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研
究
ノ

ー

ト
》

歴
史
研
究
や

り
な

お

し

の

記
中

川

学

今
､

こ

の

揚
に

､

書
き
こ

と

ば

を

用
い

て
､

私
が

参
加
す

る
こ

と
の

で

き

る

問
題
が

あ

る

と

す
れ

ば
､

そ

れ
は

､

書
き

こ

と

ば

を

使
用
す
る

横
会

が

歴
史
社
会
に

お
い

て

は

不

均
等
で

あ

り
つ

づ

け
た

､

と
い

う
史
的
現
実

を

直
視
す
る

こ

と

し

か

考
え

ら

れ

な
い

｡

私
が

､

今
､

書
き
こ

と
ば

を

使

用
す
る

の

は
､

単
な

る

自
由
選
択
と
い

う
だ

け

で

は

す
ま

さ

れ

な
い

意
味

を
も

つ
｡

そ

の

意
味
と

は

何
か

｡

具
体
的
に

､

こ

の

場
に

書
く
こ

と

の

意

味
を

あ

き

ら

か

に

す
る

作
業
だ

け
が

､

こ

こ

で

私
に

で

き
る

唯
一

の

い

と

な

み

な

の

で

あ

る
｡

こ

の

易
は

､

一

橋
大
学

一

橋

学

会

編

集
『

一

橋
論

叢
』

と
い

う
､

こ

の

大
学
に

お

け

る

研

究
公
表
の

機
能
面
で

機
関
誌
的
性

格
を

も
つ

建
議
で

あ

り
､

し

か

も

本
号
は

､

検
閲
と
し

て

の

大
学
を

退
官

さ

れ

た

教
授
を

記
念
す
る

た

め
の

特
集
号
で

あ

る
｡

だ

か

ら
､

こ

の

姓
誌
の

こ

の

よ

う
な

特
集
号
に

､

私
が

書
き
こ

と

ば
を

用
い

て

参
加
す
る

に

あ

た
っ

て

は
､

機
関
と
し

て

の

大
学
が

､

近

代
お

よ

び

現
代
の

日

本
に

お
い

て
､

ど
の

よ

う
な

社
会
的
存
在
意
義
を

も
っ

て

き

た
か

､

と
い

う

問
題
に

つ

い

て

の

見
解
を

明
示
し

て

お

く
ぺ

き
で

あ

ろ

う
｡

詳
し

く
の

ぺ

れ

ば

際
限
の

な
い

問
題
な
の

で
､

こ

れ

以

上
に

は

単
純
化
で

甜
♪

U

き
な
い

と
い

う

性
格
を

端
的
に

い

え

ば
､

機
関
と

し
て

の

大
学
は

､

選
抜

さ

れ

た

人

間
に

書
き
こ

と

ば

の

能
力
を

強
化
す
る

教
育
を

お

こ

な
っ

て

き

た
｡

い

い

か

え
れ

ば
､

機
関
と

し

て

の

大
学
は

､

こ

ん

に

ち
ま

で

の

と
こ

ろ
､

書
き
こ

と

ば

使
用
機
会
の

社
会
的
不

均
等
を

踏
み

台
と

し

て
､

そ
の

不

均
等
の

両
極
の

差
を

､

た

て

ま

え

と

し
て

ほ

縮
小

す
る

と

う
た
い

な
が

ら
､

実
際
に

ほ

か

え
っ

て

拡
大
し

て

い

る

の

で

は

な
い

か
｡

こ

の

点
､

事

実
関
係
に

ほ

あ

と

で

触
れ

る
が

､

不
均
等
の

踏
み

台
に

さ

れ

て

い

る

人
び

と
の

痛
み

と
い

う
も
の

が

何
で

あ
る

か

は
､

私
を

ふ

く
め
て

の

不

均
等
の

受
益

者
に

､

お
い

そ

れ

と

わ
か

る

性
質
の

も

の

で

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

こ

と

を

わ

き

ま

え

た

う
え
で

､

な
お

か

つ
､

こ

の

よ

う
な

場
で

､

こ

う

し

て

書
こ

う
と

す
る

私
は

､

白
分
に

と
っ

て

最
も

む
つ

か

し
い

問
題

､

お

そ

ら

く
は

解
く
こ

と
の

で

き
そ

う
も

な
い

問
題
を

､

自
分
の

課
題
と

し

て

も
つ

こ

と

に

な

る
｡

と
い

え

ば
､

い

か

に

も

悲
壮
め
い

て

く

る

が
､

残
念
な

が

ら
､

悲
で

は

あ
っ

て

も

壮
で

は

な
い

｡

書
き

こ

と

ば

の

ち

か

ら

せ

も
て

ば

も
つ

ほ

ど
､

そ

の

は
か

の

ち
か

ら
を

失
い

､

萎
え

お

と

ろ

え
る

自
分
を

感
じ

て

し

ま

う

か

ら
｡

お

ま

け
に

書
き
こ

と

ば
の

ち

か

ら

と
い

う
の

も

多
寡
が

知
れ

て

い

る

と

な

る

と
､

お

そ

ら

く

自
分
の

も

の

で

な
い

ち
か

ら
に

依
存
し

た

く

な

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

よ

う
な

と

き
､

権
力
は

妖
し
い

魅
力
を

も
つ

よ

う
に

な

る
｡

だ

か

ら
､

私
は

､

あ

き

ら

か
に

自
分
の

ち
か

ら
を

超
え

た

課
題
に

す
が

り
つ

き
､

せ

ま

り

く

る

妖
魔
を

ふ

り
は

ら
お

う
と

も

が

く
の

か

も

し

れ

な
い

｡

も

が

き

な

が

ら
､

書
き
こ

と
ば

と

び

き

か

え

に

失
っ

て

い

っ

た

自
分
を

よ

み

が

え

ら

せ

た
い

の

で

あ
る

｡

一

九
六

八

年
秋
よ

り
こ

の

か

た
､

一

一

/
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機
関
と
し

て

の

大
学
に

た
い

し
て

容
赦
な

い

決
闘
を

挑
ん

だ

学
生

諸
君
の

た

た

か

い

よ

う
は

､

私
を

追
い

た
て

て

こ

の

よ

う
な

課
題
に

直
面
さ
せ

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

大
学
の

代
表
と

し

て
､

学
園
闘
争
の

矢
面
に

立
た

れ

た

増
田
四

郎
前
学
長
が

退
官
さ

れ
､

そ

の

記
念
を

書
き
こ

と

ば
で

あ

ら
わ

す
こ

と

に

な
っ

た
｡

か
つ

て
､

｢

国
会
と

大
学

･

審
議
な

き

決
定
の

背
景
+

(

『

朝
日
ジ

ャ

ー

ナ
ル

』

一

九
六

九
･

八

ニ
ー

四
)

の

拙

文
に

｢

学

長
+

と

の

み

抽
象
的
に

表
現
し
て

異
を
と

な

え
た

こ

と

の

あ

る

私
は

､

今
､

こ

こ

に
､

自
分
の

課
題
を

ひ
っ

さ

げ
て

､

異
議
の

な

か

み

を
一

歩
具
体
化
し

て

検
討
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

あ

の

当
時
の

異
議
申
し

た
て

を
､

今
の

私
が

肯
定
で

き

る

か
､

と
い

う
こ

と

の

検
討
な

の

で

あ

る

か

ら
､

検
討
の

対
象
は

私
自
身
で

あ

る
｡

白
己

検
討
の

た

め
の

鏡
と

し
て

､

一

九
六

八

年
秋
を

中
心

と

す
る

｢

当

時
の

増
田

学
長
+

の

大
学
に

お

け
る

研
究
と

教
育
に

つ

い

て

の

高
見

へ

の

手
が

か

り

を
､

『

明

治
百
年
の

反
省
』

と

題
す
る

講
演
記

録
(

黎

明

叢
書

第
三

一

号
)

に

も

と

め
て

み
た

い
｡

こ

の

講
演
は

､

一

九
六

七

年
八

月
一

一

日

に

お
こ

な

わ

れ

て

い

る
｡

発
行
は

六

八

年
一

月
一

目
で

､

私
が

入

手

し

て

読
む
こ

と

が

で

き

た
の

は

六

九
年

一

月
で

あ
っ

た
｡

そ
の

間
に

､

高

見
の

発
展
が

ど

の

与
つ

に

な

さ

れ

た

か

を

た

し

か

め

も

せ

ず
､

あ

え

て

｢

鏡
+

に

さ

せ

て

い

た

だ

く
の

は
､

自
己
の

投
影
像
を

見
る

の

が

目

的
で

あ

り
､

見
た
い

部
分
を

よ

く

映
し

出
す
角
度
で

置
か

れ

て

あ
る

か

ら
で

あ

る
｡

鏡
の

部
分
を

抄
録
し
て

み

る

と
､

｢

ア

ジ

ア

の

諸
国
に

比
べ

て
､

こ

こ

一

世
紀
聞
に

日

本
が

示
し

た

特
色

の
､

最
大
の

根

底
を

な

す
も
の

は
､

な

に

か

と
い

え

ば
､

そ

れ

は

義
務

教
育
の

お

ど

ろ

く
ぺ

き

普
及
と

い

う
こ

と

で

あ

り

ま

す
｡

(

中

略
)

ま

ず
小

学
校
の

児
童
就
学
率
を

み

て

み

ま

す
と

､

明
治
八

年
に

は
､

パ

ー

セ

ン

テ
ー

ジ

で

申
し

ま

し

て
､

同
年
輩
の

人
た

ち
の

就
学
率
で

あ

り

ま

す
が

､

男
は

五

〇
･

四

九
%

､

女
は

一

八
･

五

八
%

､

平
均
就
学

率
は

三

五
･

一

九
%

､

こ

れ

は

徳
川

時
代
か

ら
の

連
続
と

み

て

い

い

の

で

あ

り

ま

す
が

､

徳
川

時
代
が

終
わ
っ

た

直
後
に

は

三

五
･

一

九
%

と
い

う

高
い

数
字
で

あ
■
り

ま

す
｡

(

中
略
)

さ
て

､

そ

れ

か

ら

十

年
た

ち

ま

し
て

､

明
治
十
八

年
に

な

り

ま

す

と
､

男
の

パ

ー

セ

ン

テ

ー

ジ

は

六

五
･

八

〇
､

女
三

二
･

〇
七

､

平
均
四

九
･

六
二

(

中
略
)

明

治
二

十
八

年
に

ほ

男

七

六
･

六
五

､

女
四

三
･

八

七
､

数
字
ば

か

り

あ

げ

て

恐
縮
で

す
が

､

平
均
六

一

二
一

四
｡

と
こ

ろ

が
､

こ

こ

で
､

日

清
､

日

露
の

両
戦
争
が

は

さ

ま
っ

て

く
る

わ

け

で

す

が
､

明
治
三

十
八

年
の

義
務
教
育
就
学
率

は
､

が

ぜ

ん

伸
び

ま

し

て
､

男
九
七

･

七
二

､

女
九
三

･

三

四
､

平
均

九
五

･

六
二

と
､

現

在
の

義
務
教
育
就
学
率
と

ほ

と

ん

ど

同
じ

水
準
に

達
し

て

し

ま
い

ま

し

た
｡

で

す
か

ら
､

明
治
三

十
八

年
､

厳
密
に

い

う

と
三

十
七

年
か

ら

か

も

し

れ

ま

せ

ん
が

､

そ

れ

を
一

転
期
と

し

ま

し
て

､

男
女
合
わ

せ

て

就
学
率
が

九
五
･

六
二

と

い

う
､

お

そ

ら

く

世
界
第

一

流
の

教
育
普
及

国
に

な
っ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

大
正

､

昭

和
を

経
た

今

日
に

お
い

て

も
､

男
九
九

･

八

〇
､

女
九

九
･

八
三

(

中
略
)

平
均
九

九
･

八
二

と
い

う
の

が
､

つ

ま

り

身
体
障
害
児
と

か
､

い

ろ
い

ろ

あ

り

ま

す
か

ら
､

そ

れ

を

除
い

て
､

ほ
と

ん

ど
一

〇
〇
%
に

近
い

就
学
率

｡

+

と
い

う
事
実
を

指
摘
し

､

｢

そ
こ

で

義
務
教
育
で

教
え

る

も
の

は

な

に

か

と
い

え

ば
､

基

本
的
に

は

家
と
い

う
も

の

に

シ

ン

ボ

ラ

イ
ズ

さ
れ

た
､

国

家
へ

の

奉
仕
の

精
神
で

あ

る
｡

(

中
略
)

つ

ま

り
､

一

般
の

民

衆
と

い

う

▲7

も

の

に

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

を

体
得
さ

せ

る

訓
練
を

行
な

う
よ

う
な

､

そ

う
い

､

郎
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ぅ
努
力
と
い

う
も

の

が
､

個
人

中
心
と

国
家
中
心
の

学
問
の

た

め
に

､

す

っ

か

り

見
落
と

さ

れ

て

し

ま
っ

て

い

た

と
い

う

感
じ

が

す
る

の

で

あ

り

ま

す
｡

一

言
で

い

え

ば
､

市
民
的
訓
練
の

皆
無
な

近

代
化
で

あ
っ

た

わ

け

で

す
+

と

論
じ
て

お

ら
れ

る
｡

こ

の

部
分
の

鏡
に

照
ら
さ

れ

る

問
題
点
は

､

第
一

に

は
､

義
務
教
育
の

高
い

普
及
率
に

つ

い

て
､

第
二

に

は
､

そ
の

教

育
内
容
の

性
格
に

つ

い

て

の
､

私
の

考
え
か

た

は

ど

う
で

あ

る

の

か
､

と

い

う
こ

と

に

集
約
さ

れ

る
｡

こ

の

二

つ

の

問
題
に

つ

い

て
､

私
ひ

と

り

だ

け

の

考
え
か

た

が

私
の

日

常
的
生
活

実
践
を

律
し
で

い

る

わ

け

で

は

な
い

｡

孤
立

し

た

個
別
性
に

お

い

て

で

は

な

く
､

重
い

大
衆
的
基
盤
に

根
ざ

す

考
え
か

た
が

私
を

と

ら

え

て

離
さ

ず
､

そ
の

質
の

共
有
が

さ

し

せ

ま
っ

て

私
の

努
力
目

標
と

な
っ

て

い

る
､

そ
の

よ

う
な

考
え

か

た

を
こ

こ

に

覚
え

書
き
し

て

お

き

た
い

｡

そ

れ

は
､

被
差
別
部
落
の

解
放
教

育
を

実
践
す
る

小
･

中
･

高
校
の

教
師
か

ら

捷
起
さ
れ

て

い

る
｡

ま

ず
第

一

に
､

義
務
教
育
の

高
い

普
及
率
に

つ

い

て
｡

一

九
六

五

年
八

月
､

部
落
解
放
運
動
の

側
か

ら
の

要
求
に

た
い

し

て

政
府
の

側
で

公
表
さ

れ

た

｢

同
和
+

対
策
審
議
会
の

答
申
に

よ

れ

ば
､

教
育
水
準
ほ

､

被
差
別

部
落
の

ば

あ
い

､

｢

小

卒
や

高
卒
が

ほ

と

ん

ど
で

､

旧

中
･

新

高

卒

以

上

ほ
一

〇
%
以

下
で

あ
る

が
､

:

…
一

般
地

区
の

易
合
が

､

親
二

〇
I

四

〇

%
､

子
女
六

〇
!

七

〇
%
で

あ

る

の

と

此
ぺ

る

と
､

大
部
分
の

地

区
ほ

そ

の

半
分
前
後
と

き
わ

め

て

低
い

+

状
況
で

あ

り
､

不

就
学
や

中
退
の

実
態

ほ
､

｢

祖
父

母
の

時
代
に

ほ
､

不

就
学
や

中
退
が

か

な

り

あ

り
､

両
者
で

六

〇
%

以

上
に

達
す
る

地

区

も

み

ら

れ

る
が

､

父
母
に

は

そ

う
し

た

ケ
ー

ス

が

減
少
し
､

せ

い

ぜ
い

父
で

一

〇
%

､

母
で
一

四

%
と

な
っ

た
+

と
い

ぅ
｡

さ

き

に

｢

鏡
+

と

し
て

引
か

せ

て

い

た

だ
い

た

義
務
教
育
就
学
率
が

､

朗々
じ

一

八
九

五

(

明

治
二

八
)

年
に

平
均
六

一

二
一

四

%
､

｢

日

清
､

日

露
の

戦
争
を

き
っ

か

け
に

し

て
､

非
常
な
ス

ピ

ー

ド

で

伸
び
+

て
､

一

九

〇
五

(

明

治
三

八
)

年
に

ほ

平
均
九
五
･

六
二

%
と

な

り
､

｢

お

そ

ら

く

世
界

第
一

流
の

教
育
普
及

国
に

な
っ

て

い

る
+

の

と

同
じ

時
代
に

､

被
差
別

部

落
で

は
､

不

就
学
や

中
退
が

六

〇
%

以

上
に

達
す
る

状

況
が

あ
っ

た
｡

ご

く

最
近
の

例
で

は
､

大

阪
市
の

｢

同
対

審
+

答
申
が

､

一

一

部
落
の

捻
計

に

つ

い

て
､

不

就
学
三

･

七

%
､

小

卒
二

四
･

一

%
､

高

小

新

中

卒
四

三

二
二

%
､

不

就
学
者
を

含
め

て

義
務
教
育
以

下
が

七
一

･

一

%

に

達
す

る

事
実
を

報
告
し
て

い

る
｡

実
質
的
な

不

就
学
に

ち
か

い

長
欠
も

多
く

､

小

学
校
で

一

･

六

%
､

中
学
校
四

･

七

%
で

あ
る

が
､

な

か

に

は
､

小

学

校
一

四
･

五

%
､

中
学
校

一

二

･

七

%

と

目

立
っ

た

と
こ

ろ

も

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

事
実
を

直
視
し

た

う
え
で

､

中
村
拡
三

氏
が

つ

ぎ

の

よ

う
に

論
じ

て

お

ら

れ
る

の

に

私
は

同
意
し

た
い

｡

｢

(

答
申
)

の

(

不

就
学
や

中
退
)

(

六

〇
%

以
上

に

達
す

る
)

と
い

う
そ
れ

は
､

文

盲
率
で

も

あ
る

｡

例
を

あ

げ
れ

ば

か

ぎ

り

は

な
い

｡

目

を
お

お

う
ば

か

り
の

差
別
教
育
の

状
況

､

低
学
力
の

状
況
を

忘
れ
る

こ

と

ほ

で

き

な

い

｡

+

(

解

放

教

育

研

究

会

拓

『

双

書
/
解
放
教
育
の

実
践

･

4

･

解
放
教
育
の

内
容
と

課
題
』

一

八

四

頁
)

第
二

､

義
務
教
育
の

内
容
と

そ

の

性
格
に

つ

い

て
｡

一

九
三

八
･

三

九
･

四

〇
(

昭

和
一

三

二
四

二
五
)

の

三

年
間
の

壮
丁

検
査
に

あ

た

っ

て

お

こ

な

わ

れ

た

学
力
調
査
に

つ

い

て
､

城
丸
章
夫

氏
(

『

現

代
日

本

教
育
論
』

五

〇
頁
以

下
)

と

福
地

幸
造
氏
(

『

双

書

/
解
放
教
育
の

実
践

･

2
･

部
落
解
放
の

教
育
運
動
』

一

七

九

頁
以

下
)

と
の

立

論
に

､

象
徴
的
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に

あ

ら
わ

さ

れ

て

い

る

性
格
を

､

こ

こ

に

書
き

と

め

て

お

く
｡

こ

の

調
査

は
､

｢

壮
丁
の

大
部
分
が

､

高
等
小

学
校
卒

､

つ

ま

り

八
か

年
の

長

期
に

わ
た

っ

て

何
を

知
り

､

何
を

学
ん

だ
か
+

の

成
果
を

､

一

定
の

目

的
意
識

の

も

と

に

調
べ

た

も

の

で

あ

る

が
､

そ

の

な
か

で
､

い

ろ

は

四

七

文
字
を

正

し

く

書
け
ぬ

者
が

全

壮
丁
の

六

九
%
に

達
し

て

い

る

の

に

対

し
､

｢

御

所
+

と
い

う
漢
字
を

正

し

く

書
け

る

者
､

七
三

%
､

｢

集
合

､

整
列

､

整
頓
+

と
い

う
区

別
し

に

く
い

軍
隊
用
語
を

正

し

く
区

別
し

う
る

者
､

七

六

%
､

と
い

う
数
倍
を

し
め

し

て

い

る

の

は
､

ど

う
い

う
こ

と

な
の

で

あ

ろ

う
か

｡

同
じ

頃
の

千

葉
県
白
井
村
調
査
で

も
､

｢

農
+

と
い
ゝ

}

字
よ

り

｢

桜
+

と

い

う

字
の

方
が

､

｢

枯
+

と

い

う
字
よ

り

｢

銃
+

と
い

う
字
の

方
が

､

は

る

か

に

よ

く

書
け
て

い

る
こ

と

な

ど
か

ら
､

国
語
教
育
が

､

美
し

く

正
し

い

日

本
語
を

教
育
し

て

い

た
の

で

は
な

く
て

､

漢
字
を

教
育
し

て

い

た
の

で

あ

り
､

漢
字
の

な

か

で

も
､

日

本
人
の

日

常
生

活
に

必

要
な

漢
字
よ

り

も
､

軍
隊
と

皇
室
の

た

め
の

教
育
で

あ
っ

た
+

こ

と
､

｢

皇
国
や

忠

義
や

孝
行
や

､

九
九
式
短
小

銃
が

漢
字
を

必

要
と
し

て

い

た

の

で

あ
っ

た
+

と

み

る

城
丸
氏
の

判
定
を

､

福
地

氏
に

つ

づ

い

て

私
も

支
持
し
た
い

｡

右
の

二

点
だ

け
に

つ

い

て
､

そ

れ

ぞ

れ

極

端
に

単
純
化
し

象
徴
化
し

た

か

た

ち
で

自
己

検
討
を

し

て

み

た

だ

け
で

も
､

私
に

と
っ

て

は

今
ま

で

自

覚
し

き

れ

な
い

ま
ま

無
意
識
的
に

か

か

わ
っ

て

き

た

課
題
を

､

従
来
よ

り

は

具
体
的
に

対

自
化
す
る
こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

思

う
｡

ま

ず
､

第
一

の

問
題
を

展
開
す
る

な

ら
ば

､

就
学
率
の

高
い

平
均
値
ほ

､

教
育
の

機
会
均
等
が

高
度
に

保
障
さ

れ

て

い

る
こ

と

を

意
味
す
る

と
は

か

ぎ
ら

な
い

の

で

あ
っ

て
､

就
学
後
の

退
学
や

長
欠
と
い

う
実
質
上
の

不

就

学
と

､

学
令
に

達
し
て

い

な

が

ら

就
学
で

き

な
い

未
就
学
と

を

あ

わ
せ

た

数
値
を

､

制
度
上
の

入

学
手
つ

づ

き
の

時
点
で

お

さ

え

た

就
学
率
か

ら

差

引
い

た

も
の

が
､

も

し

そ

う
い

う
指
標
を

使
っ

て

意
味
が

あ

る

の

で

あ

れ

ば
､

教
育
の

普
及
率
と

な

る

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

ほ
､

生

徒
の

爛
で

の

現

実
の

教

育
状
況
を

重

視
す
る

見
か

た

な

の

で

あ
っ

て
､

機
関
と

し
て

の

学

校
制
度
の

側
か

ら

就
学
率
即
普
及
率
と

み

な

す

見
か

た

と

は
､

問
題
関
心

の

次
元
を

異
に

す
る

の

で

あ
る

｡

そ

れ
は

､

普
及
率
の

高
さ

に

関
心
の

重

点
を

お

く
の

で

は

な

く
､

不

就
学

･

未
就
学
の

社
会
的
原
因
を

あ

き

ら

か

に

し

て

そ
の

障
害
を
と

り

の

ぞ

く
こ

と

に

こ

そ

関
心

を
も

つ

立

場
な

の

で

あ

る
｡

現

代
の

学
園
に

お

い

て
､

現
行
教
育
制
度
へ

の

異
議
申
し

た
て

と

し
て

覿
ま

れ

る

授
業
の

放

棄
や

拒
否
も

､

以

上
の

概
念
指
標
に

分

顆
す

れ

ば
､

不

就
学
の

一

種
と

考
え

ら

れ
る

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

が

教
育
差
別
の

社
会

構
造
に

対

す
る

抵
抗
の

意
思
表
示
で

あ

る

な

ら

ば
､

そ
の

よ

う
な

抵
抗
を

び
き

お

こ

す

社
会
的
原

因
を

あ

き

ら
か

に

し
､

被
差
別

部
落
の

青
少
年
に

集
中
的
に

荷
な

わ

さ

れ

て

い

る

教
育
の

機
会
不

均
等
の

現
実
を

ど
の

よ

う

に

し

て

克
服
す

る

か

を

摸
索
す

る

手
が

か

り
と

す
る

遣
を

､

私
は

選
び

た

い
｡

そ

の

意
味
で

､

一

九
六

八

年
秋
い

ら
い

の

異
議
申
し

た

て

を
､

私
は

み

ず
か

ら
の

意
見
と

し

て

保
ち
つ

づ

け
る

の

で

あ

る
｡

つ

ぎ
に

､

第
二

の

問
題
を

展
開
す

る

な

ら

ば
､

右
の

よ

う
な

異
議
を
い

だ

く

私
が

､

義
務
教
育
過
程
に

お
い

て

未
就
学

･

不

就
学
の

結
果
と

し

て

高
等
教
育
過
程
に

入

る

機
会
を

は

じ

め

か

ら
あ

た

え

ら
れ

て

い

な
い

青
少

年
を

踏
み

台
と

し

て

そ

び

え

立
つ

大
草
の

な
か

で

生

活
し

な

が

ら
､

戦
時

中
｢

皇
国
+

の

た

め

に

動
員
さ

れ

た

｢

漢
字
+

を

日

常
的
に

用
い

る

中
国

q
V

史
研

究
に

た

ず
さ

わ
っ

て

い

る

こ

と

は
､

ど
の

よ

う
に

意
義
づ

け

ら
れ

る

郎
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の

か
､

と
い

う
問
い

に

直

面
せ

ざ

る

を

え

な

く

な
る

｡

書
き
こ

と

ば

を

使

用
す
る

横
会
の

不

均
等
の

受
益
者
と

し
て

存
在
し

て

い

る

者
が

､

不

均

等

を

強
化
す
る

性
質
の

書
き
こ

と
ば

の

使
い

か

た

を

す
る

な

ら

ば
､

か

れ

は
､

単
な
る

差
別
者
で

は

す

ま

さ

れ

な
い

迫
害
者
と

し

て
､

不

均
等
の

被
害
者

に

関
係
す

る

こ

と

と

な
る

の

で

あ

ろ

う
｡

は

た

し

て
､

私
は

､

そ
の

よ

う

な

迫
害
を

お

か

さ

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う
か

｡

実
は

､

自
分
の

専
門
研
究
の

領
域
に

お

い

て
､

た

と

え
ば

､

唐
朝
支
配

者
が

独
占
し

よ

う
と

欲
し

た

年
代
群
を

｢

唐
代
+

と
よ

ぴ
な

ら
わ

す
こ

と

に

よ
っ

て
､

そ
の

時
代
に

唐
の

支

配
に

服
す

る
こ

と

を

拒
否
し

て

抵
抗
し

た

人

民
の

意
思
を

無
視
す
る

ば

か

り

か
､

不

注
意
に

｢

唐
+

の

名
を

用
い

る

こ

と
に

よ
っ

て

抵
抗
着
た

ち
に

対

し

て
､

は
る

ば

る

現
代
日

本
か

ら

唐

朝
支
配
を

よ

み

が

え

ら
せ

押
し
っ

け

る
こ

と
に

な
る

よ

う
な

､

あ

や

ま

り

を
お

か

し

て

い

た
｡

い

わ

く
､

『

唐
代
の

客
戸
に

よ

る

逃
棄
田

の

保
有
』

､

『

唐
代
の

｢

流

庸
+

に

つ

い

て
』

､

『

唐
代
に

お

け
る

商
業
発
展
の

一

側
面
』

等
､

支
配
制
度
に

す
く
い

あ

げ

ら
れ

き

ら
な
い

農
民

や

手
工

業
者
や

商
人

の

こ

と

を

問
題
に

し

て

き
た

論
文
の

は

と

ん

ど

す
ぺ

て

が
､

支
配
者
の

王

朝
名
に

よ

る

年
代
独
占
を

看
過
し

て
､

表
題
に

ま

で

採
用
す
る

無
神
経
ぶ

り

を

露
呈

し

て

い

る
｡

そ
の

よ

う
な

鈍
感
さ

を

内
包
し
て

書
か

れ

た

書
き

こ

と

ば

が
､

唐
朝
支
配
者
の

書
き
こ

と

ば

体

系
と

し
て

の

漢
文
史
料
に

盛

り
こ

ま

れ

た

支
配
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

を
､

立
論
の

中
心

課
題
と
し

て

は
､

つ

と

め

て

支
配
制
度
上
の

概
念
と

生

活
現

実
上
の

実
体
概
念
と

に

峻
別
す

る

よ

う
意
を

用
い

て

き

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

や

は

り

濾
過
し

き

れ

な
い

ま

ま

現
代
日

本
へ

も

ち
こ

ん
で

し

ま
っ

た
｡

こ

の

こ

と
に

つ

い

て

は
､

最
近

､

『

史
学
凝
議
』

七

九

璽
ハ

号
に

も

短
文
を

し
る

し

た

の

で

繰
り

か

え

さ

な

い

が
､

日

本
に

お

け

る

中
国
史
研
究
が

な
か

な
か

王

朝
交
替
史
観
を

克
服

印

し

き

れ

な
い

で

い

る

現
状
は

､

皇
国
の

た

め
の

湊
字
数
育
の

も

ち
こ

し
て

6

き
た

問
題
性
の

深
刻
さ

を

暗
示

す
る
の

で

は
あ

る

ま
い

か
｡

こ

こ

で

｢

支
配
+

と
い

う
と

き
､

私
の

考
え

る

中
核
概
念
は

､

書
き
こ

と

ば

の

統
一

的
散
文
体

系
を

独

占
的
に

使
用
す
る

こ

と
､

で

あ
る

｡

そ
の

体
系
の

使
用
機
会
が

社
会
的
に

不

均
等
で

あ

る

状
況
の

な
か

で
､

使
用
機

会
を

独
占
的
に

過
大
に

利
用
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

使
用
機
会
が

過
小
な

い

し

皆

無
で

し
か

な
い

よ

う
な

立

場
に

お

か

れ

た

人
び

と

に

対

し

て
､

一

方

的
に

自
己
の

個
別
的
意
志
を

押
し
っ

け

る

の

が
､

支
配
者
で

あ

る
｡

支

配
者
は

､

書
き
こ

と

ば

の

統
一

的
散
文
体

系
を

自
己
に

有
利
な

よ

う
に

強

化
す
る

｡

日

本
の

近

代
国
語
と

し

て

の

東
京
語
や

､

中
国
の

北
京
官
話
の

よ

う
に

､

療
準
語
と
い

う
名
の

地

方
語
を

統
一

体
系
と

し
､

地

域
的
自
律

性
を
も

つ

地

方

語
･

方

言
讃
体

系
(

こ

の

概
念
そ

の

も
の

が

す
で

に

中
央

支
配
を

掌
握
し

た

も
の

に

よ
っ

て

窓
意
的
に

規
定
さ

れ

て

い

る
)

を

併
呑

し
な

が

ら
､

そ
の

統
一

的
散
文
体
系
の

選
択
的
操
作
を

独
占
的
に

強
行
す

る

過
程
が

､

統
一

支
配
の

形
成
と

な

る
｡

現
代
日

本
に

お

い

て
､

こ

の

よ

ぅ
な

意
味
で

の

支
配
体
系
の

管
制
高
地

は
､

大
学
で

あ
る

｡

だ

か

ら
こ

そ
､

支
配
者
に

と
っ

て

大
学
立
法
の

強
行
が

必

要
と

な
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

多
く
の

大
学
に

お
い

て
､

書
き
こ

と

ば
の

実
存
的
韻
文
体
系
の

担
い

手
が

造
反
の

旗
手
と

な
っ

た

の

も
､

こ

の

よ

う
な

支
配
の

性
格
か

ら

み
て

自
然
の

な

り
ゆ

き

で

あ
っ

た
｡

書
き
こ

と

ば

の

韻
文

的
表
現
を

操
作
す
る

こ

と

の

不

得
手
な

私
ほ

､

ま

ず
も
っ

て

書
き
こ

と

ば
の

操
作
を

中
止

す
る

は

か

な

か
っ

た

し
､

情
念
と

か
パ

ト

ス

と

か

よ

ば

れ

た

感
性
レ

ベ

ル

の

表
現
と

わ

か

ち
が

た

く

結
ば

れ
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て

い

る

話
し
こ

と

ば
の

場
に

た

て

こ

も

る

ほ

か

な

か

っ

た
｡

し
か

し
､

私

の

ば

あ
い

に

は
､

話
し
こ

と
ば

さ

え

書
き

こ

と

ば

に

お

か

さ

れ
て

韻
文
性

を

う
し

な
っ

て

い

た
｡

話
し
こ

と

ば
の

死
に

気
が

つ

い

た

と

き
､

も

は
や

､

講

壇
に

立
つ

こ

と

も

で

き

な

く

な
っ

た
｡

そ
し

て
､

他
者
か

ら
の

追
究
を

受
け

､

苦
し

ま

ぎ
れ

に

発
す
る

こ

と

ば

は
､

ま

す

ま

す

韻
文
性
を

ゆ

が

め

て

い

っ

た
｡

話
し
こ

と

ば

と

書
き
こ

と

ば

は
､

す
っ

か

り

散
文
化
し

､

散

り

散
り

に

分
裂
し
て

わ
が

身
に

は

ね

か

え
っ

て

き

た
の

で

あ

る
｡

ひ

と

た

び

散
り

散
り

に

な
っ

て

自
分
か

ら

逃
げ

去
っ

て

い

く
こ

と

ば
は

､

他
者
の

､

ほ

と

ん

ど
の

ば

あ
い

支
配
の

統
一

的
散
文
体
系
に

よ
っ

て

綴
り

な
お

さ

れ

て
､

わ

が

身
へ

は

ね

か

え
っ

て

き
た

の

で

あ

る
｡

そ
の

あ

げ

く
､

つ

い

に
､

こ

の

恐
ろ

し

さ

に

ふ

る

え

る

ひ

と
と

し

か
､

意
思
が

通
じ

な

く

な
っ

て

し

ま
っ

た
｡

そ

の

よ

う
な

人
び

と

と

し
て

､

私
を

目
ざ

め

さ

せ

た
の

が

被
差

別
部
落
に

住
ま
わ

さ

れ

る

青
年
で

あ

り
､

身
に

お

ぼ

え

の

な
い

罪
の

名
で

死
刑
宣
告
の

散
文
を

つ

き
つ

け

ら

れ

た

部
落
の

青
年
で

あ
っ

た
｡

こ

の

青

年
た

ち
に

ほ
､

人
間
感
性
の

深
層
か

ら

ほ

と

ば

し

り

出
る

韻
文
が

生
き

て

い

て
､

そ
の

人
格
の

全
体

性
を

統
合
し

て

い

る
｡

こ

の

人
び

と

を

散
文
で

死
な

せ

て

は
､

私
の

韻
文
的
な

生
も

お

し

ま
い

だ
｡

近

代
の

散
文
的
合
理

性
の

ひ

と

り

あ

る

き

は

も

う
沢

山
で

あ

る
｡

す
で

に
､

書
き
こ

と
ば

を

捨

て

去
り

き

れ

な
い

と
こ

ろ

ま
で

来
て

し

ま
っ

た

か

ら

に

は
､

せ

め
て

､

散

文
の

ひ

と

り
あ

る

き

を

や

め
に

七
て

､

韻
文
的
な

生
の

な

か

に

そ
の

有
機

的
な

一

環
と

し

て

散
文
性
を
つ

つ

み
こ

む
よ

う
に

し

た
い

｡

そ
の

よ

う
に

､

書
き
こ

と

ば
に

生

き

た

血

を
か

よ

わ

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

さ

き
に

約
束
し

た

意
味
で

の

支
配
か

ら

自
分
を

と

り

も

ど

す

た

め
に

､

歴
史
研
究
の

や

り

な

お

し

を

始
め

た
い

｡

そ
の

手
は

じ

め

に
､

｢

唐

代
+

と

銘
打
っ

た
が

ゆ

え
に

馬
脚
を

あ

ら

わ

し

て

撤
回

す
る

こ

と

に

な
っ

た

自

分
の

書
き
こ

と
ば

体
系
を

見
な

お

し

て

気
が

つ

く
の

で

あ

る

が
､

そ

れ

ら

は
､

支
配
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

に

引
き

寄
せ

ら

れ

た

た

め

に
､

唐

朝

支

配
の

｢

支
配
+

性
を

包
括
的
に

対

象
化
し
き

る

の

に

程
遠
い

も
の

で

あ
っ

た
｡

く
ど
い

よ

う
で

あ

る

が
､

こ

の

ば

あ
い

の

｢

支
配

+

性
も

､

や
は

り
､

書

き
こ

と

ば

の

統
一

的
散
文
体
系
を

独
占
的
に

操
作
す

る

も
の

の

全
体
像
を

想
定
す
る

の

で

あ

る

が
､

た

だ

ち
に

予
想
さ

れ

る

の

は
､

そ
の

散
文
独

占

体
と

､

い

わ

ゆ

る

｢

唐
詩
+

の

韻
文
的
な
る

も

の

と

が
､

ど

の

よ

う
に

か

ら

み
あ
っ

て

く
る

の

か
､

と
い

う
難
関
で

あ
る

｡

近

代
の

､

散
文
合
理

性

が

肥
大
化
し

た

支
配
と

は

お

よ

そ

比

較
を

絶
す
る

す

が

た

で
､

｢

詩
+

が

堂
堂
と

､

ま
た

城
端
と

､

書
き
こ

と

ば

独

占
体
の

ま
っ

た

だ
な

か

に

座
を

し

め

て

い

る

よ

う

な

時
代
の

深
層
構
造
を

､

う
た

を

忘
れ

た

私
が

一

挙
に

描
き

だ

そ

う
と
あ

が

い

て

も

無
理

は

知
れ

て

い

る
｡

ど
の

く
ら
い

時
間
が

か

か

る

か

わ

か

ら

な
い

が
､

感
性
に

み

が

き

を

か

け
る

ほ

か

な

い
｡

な
に

し

ろ
､

唐
朝
権
力
を

白

眼
視
し
て

江

南
に

釣
を

た
の

し

み

な
が

ら
､

早
く

も
ア

ク

シ

ョ

ン

･

ペ

イ
ン

テ
ィ

ン

グ
に

よ
っ

て

自
己

主

張
す
る

よ

う

な

水

墨
芸
術
家
た

ち
が

生

き

て

い

た

時
代
を

あ
い

て

に

し

よ

う
と
い

う
の

だ
か

ら
｡

(

一

橋
大

学

助

教

授
)
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