
内
容
の
検
討
が
若
干
行
な

わ
れ
、
目
次
案
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

㈲
広
島
修
道
大
学
当
局
に
よ
る
教
職
員
五
名
の
懲
戒
絃
屋
、

三
名
の
出
勤
停
止
処
分
に
つ
い
て
　
－
　
こ
の
処
分
は
十
月
九

日
に
出
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
被
処
分
者
（
学
会
員
）
よ
り

。
処
分
は
不
当
な
も
の
で
、
学
会
か
ら
も
抗
議
の
意
志
を
表

示
し
て
ほ
し
い
“
旨
の
要
請
を
受
け
ま
し
た
。
討
議
の
結
果
、

。
新
聞
記
事
等
か
ら
う
か
が
え
る
範
囲
内
で
も
納
得
で
き
な

い
点
に
つ
い
て
、
疑
義
を
た
だ
す
内
容
の
要
請
文
を
運
営
委

員
会
名
で
提
出
す
る
“
こ
と
と
し
ま
し
た
。

な
お
、
次
回
運
営
委
は
現
在
、
日
程
折
衝
中
で
す
。

事
務
局
L
A
∵
小
目
ノ

▽
十
月
十
三
日
、
寄
せ
場
学
会
に
対
し
笹
島
日
雇
解
放
運
動

協
議
会
、
笹
島
キ
リ
ス
ト
教
連
絡
会
、
芋
茎
幸
雄
さ
ん
救
援

合
同
対
策
委
員
会
の
連
名
で
、
現
在
名
古
屋
地
裁
で
「
傷
害

致
死
」
事
件
と
し
て
係
争
中
の
、
手
窒
幸
雄
さ
ん
裁
判
に
対

す
る
支
援
を
求
め
る
要
請
書
が
送
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
ス
ペ

ー
ス
を
使
っ
て
要
約
し
て
お
伝
え
し
ま
す
。

▽
【
事
件
の
概
要
】
手
室
幸
雄
さ
ん
　
（
四
十
七
歳
）
　
は
北
海

道
生
ま
れ
。
木
彫
り
師
な
ど
を
し
た
後
、
一
九
八
七
年
ご
ろ

よ
り
東
京
や
名
古
屋
で
日
雇
労
働
者
と
し
て
働
く
。
今
年
九

月
、
名
古
屋
市
の
公
園
で
休
憩
中
、
日
雇
労
働
者
仲
間
の
A

さ
ん
　
（
酔
っ
て
い
た
）
　
よ
り
「
ア
イ
ヌ
は
帰
れ
」
　
な
ど
と
差

別
的
な
言
薬
を
浴
び
せ
ら
れ
、
あ
ご
と
ゲ
や
腕
の
毛
を
引
っ

張
ら
れ
る
、
足
を
蹴
ら
れ
る
な
ど
侮
辱
的
行
動
を
受
け
た
。

手
室
さ
ん
は
度
重
な
る
差
別
的
言
動
に
怒
り
、
A
さ
ん
の
腹

部
を
蹴
る
な
ど
し
た
と
こ
ろ
、
A
さ
ん
は
そ
の
ま
ま
意
識
を

失
い
、
二
時
間
後
に
救
急
入
院
先
の
病
院
で
死
亡
し
た
。

【
裁
判
闘
争
】
今
回
の
掌
件
は
、
被
差
別
・
疎
外
状
況
に
お

か
れ
た
者
ど
う
し
に
よ
る
不
幸
な
事
件
で
あ
る
。
手
蔓
さ
ん

の
行
為
を
　
「
粗
暴
な
行
為
」
　
と
し
て
人
格
に
帰
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
根
本
的
な
原
因
は
日
本
社
会
の
ア
イ
ヌ
差
別
に
あ

る
と
受
け
と
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
正
し
い
理
解
な
し
に

公
正
な
審
理
は
な
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
【
要
請
事
項
】
①
本

裁
判
に
対
す
る
支
援
の
意
志
を
決
定
し
、
表
明
し
て
ほ
し
い

②
名
古
屋
拘
置
所
に
拘
留
中
の
手
書
さ
ん
に
支
援
・
激
励

の
意
志
を
伝
え
て
ほ
し
い
　
③
裁
判
所
に
向
け
て
公
正
な
審

理
の
実
施
と
早
期
保
釈
を
要
望
し
て
ほ
し
い
　
－
。

▽
「
通
信
」
で
は
、
改
め
て
次
号
か
次
々
号
で
、
こ
の
問
題

に
紙
面
を
割
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。


