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〝
万
平
路
地
〟
か
ら
上
が
っ
た
町
壊
し
を
許
さ
な
い
住
民
運
動
の
狼
煙

問い続ける
「これでいいのか京都」

　

こ
の
路
地
を
、
私
は
今
も
〝
万
平
路
地
〟
と
呼

ん
で
い
る
。

　

中
京
区
の
ど
真
ん
中
、
祇
園
祭
の
南
観
音
山
を

出
す
百む
か
で
や

足
屋
町
（
中
京
区
新
町
通
蛸
薬
師
下
ル
）

に
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
へ
来
る
と
、
必
ず
路
地
に

足
が
向
く
。
も
う
、
万
平
さ
ん
は
住
ん
で
い
な
い

の
だ
が
、
そ
れ
で
も
路
地
の
よ
う
す
に
変
わ
り
は

な
い
か
確
か
め
て
み
た
く
な
る
。
万
平
さ
ん
が
住

ん
で
い
た
家
は
、
今
も
し
っ
か
り
残
っ
て
は
い
る

が
、
昔
年
の
佇
ま
い
は
偲
べ
な
い
。

　

か
つ
て
の
こ
の
家や

の
主あ

る
じの

名
は
―
―
木
村
万
平

さ
ん
。
中
学
校
教
員
を
退
職
後
、
山
鉾
保
存
会
役

員
や
町
史
編
纂
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た
が
、

突
如
、
町
内
に
大
手
建
設
会
社
の
高
層
マ
ン
シ
ョ

ン
が
建
つ
計
画
が
浮
上
し
た
。
そ
こ
か
ら
万
平
さ

ん
を
は
じ
め
と
す
る
町
内
住
民
の
反
対
運
動
が
湧

き
上
が
っ
た
。
折
し
も
市
の
無
計
画
な
都
市
計
画

に
よ
っ
て
、
市
内
各
地
に
暴
力
団
ま
が
い
の
地
上

げ
屋
が
暗
躍
し
、
あ
ち
こ
ち
で
住
民
は
住
み
慣
れ

た
土
地
を
追
い
出
さ
れ
、
虫
喰
い
の
よ
う
に
で
き

た
更
地
に
は
無
秩
序
な
の
っ
ぽ
ビ
ル
が
建
っ
た
。

そ
の
様
は
、
ま
る
で
〝
応
仁
の
乱
〟
以
来
の
町
壊

し
だ
と
も
言
わ
れ
た
。

住
民
の
暮
ら
し
と
京
都
の
景
観
を
守
れ
の
市
民

運
動
が
草
の
根
の
よ

う
に
立
ち
上
が
っ
た
。

そ
の
狼の
ろ
し煙

を
上
げ
た

の
が
百
足
屋
町
だ
っ

た
。
運
動
は
瞬
く
間

に
市
内
各
地
に
広
が

り
、万
平
さ
ん
は
「
住

環
境
を
守
る
・
京
の

ま
ち
づ
く
り
連
絡
会
」

の
中
心
と
な
り
、
立

ち
上
が
っ
た
人
び
と

を
励
ま
し
、
共
に
た

た
か
っ
た
。
多
く
の

地
域
、
町
内
で
「
町

づ
く
り
憲
章
」
も
作

ら
れ
た
。
万
平
さ
ん

が
１
９
８
９
年
の
京

路地の奥から新町通りを見る

例
会
案
内
／
会
員
消
息
／

事
務
局
か
ら
／
編
集
後
記　
　

11



燎　原　　第 245号（2020 年２月 15日） ２

都
市
長
選
挙
、
90
年
の
京
都
府
知
事
選
挙
と

二
度
の
首
長
選
挙
に
立
候
補
し
た
こ
と
は
、

市
民
に
大
き
な
勇
気
を
与
え
た
。
い
ず
れ
の

選
挙
も
敗
れ
た
が
、
市
長
選
挙
で
は
わ
ず
か

３
２
１
票
差
ま
で
肉
迫
し
た
。

し
か
し
、
万
平
さ
ん
は
敗
け
て
は
い
な

か
っ
た
。
選
挙
後
も
市
内
中
心
部
を
く
ま
な

く
歩
き
、
破
壊
さ
れ
る
歴
史
都
市
の
姿
を
地

図
に
落
と
し
て
い
っ
た
。
一
目
瞭
然
、
貴
重

な
資
料
で
あ
る
（
図
は
そ
の
一
部
）

京
都
は
い
ま
、再
び
第
二
の
〝
応
仁
の
乱
〟

の
戦
禍
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
明
治
政
府
よ

り
も
早
く
町
衆
が
基
金
を
出
し
、
地
域
自
治

の
拠
点
と
し
て
造
っ
た
歴
史
あ
る
学
校
を
、

地
元
の
合
意
も
得
ず
に
壊
し
、
世
界
遺
産
に

登
録
さ
れ
た
由
緒
あ
る
建
造
物
、
景
観
ま
で

潰
そ
う
と
す
る
恥
知
ら
ず
な
京
都
市
政
に
、

住
民
は
毅
然
と
立
ち
向
か
っ
て
い
る
。

そ
の
住
民
と
共
に
、
先
の
市
長
選
挙
で

た
た
か
っ
た
弁
護
士
・
福
山
和
人
氏
は
残
念

な
が
ら
敗
れ
は
し
た
が
、「
こ
れ
で
い
い
の

か
京
都
」
と
問
い
続
け
る
町
衆
の
気
概
は
さ

ら
に
高
ま
っ
て
い
る
。

（
い
ず
ぶ
ち
・
と
き
こ
記
）

『燎原』の合本「電子ブック版」発売中！
CD-ROM版　各巻頒価 3000 円（送料共）

●第１巻（創刊号から第 50号）
●第２巻（第 51号～第 100 号）
●第３巻（第 101 号～第 150 号）
●第４巻（第 151 号～第 200 号）

＊ご希望の方は、事務局まで電話またはFAXでお申し込みください。

京都の民主運動史を語る会　TEL&FAX 075-722-3823（井手方）
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と
ア
メ
リ
カ
の
対
立
を
激
化
さ
せ
て
い
る
中

東
の
世
界
も
同
様
だ
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ん
で
も
か
ん

で
も
、
新
元
号
制
定
が
新
し
い
時
代
の
幕
開

け
だ
と
い
う
、
日
本
で
し
か
通
用
し
な
い
時

代
感
覚
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
振
り
撒
い
て
い

る
。

　

国
内
で
も
、
昨
年
末
年
に
表
面
化
し
た
首

相
主
催
の
「
桜
を
見
る
会
」
の
名
簿
の
隠
蔽
・

改
竄
・
記
録
も
残
さ
な
い
無
法
な
廃
棄
等
々
。

公
文
書
管
理
の
杜
撰
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
も

う
ウ
ン
ザ
リ
だ
。
さ
す
が
に
マ
ス
コ
ミ
も
こ

れ
に
は
あ
き
れ
て
批
判
的
な
報
道
を
見
せ
て

は
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
日
韓
関
係
悪
化
に
つ
い
て

は
、
韓
国
が
国
際
法
を
無
視
し
た
不
当
な
要

求
を
日
本
に
押
し
つ
け
て
い
る
か
ら
だ
と
い

う
政
府
見
解
を
疑
い
も
せ
ず
、
一
貫
し
て
報

道
し
続
け
る
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
。
不
当
だ
と

い
う
の
は
、
戦
時
中
の
被
徴
用
韓
国
人
の
未

収
金
や
補
償
金
そ
の
他
の
請
求
権
等
の
問
題

は
、
１
９
６
５
年
の
日
韓
請
求
権
・
経
済
協

力
協
定
で
解
決
済
み
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

条
約
を
無
視
し
て
賠
償
を
求
め
て
く
る
な
ど

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
話
題
で
も
ち
き
り

と
な
る
だ
ろ
う
２
０
２
０
年
。
私
は
と
て
も

複
雑
な
心
境
で
い
る
。

　

年
末
年
始
に
か
け
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界

の
政
治
経
済
関
係
が
ど
う
動
い
て
い
く
か
、

様
々
な
困
難
が
呟
か
れ
る
中
、
ひ
と
き
わ
大

き
く
聞
え
て
く
る
の
は
軍
事
的
危
機
論
で
あ

る
。
軍
事
力
の
誇
示
に
よ
る
「
抑
止
」
が
世

界
政
治
を
動
か
す
の
だ
と
い
う
相
変
わ
ら
ず

の
政
治
・
戦
略
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
人

類
は
ま
だ
こ
の
発
想
か
ら
抜
け
き
ら
ず
、
日

本
国
憲
法
の
か
か
げ
る
恒
久
平
和
へ
の
過
渡

期
に
あ
っ
て
む
し
ろ
後
退
し
て
い
る
の
が
現

状
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
イ
ラ
ン

３

は
国
際
法
の
違
反
そ
の
も
の
だ
と
い
う
議
論

で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
と
の
発
端
と
な
っ
た
い
わ
ゆ

る
「
徴
用
工
問
題
」
を
め
ぐ
る
２
０
１
８

年
10
月
30
日
の
韓
国
大
法
院
判
決
（
新
日

鉄
住
金
徴
用
工
事
件
再
上
告
審
判
決
）
は
、

１
９
６
５
年
の
日
韓
協
定
で
扱
わ
れ
た
問
題

を
蒸
し
返
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
政
府
は

も
ち
ろ
ん
マ
ス
コ
ミ
も
ま
っ
た
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
言
及
し
な
い
。

　

結
論
だ
け
い
え
ば
、韓
国
大
審
院
判
決
は
、

日
本
の
不
法
な
植
民
地
支
配
と
侵
略
戦
争
の

遂
行
に
直
結
し
た
日
本
企
業
の
反
人
道
的
な

不
法
行
為
を
前
提
と
す
る
強
制
動
員
被
害
者

の
日
本
企
業
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
を
正
当

な
権
利
の
主
張
だ
と
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
長
く
続
い
た
日
韓
会
談
と
い
わ
れ
る
交

渉
過
程
で
も
締
結
さ
れ
た
協
定
で
も
、
こ
の

問
題
は
正
面
か
ら
協
議
さ
れ
て
い
な
い
し
、

決
し
て
決
着
済
み
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ス
コ
ミ
が
こ
れ
に
言

及
せ
ず
ま
し
て
や
深
く
論
じ
な
い
の
は
、
彼

ら
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
の
判
決
文
を
ま
と
も

に
読
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
疑

わ
せ
る
。

　

あ
る
い
は
、
こ
の
問
題
で
は
マ
ス
コ
ミ
も

「
元
号
感
覚
」
と
同
様
、
無
意
識
・
無
批
判

に
現
代
版
日
本
の
「
国
粋
主
義
」
に
浸
か
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

＊　

＊　

＊　

＊

　

昨
年
は
台
風
15
号
や
19
号
な
ど
に
よ
る
大

規
模
な
風
水
害
で
多
く
の
文
化
財
や
図
書
・

文
書
が
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

　

川
崎
市
中
原
区
の
博
物
館
兼
美
術
館
「
川

崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
絵
画
や
、
漫

画
関
連
資
料
な
ど
約
26
万
点
の
収
蔵
品
が
水

に
漬
か
っ
た
。一
橋
大
学
附
属
図
書
館
で
は
、

雨
量
が
書
庫
屋
上
の
排
水
能
力
を
超
え
た
た

め
、
雨
水
が
書
庫
ま
で
流
れ
込
み
数
万
冊
の

図
書
が
水
に
浸
か
っ
た
。
千
葉
や
長
野
を
は

じ
め
多
く
の
県
・
市
町
村
で
も
大
量
の
文
化

財
や
文
書
が
被
災
し
た
。

　

私
が
自
分
の
仕
事
と
し
て
属
し
て
い
る
全

国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会

（
略
称
・
全
史
料
協
）
な
ど
は
、
こ
れ
ら
被

災
文
書
資
料
の
情
報
を
把
握
し
、
救
済
の
仕

事
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
を
呼
び
か
け
て

い
る
。

　

１
月
三
連
休
の
最
終
日
13
日
、
久
し
振
り

に
釜
石
市
を
訪
ね
、
公
文
書
問
題
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
「
市
民
と
行
政
を
つ
な
ぐ
公
文
書
」

と
題
し
て
話
を
し
て
き
た
。
も
う
一
人
の
登

壇
者
は
日
本
経
済
新
聞
社
の
元
記
者
で
公
文

書
問
題
を
追
い
続
け
、『
日
本
の
公
文
書
』

（
ポ
ッ
ト
出
版
）
や
『
公
文
書
問
題
と
日
本

２
０
２
０
年
に
思
う

―
―

文
書
を
隠
す
政
府
と
文
書
を
検
討
し
な
い
マ
ス
コ
ミ

井
口

　和
起

（
本
会
代
表
・
福
知
山

 

公
立
大
学
代
表
）
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昨
年
９
月
28
日
、
本
誌
に
「
新
村
猛
の
思

想
形
成
と
『
満
州
事
変
』」
を
連
載
中
の
成

瀬
公
策
氏
を
愛
知
県
か
ら
迎
え
、
９
月
例
会

が
開
催
さ
れ
た
。

成
瀬
氏
は
、「
新
村
猛
の
１
９
３
０
年
代

に
お
け
る
国
際
認
識
～
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て

～
」
と
題
し
て
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。

成
瀬
氏
は
、
新
村
猛
の
社
会
的
役
割
と
し

て
次
の
４
点
を
挙
げ
た
。
①
フ
ラ
ン
ス
文
学

者
、
②
教
育
者
、
③
平
和
運
動
（
愛
知
県
平

和
委
員
会
の
会
長
を
長
年
つ
と
め
た
）
を
は

じ
め
と
す
る
社
会
運
動
家
、
④
広
辞
苑
の
編

集
・
執
筆
者
。
こ
の
う
ち
成
瀬
氏
は
③
に
着

目
し
、
新
村
を
「
民
衆
の
幸
い
の
た
め
に
行

動
し
た
知
識
人
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
新
村

の
国
際
認
識
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の

か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
し
て
報
告
し
た
。

ま
ず
新
村
に
つ
い
て
、
青
年
期
以
来
国
境

を
こ
え
た
文
学
・
芸
術
・
学
問
に
親
し
み
そ

れ
ら
を
吸
収
し
て
き
た
こ
と
、「
自
分
の
社

会
主
義
は
深
く
フ
ラ
ン
ス
的
な
も
の
で
あ
る
」

と
す
る
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス
を
尊
敬
し
て
い

た
こ
と
、
満
州
事
変
以
後
は
反
帝
国
主
義
的

平
和
論
に
共
鳴
し
た
こ
と
、
朝
鮮
や
台
湾
へ

の
植
民
地
支
配
に
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
、
を

紹
介
し
た
。
そ
し
て
、
新
村
の
ス
タ
ン
ス
を

示
す
も
の
と
し
て
１
９
３
６
年
９
月
京
都
放

送
局
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
原
稿
（
草
稿
、
著
作

集
第
二
巻
収
録
）
を
と
り
あ
げ
た
。
新
村
の

立
場
は
自
国
の
民
族
文
化
発
展
の
た
め
に
は

世
界
各
地
の
民
族
文
化
の
摂
取
が
必
要
だ
と

す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究

を
通
じ
て
寄
与
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
ま
た

同
時
代
の
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抵
抗
の
姿

勢
を
示
す
科
学
者
・
芸
術
家
た
ち
に
共
鳴
し

て
い
た
こ
と
、
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

草
稿
で
あ
る
。

次
に
、『
世
界
文
化
』
掲
載
の
文
章
に
み
る

新
村
猛
の
国
際
認
識
に
つ
い
て
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
や
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
、
フ
ラ
ン
ス

や
ス
ペ
イ
ン
の
人
民
戦
線
政
府
へ
の
共
鳴
、

と
い
っ
た
特
徴
が
示
さ
れ
た
。
続
け
て
、
民

衆
文
明
論
の
展
開
が
あ
る
と
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
お
け
る
「
文
化
の
家
」
の
活
動
を
紹
介
し

て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
芸
術
と
民
衆
と
が
結

び
つ
く
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。
さ
ら
に
新
村
自
身
が
そ
の
民
衆
文

明
論
を
唱
道
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
践
し
て

い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
と
し
て
、
サ
ー
ク

ル
活
動
の
組
織
化
の
試
み
、
週
刊
『
土
曜
日
』

の
発
行
な
ど
を
挙
げ
た
。
一
方
で
、
ソ
ビ
エ

ト
を
理
想
化
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
歴
史

的
限
界
も
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
１
９
３
７
年
11
月
、
治
安
維

持
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
後
の
新
村

の
「
暗
い
谷
間
の
時
代
を
耐
え
忍
ぶ
」
軌
跡

に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
京
都
帝
大
図
書
館
の

嘱
託
職
員
と
し
て
辞
苑
の
編
集
・
執
筆
に
携

わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
成
瀬
氏
は
、「
こ
の

時
期
は
著
作
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
を
ほ
と

ん
ど
残
し
て
お
ら
ず
、
戦
争
を
鼓
舞
す
る
文

章
の
執
筆
は
、
で
き
る
限
り
回
避
し
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は『
静

黙
』
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
食
べ
る
た
め

に
筆
を
折
ら
な
か
っ
た
中
井
正
一
や
和
田
洋

一
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
」
と
評
価
し
た
。

そ
し
て
、
新
村
に
と
っ
て
の
８
・
15
に
つ

い
て
、「
日
本
帝
国
主
義
・
軍
国
主
義
か
ら

の
解
放
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
何
よ
り
も
生

命
の
危
機
か
ら
の
解
放
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
」
と
、
報
告
を
締
め
く
く
っ
た
。

報
告
後
、
参
加
者
を
交
え
た
質
疑
応
答
、

討
論
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
　
　
　
（
西
尾
泰
広
）

の
病
理
』（
平
凡
社
新
書
）
で
も
知
ら
れ
る

松
岡
資
明
氏
で
、「
公
文
書
の
重
要
性
」
を

話
さ
れ
た
。

　

東
日
本
大
震
災
後
、
釜
石
市
の
被
災
公
文

書
救
済
を
続
け
て
き
た
立
川
の
国
文
学
研
究

資
料
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
系
の
仲
間
た
ち
が

主
宰
さ
れ
た
も
の
で
、
釜
石
市
の
職
員
の

方
々
も
熱
心
に
議
論
に
加
わ
っ
て
く
だ
さ

り
、
夜
は
市
の
方
々
が
交
流
の
場
を
設
定
し

て
く
だ
さ
っ
た
。

　

翌
日
、
一
日
か
け
て
釜
石
か
ら
福
知
山
ま

で
乗
り
継
ぐ
列
車
の
中
で
、
私
た
ち
の
仕
事

が
ど
れ
ほ
ど
社
会
に
理
解
さ
れ
、
役
立
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
ま
た
も
暗
澹
た
る
気

分
に
襲
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
帰
福
し
た
時
に

は
、
最
後
の
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
最

終
日
の
手
の
空
い
た
時
間
に
こ
れ
を
書
い
た

と
い
う
始
末
で
あ
る
。

　

２
０
２
０
年
こ
そ
、
本
誌
に
投
稿
す
る
決

意
を
あ
ら
た
め
て
表
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

新
村
猛
の
１
９
３
０
年
代
に
お
け
る
国
際
認
識

２
０
１
９
年
度
９
月
例
会
報
告

成
瀬
公
策
氏
が
報
告
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京
大
名
誉
教
授
・
田
中
礼
（
た
な
か
ひ
ろ
し
）
さ
ん
が
、
昨
年
９

月
13
日
に
逝
去
し
た
。

　

享
年
86
歳
だ
っ
た
。
生
前
、
自
ら
ま
と
め
て
い
た
短
歌
に
よ
る
自

伝
を
「
民
主
文
学
」
に
小
説
を
発
表
し
て
い
た
妻
の
田
中
ひ
な
子
さ

ん
が
、
歌
集
『
燈
火
』（
現
代
短
歌
社
刊
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
目

に
留
ま
っ
た
田
中
さ
ん
の
短
歌
が
、
文
学
の
門
外
漢
で
あ
る
我
が
胸

を
打
つ
。

○
河
上
教
授
か
か
ぐ
る
燈
火
守
り
た
る
人
ら
に
連
な
る
ひ
そ
か
な　

よ
ろ
こ
び　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
６
０
年
12
月
）

○
お
や
こ
こ
に
も
そ
こ
に
も
確
か
に
根
づ
い
て
い
る
い
く
さ
を
拒　

む
９
条
の
心　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
１
８
年
）

　

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
や
啄
木
の
研
究
家
だ
っ
た
田
中
さ
ん
は
、「
京
都
文

学
館
設
立
を
求
め
る
会
」
の
三
代
目
代
表
を
ひ
き
う
け
て
も
い
た
。

京
都
に
文
学
館
が
な
い
の
は
、
歴
史
的
な
都
市
格
と
し
て
お
か
し
い

の
で
は
と
い
う
こ
と
で
、
金
沢
や
神
戸
な
ど
の
文
学
館
視
察
や
京
都

ゆ
か
り
の
文
学
作
品
の
「
文
学
散
歩
」
を
主
催
し
た
。
最
近
は
、
夏

目
漱
石
を
読
み
直
す
と
い
う
こ
と
で
「
虞
美
人
草
」
ゆ
か
り
の
地
を

め
ぐ
る
文
学
散
歩
も
な
ど
し
た
。

　

ま
た
、
小
森
陽
一
氏
の
「
漱
石
論
」
や
水
川
隆
夫
氏
の
『
夏
目
漱

石
と
戦
争
』
な
ど
を
テ
キ
ス
ト
に
文
学
講
演
会
も
行
っ
た
。
漱
石
が

「
戦
争
」
に
対
し
て
、
ど
う
対
峙
し
て
い
た
の
か
が
、
今
日
的
に
も
学

ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
問
題
意
識
の
あ
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
。

　

か
つ
て
『
燎
原
』
誌
と
し
て
、
２
０
１
３
年
11
月
15
日
発
行
の
第

２
０
９
号
で
、「
啄
木
研
究
家
で
京
大
名
誉
教
授
の
田
中
礼
さ
ん
に
聞

く
」
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
機
縁
も
あ
り
、「
京
都
文
学
館
設

立
を
求
め
る
会
」
会
報
に
掲
載
さ
れ
た
田
中
礼
さ
ん
の
論
考
を
再
録

し
、
追
悼
の
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
（
事
務
局
・
さ
と
う
か
ず
お
）

　
　
（
１
）

　
「
民
草（
た
み
ぐ
さ
）は
御
堂
筋
を
埋
め
て
、

文
章
が
引
用
し
て
あ
っ
た
。

　

佐
藤
氏
に
よ
る
と
こ
の
文
章
は
、
戦
前
最

後
の
国
定
教
科
書
（
一
九
四
三
年
・
小
学

六
年
生
用
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、

一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
年
）
二
月
十
一

日
（
紀
元
節
）、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布

さ
れ
た
時
の
状
況
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
四
三
年
（
昭
和
十
八
年
）
の
小
学
六

年
生
、と
い
う
と
、何
と
自
分
で
は
な
い
か
！

と
い
う
こ
と
に
私
は
気
付
い
た
。
一
九
三
一

年
、満
州
事
変
勃
発
の
年
に
生
ま
れ
た
私
は
、

「
戦
前
最
後
の
国
定
教
科
書
」
で
、（
１
）
の

よ
う
な
文
章
を
叩
き
こ
ま
れ
た
の
だ
。

　

七
十
年
後
の
今
に
な
っ
て
み
る
と
、（
１
）

の
文
章
は
何
と
中
味
の
な
い
も
の
か
と
思

う
。
何
を
以
て
、「
大
御
代
」
が
栄
え
て
い

る
と
い
う
の
か
。「
民
草
」
は
ど
の
よ
う
に

「
身
に
あ
ま
る
光
栄
」
を
受
け
て
い
る
の
か
、

分
か
ら
な
い
。「
奉
祝
の
声
」な
ど
全
国
津
々

浦
々
か
ら
聞
こ
え
て
来
は
し
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
紀
元
節
も
、（
大
日
本
帝
国
）

憲
法
発
布
も
、
す
べ
て
藩
閥
政
府
の
有
司

専
制
が
急
い
で
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、

（
１
）
の
文
章
が
空
疎
な
の
は
そ
の
た
め
だ
。

今
や
こ
の
よ
う
な
空
疎
な
文
章
が
、
育
鵬
社

な
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
、
今
風
に
分
か

り
易
く
書
き
か
え
ら
れ
て
次
世
代
に
引
き
継

が
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

近
代
文
学
に
関
わ
っ
た
こ
こ
ろ
あ
る
人
々

（
作
家
・
詩
人
・
思
想
家
）
は
、（
１
）
の
よ

　
漱
石
と
啄
木　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中　

礼

大
御
代
の
御
栄
え
を
こ
と
ほ
ぎ
、
身
に
あ
ま

る
光
栄
に
打
ち
ふ
る
へ
て
、
た
だ
感
涙
に
む

せ
ぶ
ば
か
り
で
し
た
。
奉
祝
の
声
は
山
を
越

え
野
を
渡
っ
て
、
津
々
浦
々
満
ち
満
ち
た
の

で
あ
り
ま
す
。」

　

先
頃
、
佐
藤
広
美
氏
の
「
育
鵬
社
教
科
書

が
描
く
歴
史
像
の
矛
盾
―
育
鵬
社
『
新
し
い

日
本
の
歴
史
』
二
○
一
五
年
検
定
済
み
教
科

書
を
読
む
」（『
前
衛
』
二
○
一
五
年
七
月
号
）

と
い
う
論
文
を
読
ん
で
い
た
ら
、（
１
）
の

田
中
礼
氏
　
　
　
　
　
　
　

 

の
逝
去
を
悼
ん
で

再
録
：
漱
石
と
啄
木

（「
京
都
文
学
館
設
立
を
求
め
る
会
」
会
誌
よ
り
）

「
京
都
文
学
館
設
立
を
求
め
る
会
」

代
表
・
京
都
大
学
名
誉
教
授
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う
な
空
疎
な
思
考
に
対
し
て
、
一
貫
し
て
す

ば
ら
し
い
反
論
を
残
し
て
き
た
。

　

紀
元
節
に
対
し
て
は
、
明
治
四
十
一
年
、

満
二
十
歳
の
啄
木
は
、
釧
路
新
聞
社
の
記
者

で
あ
っ
た
が
、
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

　
　
（
２
）

　
「
今
日
は
、
大
和
民
族
と
い
ふ
好
戦
種
族

が
、
九
州
か
ら
東
の
方
大
和
に
都
し
て
居
た

蝦
夷
民
族
を
侵
撃
し
て
勝
ち
を
制
し
、
遂
に

日
本
嶋
の
中
央
を
占
領
し
て
、
其
酋
長
が
帝

位
に
即
き
、
神
武
天
皇
と
名
告
（
な
の
）
つ

た
記
念
の
日
だ
。
第
一
学
校
の
式
に
臨
む
つ

も
り
で
あ
っ
た
が
、
朝
寝
を
し
た
た
め
駄

目
。」

　

文
部
省
や
警
察
に
よ
る
、
懸
命
の
紀
元
節

強
要
や
教
育
勅
語
も
、
二
十
歳
の
啄
木
に
は

影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「
好
戦
種
族
」、「
侵
撃
」、「
酋
長
」
な
ど
と

言
っ
て
い
る
の
は
、
肇
国
以
来
の
天
皇
制
政

治
が
一
貫
し
て
権
力
支
配
で
あ
り
、
君
臣
関

係
が
親
子
関
係
に
擬
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
式
典
に
参
列
し
な
か
っ
た
理
由
の
叙
述

が
、「
朝
寝
を
し
た
た
め
駄
目
。」
な
ど
い
か

に
も
啄
木
ら
し
い
。

　

漱
石
に
つ
い
て
は
こ
の
二
、三
年
、
水
川

隆
夫
、
小
森
陽
一
の
両
先
生
か
ら
、
読
み
の

手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。

　

漱
石
は
そ
の
全
作
品
で
、
一
貫
し
て
教
育

勅
語
的
な
思
考
の
人
が
触
れ
て
ほ
し
く
な

い
「
事
実
」
に
向
き
合
い
、
必
死
で
そ
れ
を

記
録
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
旅
行
記
「
満
韓

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」（
明
治
四
十
二
年
）
で
は
、

漱
石
は
、旅
順
攻
撃
戦
に
自
ら
参
加
し
た「
市

川
さ
ん
」
の
戦
跡
案
内
談
を
引
用
す
る
と

い
う
巧
み
な
手
法
で
、
栄
光
に
輝
く
旅
順

攻
撃
戦
の
実
相
を
記
録
し
て
い
る
。

　
　
（
３
）

　
「
市
川
君
の
云
ふ
所
に
よ
る
と
、
六
月

か
ら
十
二
月
迄
屋
根
の
下
に
寝
た
事
は
一

度
も
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
と
き

は
水
の
溜
ま
っ
た
溝
の
中
に
腰
か
ら
下
を

濡
し
て
何
時
間
で
も
唇
の
色
を
変
え
て
竦

ん
で
ゐ
た
。
食
事
は
鉄
砲
を
打
た
な
い
時

を
見
計
つ
て
、
何
時
で
も
構
わ
ず
口
中
に

運
ん
だ
。（
中
略
）医
者
に
聞
い
て
見
る
と
、

戦
争
の
と
き
は
身
体
の
組
織
（
そ
し
ょ
く
）

が
暫
ら
く
の
間
に
変
つ
て
、
全
く
犬
や
猫

と
同
様
に
な
る
ん
だ
そ
う
で
す
と
笑
っ
て

居
た
。
市
川
君
は
今
旅
順
の
巡
査
部
長
を

勤
め
て
ゐ
る
。」

　

戦
争
で
人
間
が
ど
う
な
る
か
、
漱
石
の

描
写
は
鋭
い
。

2013 年 3 月・西口克己生 100 周年記念の西口文学を語る会で講演する田中礼さん 
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は
じ
め
に

２
０
２
０
年
２
月
２
日
、
京
都
市
長
選
挙

で
福
山
和
人
候
補
は
、
善
戦
健
闘
し
つ
つ
も

惜
敗
し
た
。

国
政
レ
ベ
ル
で
の
一
人
区
で
の
「
野
党
共

闘
」
や
「
市
民
と
野
党
の
共
闘
」
が
す
す
む

と
き
に
、
首
長
選
挙
で
は
ど
の
よ
う
な
政
治

力
学
が
働
い
て
い
た
の
か
。
こ
の
間
、
蜷
川

民
主
府
政
期
の
京
都
府
市
民
団
体
協
議
会

の
事
務
局
に
か
か
わ
っ
た
川
久
保
雄
二
郎
さ

ん
か
ら
貴
重
な
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
の

で
、
歴
史
的
に
考
え
て
見
た
い
。

奇
妙
な
一
文
を
読
ん
だ

　

―
メ
デ
ィ
ア
へ
の
抗
議
そ
の
１

『
中
野
信
夫
先
生
と
私
』（「
中
野
信
夫
先

生
と
私
」
刊
行
委
員
会
・
２
０
０
２
年
９
月

刊
）
の
湯
浅
俊
彦
氏
（
元
株
式
会
社
か
も
が

わ
出
版
会
長
・
当
時
は
京
都
民
報
編
集
長
）

の
「
に
か
わ
役
と
し
て
の
ご
苦
労
さ
ん
」
と

い
う
文
章
に
ひ
っ
か
か
っ
た
。

前
段
は
、
中
野
信
夫
さ
ん
を
初
め
て
取
材

し
た
の
は
、
１
９
６
８
年
５
月
だ
っ
た
と
し

て
い
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

下
の
支
援
活
動
を
す
る

医
師
の
会
を
つ
く
っ
た
中

野
信
夫
氏
（
府
保
険
医

協
会
理
事
長
）
の
取
材

だ
。
後
段
は
、
蜷
川
虎

三
前
京
都
府
知
事
が
京

都
民
報
に
連
載
し
て
い
た

随
筆
を
「
虎
三
の
云
い
た

い
放
題
」（
か
も
が
わ
出

版・81
年
刊
）
に
あ
た
り
、

京
都
民
主
府
政
推
進
各

界
連
絡
会
会
長
と
し
て
の
中
野
信
夫
氏
の
寄

稿
つ
い
て
だ
。

「
蜷
川
虎
三
先
生
、
先
生
の
在
職
二
十
八

年
間
の
実
地
指
導
に
よ
っ
て
多
く
の
者
が
開

眼
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
そ
の
ひ
と
り
で
す
。」

と
い
う
眼
科
医
な
ら
で
は
の
一
文
で
あ
る
。

問
題
は
、
中
段
で
あ
る
。

「
あ
れ
は
い
つ
の
こ
ろ
だ
っ
た
の
か
、『
京

都
民
報
』
の
記
事
に
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
ら
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
し
か
知
事
選
挙
か
市

長
選
挙
を
め
ぐ
り
共
・
社
と
の
会
談
が
微
妙

な
時
だ
っ
た
と
思
う
。
さ
っ
そ
く
飛
ん
で
行

き
取
材
の
不
十
分
さ
と
不
正
確
を
謝
っ
た
。

『
こ
の
大
事
な
時
に
あ
ん
な
記
事
は
こ
ま
り

ま
す
。
訂
正
は
よ
ろ
し
い
け
ど
今
後
は
あ
ん

ば
い
た
の
み
ま
っ
せ
』
で
お
わ
っ
た
が
、
に

か
わ
役
と
し
て
の
ご
苦
労
を
改
め
て
実
感
し

た
。」
と
記
し
て
い
た
。

蜷
川
五
選
目
の
府
市
民
団
体
協
議
会
立
ち

上
げ
の
頃
の
話
と
わ
た
し
は
理
解
し
た
。

し
か
し
、
時
期
を
ぼ
か
し
て
い
る
し
、
ど

の
記
事
か
も
特
定
し
て
い
な
い
。
直
接
本
人

に
も
尋
ね
て
み
た
が
、
微
妙
な
問
題
な
の
で

と
ぼ
か
さ
れ
た
。
し
か
し
、
京
都
の
民
主
運

動
史
を
語
ら
ず
し
て
、
ど
う
す
る
の
思
い
が

つ
の
っ
た
の
で
、「
観
測
気
球
」
を
ま
ず
あ

げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

府
市
民
団
体
協
議
会
立
ち
上
げ
の

契
機
と
蜷
川
五
選

１
９
５
０
（
S 

25
）
年
４
月
に
誕
生
し
た

蜷
川
虎
三
府
政
は
、
１
９
７
８
年
４
月
ま
で
、

８
期
２
８
年
間
つ
づ
い
た
が
、
五
選
目
が
転

換
点
で
は
な
か
っ
た
か
。

当
初
は
全
京
都
民
主
戦
線
統
一
会
議
（
略

称
・
民
統
会
議
）
と
い
う
統
一
戦
線
形
態
を

発
条
と
し
て
い
た
が
、
朝
鮮
戦
争
に
と
も
な

う
占
領
軍
の
「
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
」
を
奇
貨

と
す
る
日
本
政
府
の
反
共
政
策
と
日
本
共
産

党
の
「
50
年
問
題
」
に
み
る
党
分
裂
の
な
か

で
、
統
一
戦
線
も
政
党
レ
ベ
ル
で
は
足
並
み

が
不
揃
い
だ
っ
た
。
そ
の
統
一
指
向
と
分
裂

指
向
と
の
矛
盾
が
、
と
り
わ
け
、
１
９
６
６

（
S 

41
）
年
に
、
よ
り
深
刻
に
発
現
し
た
。

１
９
５
０
年
２
月
に
民
統
会
議
推
薦
で

高
山
義
三
氏
は
市
長
に
当
選
し
、
そ
の
後
に

社
会
党
の
左
右
分
裂
も
あ
り
保
守
市
政
に

変
質
し
、
市
長
五
期
目
に
立
候
補
せ
ず
と

な
っ
た
。

革
新
市
政
奪
還
の
絶
好
の
機
会
で
あ
っ

た
。
社
会
党
は
六
者
会
談
（
社
会
・
共
産
・

公
明
・
民
社
・
総
評
・
同
盟
）
に
高
山
市
政

の
評
価
が
あ
い
ま
い
な
岡
本
清
一
同
志
社
大

教
授
を
推
薦
し
た
。
し
か
し
、
共
産
党
は
岡

本
が
高
山
ブ
レ
ー
ン
の
「
市
政
懇
話
会
」
に

参
加
す
る
な
ど
難
点
が
あ
り
、
蜷
川
府
政
の

中野信夫氏（1999 年）

そ
の
時
、
歴
史
が
動
い
た

　
　
　
　
　
　
　―

―

医
師
・
中
野
信
夫
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤 

和
夫

そ
の
１
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継
承
に
つ
な
が
る
統
一
候
補
を
求
め
た
。

蜷
川
知
事
も
、
岡
本
候
補
に
立
候
補
辞
退

を
求
め
、
社
会
党
に
再
考
を
促
し
た
が
請
け

い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
間
の
事
情
を
京
都
民
報
の
１
９
６
６

年
１
月
19
日
付
「
第
１
６
０
号
」
の
「
京
都

市
長
選
挙
、
統
一
は
こ
う
し
て
破
壊
さ
れ
た
、

六
者
会
議
成
立
と
そ
の
破
壊
ま
で
の
経
過
」

の
末
尾
に
中
野
信
夫
は
激
怒
し
た
の
で
は
な

い
か
。
す
な
わ
ち
、「
蜷
川
知
事
は
十
一
日

記
者
会
見
で
『
統
一
実
現
の
た
め
岡
本
清
一

氏
に
降
り
る
よ
う
再
三
に
わ
た
り
懇
願
し
た

江
田
三
郎
氏
の
構
改
路
線
に
エ
ー
ル
を
送
る

深
謀
遠
慮
を
は
か
っ
て
い
た
。
将
棋
に
例
え

れ
ば
、
革
新
分
断
の
た
め
に
角
筋
を
効
か
せ

よ
う
と
い
う
狙
い
で
あ
ろ
う
。

府
市
民
団
体
協
議
会
の

三
冊
の
資
料
か
ら

「
10
年
の
あ
ゆ
み
」、「
20
年
の
あ
ゆ
み
」、

「
25
年
の
あ
ゆ
み
」、
の
三
冊
か
ら
中
野
信
夫

本
人
の
弁
で
は
、
次
の
と
お
り
。

「
一
般
大
衆
の
選
挙
参
画
の
は
じ
ま
り
」
と

題
し
、
１
９
６
６
年
の
蜷
川
知
事
五
選
準
備

に
あ
た
り
、
前
年
の
夏
か
ら
、
公
・
民
・
社
・

共
の
４
党
と
総
評
・
同
盟
の
６
者
会
談
が
続

い
た
が
、
知
事
選
に
先
だ
つ
２
月
の
京
都
市

長
選
の
取
り
組
み
が
も
つ
れ
、
自
民
・
社
会
・

共
産
の
３
極
選
挙
と
な
り
、
革
新
分
裂
で
は

社
共
の
合
わ
せ
た
票
は
自
民
に
及
ば
な
か
っ

た
。
知
事
選
に
つ
い
て
も
、
五
選
を
め
ぐ
り

多
選
弊
害
論
に
よ
り
蜷
川
推
薦
の
結
論
は
足

踏
み
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
時
期
に
京
都
府

職
員
労
働
組
合
な
ど
い
わ
ゆ
る
三
者
共
闘
か

ら
ア
ピ
―
ル
が
あ
り
、
政
党
で
も
な
い
労
組

で
も
な
い
一
般
大
衆
の
選
挙
へ
の
積
極
的
参

画
だ
っ
た
。
す
で
に
、「
蜷
川
後
援
医
師
有
志

会
」
を
つ
く
っ
て
い
た
富
井
清
氏
な
ど
の
よ

び
か
け
で
、
67
団
体
が
あ
つ
ま
り
「
府
市
民

団
体
連
絡
懇
談
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
知
事

選
勝
利
後
も
連
絡
懇
談
会
は
解
散
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
常
設
機
関
と
し
て
「
府
市
民
団
体

協
議
会
」
に
発
展
し
た
。

が
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
き
ょ
う
（
十
一
日
）
も

最
後
の
努
力
を
続
け
た
が
、
統
一
の
望
み
は

消
え
た
の
で
私
の
統
一
工
作
は
打
ち
切
っ
た
』

と
談
話
を
発
表
し
た
。」
と
し
、「
朝
日
新
聞

に
よ
れ
ば
蜷
川
知
事
は
十
一
日
午
後
、
加
賀

田
社
会
党
本
部
長
に
逢
い
、
社
会
党
が
岡
本

清
一
氏
を
京
都
市
長
選
挙
に
推
す
こ
と
を
決

め
た
際
、
同
時
に
決
め
ら
れ
た
蜷
川
氏
の
知

事
選
挙
推
薦
を
辞
退
し
た
い
と
の
意
向
を
つ

た
え
た
。」
と
い
う
朝
日
記
事
を
引
用
し
た
後

段
部
分
が
「
一
人
歩
き
」
し
か
ね
な
い
と
の

危
惧
を
い
だ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
社
共
統
一

が
く
ず
れ
れ
ば
、
蜷
川
五
選
辞
退
へ
の
道
が

ひ
ら
け
る
と
い
う
五
選
反
対
論
を
勇
気
づ
け

る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。（
事
実
、
市
長
選

挙
の
二
か
月
後
に
せ
ま
る
知
事
選
で
は
、
社

会
党
府
連
の
蜷
川
推
薦
は
告
示
の
２
週
間
前

ぎ
り
ぎ
り
で
あ
っ
た
。）
社
会
党
京
都
府
連
は

岡
本
が
降
り
な
い
と
の
確
信
が
あ
り
、
共
産

党
が
推
す
武
藤
守
一
立
命
大
教
授
は
社
共
統

一
で
な
け
れ
ば
出
な
い
と
読
み
切
り
強
気
に

出
て
い
た
。
か
く
て
、
岡
本
清
一
と
共
産
党

の
安
井
真
造
に
革
新
が
分
断
さ
れ
、
自
民
の

井
上
清
一
が
「
漁
夫
の
利
」
を
え
た
の
だ
っ

た
。
岡
本
と
安
井
の

票
を
あ
わ
せ
て
も
、

井
上
に
及
ば
な
か
っ

た
。
梶
宏
氏
に
よ
れ

ば
、「
岡
本
を
担
ぐ
こ

と
は
、
実
は
社
会
党

の
再
生
の
可
能
性
を

象
徴
し
て
い
た
の
だ
」

（「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
京

都
市
政
」
P
２
６
４
）

と
し
、
い
わ
ゆ
る
構

造
改
革
路
線
の
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
を
企
図
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

や
が
て
社
公
民
路
線

と
し
て
姿
を
明
確
に

す
る
が
、
自
民
党
の

京
都
府
連
会
長
の
前

尾
繁
三
郎
氏
は
、
社

共
共
闘
を
否
定
す
る

第４次医療危機突破中央集会（1971 年 12 月５日、東京国労会館）

京都府知事候補に杉本敏正氏を擁立（1978 年２月 23 日、京都会館ホール）

８
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［
読
者
か
ら
の
お
便
り
］

『
燎
原
』
２
３
５
号
を
拝
読
致
し
た
く

砂
川　

博　
（
宝
塚
市
）

　
『
機
』
Ｎ
ｏ
３
２
７
（
藤
原
書
店
、

２
０
１
９
年
６
月
）
掲
載
の
高
木
博
志
氏
の

「
岩
井
忠
熊
先
生
の
存
在
」
に
言
及
さ
れ
て

い
る
漢
字
学
の
泰
斗
、
白
川
静
氏
を
め
ぐ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
衝
撃
的
で
し
た
。

旧
制
姫
路
高
等
学
校
の
出
身
と
か
。
愚
生

の
恩
師
も
ま
た
同
じ
。
恩
師
は
岩
井
氏
と

同
じ
く
１
９
２
２
年
生
ま
れ
。
岩
井
氏
が

恩
師
の
同
級
生
と
知
り
、
些
か
親
近
感
を

覚
え
た
次
第
。
ち
な
み
に
師
は
２
０
０
９

年
４
月
に
遠
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

恩
師
は
酷
寒
の
シ
ベ
リ
ア
を
体
験
。
そ

れ
は
、
間
違
い
な
く
、
そ
の
学
問
・
研
究

の
背
骨
に
あ
り
ま
し
た
。
岩
井
忠
熊
氏
の

そ
れ
の
ご
と
く
に
、
で
す
。

　

愚
生
の
研
究
対
象
は
国
文
学
（
軍
記
物

語
）
と
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
一
遍
、
そ
の
行

状
を
記
し
描
い
た
絵
巻
物
の『
一
遍
聖
絵
』。

知
事
選
後
の
「
京
都
新
聞
不
買
運

動
」
の
切
っ
掛
け

　

―
メ
デ
ィ
ア
へ
の
抗
議
そ
の
２

こ
の
知
事
選
挙
で
、
京
都
新
聞
が
府
市
民

団
体
加
盟
の
有
力
団
体
で
あ
る
京
都
府
連
合

婦
人
会
の
磯
部
志
津
会
長
が
、
浜
田
氏
を
支

持
し
て
い
る
と
偽
っ
た
報
道
を
の
せ
る
な
ど

浜
田
陣
営
に
肩
入
れ
し
た
。
そ
れ
が
、
怒
り

が
爆
発
し
不
買
運
動
に
発
展
し
た
。

中
野
信
夫
氏
が
舞
台
回
し
役
を
し
た

「
第
一
回
府
市
民
団
体
連
絡
懇
談
会
」
は
、

１
９
６
６
（
S 

41
）
２
月
３
日
に
左
京
区
の

教
文
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。
呼
び
か
け

人
代
表
の
一
人
と
し
て
富
井
清
（
京
都
府
医

師
会
会
長
）
が
あ
い
さ
つ
し
、中
野
信
夫
（
京

都
府
保
険
医
協
会
理
事
長
）
が
経
過
報
告
を

し
た
。
会
議
に
あ
た
り
、
座
長
と
し
て
呼
び

か
け
人
代
表
の
富
井
清
、
磯
部
志
津
（
京
都

府
連
合
婦
人
会
会
長
）
と
南
部
秀
四
郎
（
京

都
中
小
企
業
経
営
研
究
会
常
任
幹
事
）
が
選

出
さ
れ
、
参
加
65
団
体
・
90
人
で
あ
っ
た
。

座
長
に
選
出
さ
れ
た
団
体
の
代
表
を
浜
田

支
持
と
京
都
新
聞
は
報
道
し
た
こ
と
に
な
る

訳
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
続
く
）

湖 

◇ 

西 

◇ 

雑 

◇ 

記

昨
年
の
10
月
、
韓
国
放
送
公
社
、
韓
国
文

化
放
送
か
ら
番
組
制
作
に
あ
た
っ
て
岩
井
先

生
へ
の
取
材
依
頼
が
語
る
会
事
務
局
宛
に
届

い
た
。
番
組
は
特
別
番
組
と
し
て
〝
慰
安
婦

と
い
う
人
権
〟（
仮
題
）、企
画
意
図
と
し
て「
戦

争
と
云
う
も
の
は
悲
惨
な
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
加
害
国
、
被
害
国
を
問
わ
ず
軍
人
、
一

般
市
民
、
国
民
全
て
の
人
々
が
つ
ら
い
経
験

を
強
い
ら
れ
る
も
の
だ
。
そ
の
一
つ
に
従
軍

慰
安
婦
が
あ
り
韓
国
と
日
本
と
の
国
家
間
の

問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
問

題
は
植
民
地
さ
れ
た
側
だ
け
の
被
害
主
張
で

な
く
日
本
自
ら
の
問
題
で
も
あ
る
と
云
う
検

証
と
共
に
そ
の
問
題
意
識
を
提
起
し
、
警
鐘

を
鳴
ら
す
た
め
の
も
の
と
す
る
」
と
記
さ
れ

て
い
た
。

取
材
は
10
月
末
に
お
こ
な
わ
れ
、
立
命
館

大
学
の
金
津
日
出
美
さ
ん
に
も
同
席
頂
い
た
。

12
月
下
旬
の
放
送
予
定
と
さ
れ
て
い
た
が
、

取
材
か
ら
そ
の
後
に
つ
い
て
の
一
連
の
出
来

事
を
金
津
さ
ん
に
寄
稿
頂
く
予
定
と
し
て
い

る
。今

号
で
は
、
紹
介
で
き
て
い
な
か
っ
た
岩

井
先
生
の
『
象
徴
で
な
か
っ
た
天
皇
―
明
治

史
に
み
る
統
治
と
戦
争
の
原
理
』
を
紹
介
し
、

併
せ
て
岩
井
先
生
の
論
稿
に
感
想
を
寄
せ
て

頂
い
た
読
者
の
方
か
ら
の
お
手
紙
を
紹
介
し

て
お
く
。
お
元
気
に
次
の
出
版
を
準
備
中
と

か
？　

楽
し
み
に
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
事
を
「
暴
露
」
さ
れ
た
の

は
余
程
の
確
証
が
あ
っ
て
の
事
。
愚
生
も
ま

た
そ
の
端
く
れ
。
研
究
者
た
る
者
は「
事
実
」

に
即
し
た
論
述
を
す
る
の
が
使
命
。

　

ま
ず
は
掲
載
誌
を
読
も
う
と
不
躾
な
が

ら
郵
送
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
し
ま
し
て
も
、
俗
に
言
う
、「
死

人
に
口
無
し
」。
き
わ
ど
い
こ
と
で
す
。
し

か
も
白
川
氏
の
近
親
、
関
係
者
も
存
命
。

そ
れ
を
承
知
の
上
で
こ
の
よ
う
な
「
事
実
」

を
公
開
さ
れ
た
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ
っ
て

の
こ
と
と
推
察
す
る
の
が
、
自
然
。

　

高
木
氏
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
岩
井
氏
は

白
川
氏
と
は
学
問
上
の
接
点
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
氏
の
業
績
は
中
国
古
代
の
漢

字
、
文
学
・
思
想
の
み
な
ら
ず
『
万
葉
集
』

ま
で
幅
広
く
、
ま
さ
に
碩
学
。
そ
れ
だ
け

に
『
機
』
の
高
木
氏
の
文
章
は
腰
を
抜
か

す
程
の
驚
愕
で
し
た
。

　

と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
、
岩
井
忠
熊
氏
の

文
章
を
精
読
し
た
上
で
真、

、偽
の
程
を
判
断
、

と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
不
躾
な
お
願
い
を

申
し
上
げ
ま
し
た
。
以
上
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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毎
日
新
聞
大
阪
本
社
朝
刊
「
平
和
を

た
ず
ね
て
」
の
一
環
と
し
て
連
載
さ
れ

た
「
軍
国
写
影　

反
復
さ
れ
た
戦
争
」

を
大
幅
に
改
稿
、
加
筆
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
単
行
本
。「
あ
と
が
き
」
に
岩
井
先

生
の
教
示
に
対
し
て
広
岩
氏
の
謝
辞
が

記
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
解
説
と
も
な
っ
て
い
る
「
巻

頭
言
」
と
し
て
、「
日
本
近
代
史
の
視
角

―
天
皇
の
威
光
伝
説
と
侵
略

戦
争
の
接
点
」
を
岩
井
先
生

が
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
の

「
巻
頭
言
」
か
ら
の
引
用
で
取

り
敢
え
ず
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
お

こ
う
。

※

岩
井
先
生
が
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
述

懐
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
重
な
る
「
巻
頭

言
」
と
も
な
っ
て
い
る
。

「
私
は
中
国
の
占
領
地
で
育
っ
た
。
振

り
返
れ
ば
…
『
皇
軍
将
兵
』
の
歓
迎
や

歓
送
の
行
事
に
も
参
加
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
う
い
う
育
ち
方
を
し
た
私
た
ち
世
代

に
と
っ
て
戦
争
は
、
い
わ
ば
所
与
の
現

実
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
い
か
に
対

処
す
る
か
な
ど
ほ
と
ん
ど
意
識
に
の
ぼ

ら
な
か
っ
た
し
、
改
め
て
疑
っ
て
み
る

よ
う
な
認
識
の
対
象
に
な
り
え
な
か
っ

た
」「
い
わ
ば
時
勢
に
押
し
流
さ
れ
て
生

き
て
き
た
。
若
者
ら
し
い
知
的
好
奇
心

は
持
っ
て
い
た
と
思
う
が
、
い
く
ら
勉

強
し
て
も
ま
っ
た
く
勉
強
し
な
く
て
も
、

尽
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
思

い
や
る
こ
と
が
、
私
の
で
き
る
た
だ
一

つ
の
追
悼
で
あ
り
、
死
者
た
ち
の
無
念

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
自
分
に
言

い
聞
か
せ
て
生
き
て
き
た
。
私
は
結
果

と
し
て
、
直
接
に
人
を
殺
傷
す
る
と
い

う
経
験
を
し
な
い
で
す
ん
だ
。
し
か
し

客
観
的
に
い
え
ば
、
中
国
を
は
じ
め
ア

も
つ
私
は
、
せ
め
て
若
い
人
、
私
た
ち

の
孫
子
や
曾
孫
の
た
め
に
、
こ
の
平
和

憲
法
を
残
し
て
や
る
た
め
に
、
力
を
つ

く
し
た
い
と
思
っ
て
生
き
て
い
る
」　

※

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
広
岩
さ
ん
か

ら
日
本
近
代
史
の
著
書
の
作
成
に
、
私

の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
時
に
は
、
は
じ

め
は
躊
躇
し
た
。
…
研
究
者
は
自
説
を

展
開
す
る
こ
と
を
自
分
の
仕
事
と
信
じ

て
生
き
て
き
た
。
今
さ
ら
他
人
の
著
述

の
手
伝
い
を
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
と

思
っ
た
。
だ
が
広
岩
さ
ん
の
原
稿
を
拝

見
す
る
う
ち
に
気
が
変
わ
っ
た
」「
こ
の

書
物
は
明
治
維
新
期
か
ら
は
じ
め

て
明
治
末
で
終
わ
っ
て
い
る
。
…

各
所
で
当
時
の
新
聞
・
言
論
機
関

が
ど
の
よ
う
に
報
道
し
論
評
し
た

か
を
反
省
的
に
述
べ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
い
ま
ま
で
の
類
書
に
な
い
特
色

と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
こ
こ
ろ
み
に

は
大
賛
成
で
あ
る
。
…
多
少
の
協
力
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
」

権
力
に
阿
る
報
道
が
目
立
つ
昨
今
だ

け
に
、
言
論
機
関
が
権
力
か
ら
自
立
し
、

そ
の
本
来
の
姿
を
取
り
戻
す
意
味
で
も
、

明
治
史
の
教
訓
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。

　
（
Ｋ
・
Ｉ
）

岩
井
忠
熊
・
広
岩
近
広
／
著

『
象
徴
で
な
か
っ
た
天
皇
―
明
治
史
に
見
る
統
治
と
戦
争
の
原
理
』

（
藤
原
書
店
、
２
０
１
９
年
４
月
）

BOOK

明
治
期
の
新
聞
・
言
論
機
関
を
反
省
的
に
学
ぶ

結
局
は
同
じ
運
命
、
つ
ま
り
戦
争
へ
の

動
員
が
ま
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
運
命
に
、
今
さ
ら
不
審
な

ど
い
だ
か
な
か
っ
た
。
学
徒
出
陣
が
命

じ
ら
れ
た
と
き
も
、
く
る
べ
き
も
の
が

き
た
と
、
一
種
の
諦
観
に
も
ち
か
い
気

持
ち
で
受
け
止
め
た
。」「
私
は
特
攻
か

ら
生
還
し
た
が
、
戦
死
者
の
多
く
が
生

還
願
望
と
決
死
の
覚
悟
の
間
に
揺
れ
な

が
ら
、
や
が
て
諦
観
を
も
っ
て
死
ん
で

い
っ
た
に
相
違
な
い
。
無
念
の
一
語
に

ジ
ア
の
人
民
や
米
軍
人
た
ち
た
ち
の
殺

戮
に
加
担
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
」

「『
敗
れ
て
目
覚
め
る
』、
そ
の
た
め
に

『
日
本
の
新
生
に
さ
き
が
け
て
散
る
』
特

攻
隊
員
が
い
た
。
彼
ら
の
遺
志
は
、
日

本
国
憲
法
に
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
第
９

条
に
具
現
さ
れ
た
と
、
私
は
信
じ
て
い

る
。
日
本
国
憲
法
は
、
天
皇
制
軍
国
主

義
国
家
を
支
え
た
大
日
本
帝
国
憲
法
と

対
極
に
あ
り
、
お
ろ
か
な
戦
争
体
験
を
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 と　き		2020 年３月14日（土）　午後２時〜

 ところ  京都市職員会館かもがわ会議室　

テーマ  戦後京都における同和教育運動（仮題）

語る人  石田暁さん（部落問題研究所理事）

例会は隔月に開きます。どなたでも
参加できます。会員は無料。会員外
の方は資料代３００円。

▼
２
０
２
０
年
の
市
長
選
挙
は
次
に
つ
な

が
る
た
た
か
い
と
な
っ
た
。
戦
後
の
「
京
都

人
文
学
園
」
の
担
い
手
だ
っ
た
新
村
猛
さ
ん

の
特
集
を
こ
の
間
つ
づ
け
な
が
ら
、「
は
じ

め
の
一
歩
」
の
大
切
さ
に
思
い
を
同
じ
く
し

た
。▼

２
月
11
日
、「
建
国
記
念
の
日
」（
紀
元

節
）を
考
え
る
京
都
集
会
２
０
２
０
に
参
加
。

「
昭
和
天
皇
の
戦
争
責
任
」
を
今
、
あ
ら
た

め
て
考
え
る
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
し
、
吉
田
裕

一
橋
大
学
特
任
教
授
が
熱
く
語
っ
た
。

▼
「
建
国
記
念
の
日
」
不
承
認
２
・
11
京

都
府
民
の
つ
ど
い
実
行
委
員
会
と
「
紀
元

節
（
建
国
記
念
の
日
）
を
考
え
る
２
・
11
京

都
集
会
」
京
都
「
天
皇
制
を
問
う
」
講
座
実

行
委
員
会
の
２
団
体
共
催
の
こ
こ
ろ
み
が
、

２
０
１
８
年
の
「
２
・
11
」
集
会
を
機
に
６

回
の
共
同
の
取
り
組
み
を
か
さ
ね
て
来
た
。

こ
こ
で
も
キ
リ
ス
ト
者
の
団
体
・
個
人
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
現
人
神
と
し

て
の
天
皇
の
名
で
、「
内
心
の
自
由
」
を
奪

わ
れ
れ
ば
、
人
間
の
命
を
差
し
出
さ
さ
れ
た

歴
史
を
忘
れ
ま
い
。

▼
集
会
の
最
後
で
、
過
去
か
ら
未
来

の
東
ア
ジ
ア
を
模
索
す
る
と
し
て
、「
青

少
年
歴
史
体
験
キ
ャ
ン
プ
」
実
行
委

の
高
校
生
た
ち
か
ら
カ
ン
パ
の
訴
え

が
あ
っ
た
。
問
い
合
わ
せ
先
電
話
は
、

０
３
・
３
２
６
５
・
７
６
０
６
。

▼
本
号
は
、
市
長
選
挙
も
あ
り
実
務
が
滞

り
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。ま
た
、

依
頼
し
て
い
た
原
稿
が
２
月
時
点
で
未
入
手

と
な
り
、
と
り
あ
え
ず
現
有
の
原
稿
に
よ
る

減
ペ
ー
ジ
で
発
行
し
、
次
号
を
増
ペ
ー
ジ
建

て
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。　
（
さ
と
う
）

　

死
去　
　

山
中　

渡
（
下
京
区
）

 　
［
事
務
局
か
ら
］

・
芦
田
丈
司
さ
ん
が
文
理
閣
よ
り
出
版
さ
れ

た
『
京
都
丹
波
の
岩
崎
革
也
－
社
会
主
義

者
た
ち
と
の
交
流
』
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、

『
京
都
民
報
』
で
の
紹
介
も
あ
り
、
再
度
異

な
っ
た
角
度
か
ら
の
考
察
を
加
え
、
紹
介

頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
悪
し
か
ら
ず

ご
了
解
下
さ
い
。

・『
キ
ネ
マ
／
新
聞
／
カ
フ
ェ
ー　

大
部
屋
俳

優
・
斎
藤
雷
太
郎
と
『
土
曜
日
』
の
時
代
』

（
中
村
勝
・
井
上
史　

図
書
出
版
ヘ
ウ
レ
ー

カ
）
に
つ
い
て
も
次
号
に
て
紹
介
さ
せ
て
頂

く
予
定
で
す
。

前 々 回、 戦 後 の 京 都 の 部 落
を取り巻く変化と当面する課題
を－調査活動と行政そして研究
を中心にして－奥山峰夫さんに
語って頂いた。部落問題を語る
時に、同和教育を見落とすこと
ができない。戦後の同和教育運
動の京都の特徴とそれをつくり
出した人々の軌跡を語って頂く。

　
◆
催
し
案
内

◆
バ
イ
バ
イ
原
発
３
・
７
京
都　

３
月
７
日

（
土
）
13
時
30
分
～
円
山
公
園
音
楽
堂
。

◆
井
上
ひ
さ
し
没
後
10
年
・
講
演
と
映
画
で
の

ぞ
く
「
ひ
さ
し
ワ
ー
ル
ド
」　

４
月
12
日
（
日
）

13
時
30
分
～
響
都
ホ
ー
ル
、
無
料
。

		◆原稿募集◆

「忘れ得ぬひと」「闘いの記録」
「エッセイ」など、会員のみな
さんからの原稿を募集していま
す。書き遺しておきたいことを
ぜひ「燎原」に。テーマ、字数
は問いません。

「燎原」編集部
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’20
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

元  

旦

知は力、本のことならおまかせください。
心に伝わる本づくり、自費出版の相談は

☎075  （432）3455
FAX　（432）2869

株式会社 ウインかもがわ

今年も話題の本をお届けします

株式会社 かもがわ出版 
☎075  （432）2868
FAX　（432）2869

執行委員長　川口隆洋
京都市左京区聖護院川原町4-13　京都府教育会館内

☎075-752-0011　FAX075-751-1091

〒600-8146　京都市下京区七条河原町西南角
TEL075（351）7553 　FAX075（351）7560

中央執行委員長　小林竜雄
〒604-8571　京都市中京区河原町御地
電話 075-222-3883　　FAX075-222-3893

〒606-8691　京都市左京区高野西開町 34-11
☎075-721-6108　FAX075-701-2723

〒615-0004　京都市右京区西院下花田町 21-3
春日ビル４Ｆ

〒604-8453　京都市中京区西ノ京春日町 16-1
☎075（822）2777

http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/

京都市左京区田中飛鳥井町 89
☎075-701-6111

URLhttp://park12.wakwak.com/̃kyoto2hp/

執行委員長　福島　功
京都市中京区壬生仙念町 30-2 ラボール京都 5F
〒604-8854 電話 075-801-8186 FAX075-801-3482

執行委員長　久保田徹
京都市上京区猪熊通丸太町下ル中之町 519

京都社会福祉会館内
☎075-813-4800　FAX075-822-6220

京都市中京区壬生仙念町 30-2 ラボール京都５階
〒604-8854　電話 075-801-3915　FAX075-822-6632

〒611-0033 宇治市大久保町北の山11-1  薮田秀雄気付
TEL／ FAX0774-48-2472

京都市中京区鳥丸通二条下ル西側ヒロセビル２階
TEL075（256）3320

京都市中京区鳥丸通二条上る蒔絵屋町 280 番地
ヤサカ烏丸御所南ビル４階
TEL（075）211-4411
FAX（075）255-2507

民主的出版社15社との共同で、２～３日で本を
お届けする「本の特送便」をご利用ください。
詳しくは下記までお問い合わせください。

ブックセンター  かもがわ
☎075  （415）7902
FAX   （415）7900

京都教職員組合

図書出版  文理閣

京都市職員労働組合

公益社団法人 部落問題研究所

京都民主医療機関連合会

京都民医連中央病院

公益社団法人　信　和　会

京都民医連第二中央病院

京都自治体労働組合総連合

全国福祉保育労働組合京都地方本部

日本国民救援会京都府本部

宇治山宣会
会長　薮田秀雄

市民共同法律事務所

京都第一法律事務所

国領五一郎を顕彰する京都の会
〒602-8282　京都市上京区仁和寺街道千本東入
西陣文化センター　全西陣織物労働組合内

TEL075-441-7624

山本宣治生誕130年・没後90年記念事業にご参加を
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