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東京女子大学松沢研究室気付

こぞって参出師を

圃奉欝避揚響盆総会90
会場・大阪大学人間科学部
新大阪→千里中央駅から近鉄バスまたはタクシーで阪大本部前
阪急山田駅または北千里駅から徒歩30分
阪急茨木両駅またはJR茨木駅から近鉄バスで阪大本部前下車

」国1日国（』二）
受付開女呑
唇再会、主催茎者毒し→さ一一二＞
記念講演とディ　ースブナ、ジ　ン　ョ　ン

金時踵×土方銑×日雇生協 
i「差別と日本社会 

二－零せ揚力→らの視点」 

1　6：0　0～　青苗年度活動幸炭吾
桑斤年度活動方垂十なとご（17；00終了予定）

1　8：〇　〇一　交流会（場所は釜ヶ崎を予定）

Znd／串」閏重出閏（田）
9：0　0　　開場一研究発表

l冨山一郎 松沢哲成 �「開輔網棚醐据醐引 潮榊鵬せ場・捕縄」』 

1　2：0　0　　閉会（引き続き拡大運営委員会を予定）

※駐車施設がありませんので、自家用車での来場はご遠慮ください。
※5月19日の宿泊は釜ヶ崎内の施設を予定しています。希望者は西日本事務局

（大阪港区八幡屋l工2－17－201TELO6－576－0827和田）へ申し込んでください。
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八
九
年
藍
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
克
可
＝
廿
－
場
の
亦
久
容
I
C
歴
由
夫
」
　
の
朝
出
口

西
日
本
支
部
事
務
局

昨
年
十
月
二
十
八
日
、
大
阪
市
浪
速
区
の
部
落
解
放

セ
ン
タ
ー
で
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
「
寄
せ
場
の
変
容
と

歴
史
　
－
　
釜
ケ
崎
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
遅
く
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
以
下
、
そ
の
簡

単
な
報
告
を
行
な
い
ま
す
。

事
務
局
の
連
絡
の
不
手
際
で
、
参
加
者
は
二
十
二
人

に
と
と
ま
り
ま
し
た
。
深
く
反
省
し
ま
す
。
た
だ
少
数

は
少
数
な
り
に
、
密
度
の
纏
い
討
論
が
行
な
わ
れ
た
と

考
え
ま
す
。

午
後
二
時
、
小
倉
利
丸
さ
ん
（
富
山
大
）
　
の
司
会
進

行
で
シ
ン
ポ
が
始
ま
り
ま
し
た
。
五
人
の
パ
ネ
ラ
ー
に

よ
る
現
状
報
告
・
研
究
発
表
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
後
に

一
括
し
て
質
疑
応
答
と
肘
論
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
パ

ネ
ラ
ー
と
各
テ
ー
マ
は
報
告
・
発
表
順
に
次
の
と
お
り

です。
・
西
岡
皆
さ
ん
　
（
釜
ケ
崎
差
別
と
闘
う
連
絡
会
議
、
矢

田
解
放
塾
）

「
寄
せ
塙
の
闘
い
の
現
場
か
ら
①
　
－
　
西
成
署
に
よ

る
暴
行
事
件
と
そ
の
後
」

・
山
田
実
さ
ん
∴
釜
ケ
崎
日
雇
労
働
組
合
）

「
寄
せ
場
　
の
闘
い
の
現
場
か
ら
②
－
　
釜
ケ
崎
の

変
貌
と
現
状

・
小
柳
伯
顕
さ
ん
（
釜
ケ
崎
キ
リ
ス
ト
教
協
友
会
、
ア

ジ
ア
ン
フ
レ
ン
ズ
）

「
寄
せ
場
と
出
稼
ぎ
労
働
者
」

・
平
川
茂
さ
ん
（
釜
ケ
崎
資
料
セ
ン
タ
ー
）

「
文
献
・
食
料
で
見
る
釜
ケ
崎
」

・
松
繁
逸
夫
さ
ん
（
釜
ケ
崎
差
別
と
闘
う
連
絡
会
議
、

釜
ケ
崎
資
料
セ
ン
タ
ー
）

「
へ
労
務
者
）
概
念
と
差
別
の
起
源
」

西
岡
さ
ん
の
報
告
は
、
昨
年
四
月
二
十
八
日
、
釜
ケ

崎
を
歩
い
て
い
た
西
岡
さ
ん
が
西
成
署
員
に
よ
る
労
働

者
へ
の
暴
行
を
目
撃
し
、
注
意
し
た
と
こ
ろ
、
現
れ
出

て
き
た
二
十
名
前
後
の
暫
ら
に
取
り
囲
ま
れ
、
そ
の
ま

ま
西
成
署
に
同
行
し
、
署
内
で
三
十
歳
ご
ろ
の
警
官
に

暴
行
を
受
け
た
と
い
う
掌
件
に
つ
い
て
で
す
。

新
聞
に
も
報
道
さ
れ
た
こ
の
事
件
の
最
大
の
問
題
は
、

西
成
署
が
西
岡
さ
ん
の
　
「
身
分
」
を
知
っ
た
と
た
ん
に

憩
勲
な
態
度
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
端
的
に
い
え

ば
西
岡
さ
ん
は
釜
ケ
崎
労
働
者
と
「
間
違
わ
れ
た
」
わ

け
で
す
が
、
柏
手
が
釜
ケ
崎
労
働
者
で
あ
れ
ば
何
を
し

て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
西
成
署
の
態
度
（
と
実
態
）

を
如
実
に
示
し
た
事
件
で
す
。

報
告
で
西
岡
さ
ん
は
、
事
件
当
日
の
横
様
を
詳
述
し

た
あ
と
、
西
成
署
の
釜
ケ
崎
労
働
者
へ
の
日
常
的
な
対

応
を
告
発
し
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
許
さ
な
い
と
い
う
社

会
的
取
り
組
み
の
契
機
と
す
る
た
め
、
民
事
・
刑
事
の

訴
訟
を
起
こ
し
た
旨
を
述
べ
ま
し
た
。

次
に
山
田
さ
ん
が
、
釜
日
労
委
員
長
と
し
て
見
て
き

た
こ
の
間
の
釜
ケ
崎
の
変
貌
を
、
労
働
事
情
と
生
活
の

両
面
か
ら
述
べ
ま
し
た
。
シ
ン
ポ
の
二
か
月
前
に
は
韓

国
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
宝
塚
の
現
場
で
労
災
死
す

る
と
い
う
事
件
が
起
き
、
こ
れ
と
絡
め
て
近
畿
圏
で
の

外
国
人
労
働
者
の
就
労
状
況
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ま
し
た
。

ま
た
賃
金
な
ど
労
働
条
件
の
面
で
、
釜
ケ
崎
労
働
者

と
そ
の
他
の
寄
せ
場
（
山
谷
を
除
く
）
労
働
者
、
あ
る

い
は
寄
せ
場
以
外
に
居
住
し
て
も
実
質
的
に
日
雇
労
働

者
と
し
て
就
労
す
る
層
と
の
間
に
大
き
な
率
談
が
あ
り
、

釜
ケ
崎
内
で
問
題
に
対
処
し
て
い
た
の
で
は
追
い
つ
か

な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
報
告
。
最
後
に
、
西
岡
さ
ん

の
事
件
に
関
し
て
、
寄
せ
揚
差
別
の
根
底
に
は
能
力
主

義
が
あ
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。

三
番
め
に
報
告
し
た
小
柳
さ
ん
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
の

出
稼
ぎ
労
働
者
の
問
題
で
、
日
頃
か
ら
考
え
て
い
る
こ

と
と
し
て
次
の
三
点
を
あ
げ
ま
し
た
。

ま
ず
、
こ
の
問
題
を
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
寄
せ

場
の
小
さ
な
労
働
組
合
で
あ
り
、
そ
れ
も
現
実
の
外
国

人
労
働
者
と
関
わ
る
な
か
で
具
体
的
に
問
題
を
解
決
す
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る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

第
二
に
、
外
国
人
労
働
者
を
「
人
間
」
　
で
は
な
く

i
「
労
働
力
」
と
し
て
管
理
す
る
方
向
で
外
登
法
が
改
悪

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
寄
せ
暢
労
働
者
に
対
し
て

も
「
労
働
力
」
と
し
か
見
な
い
現
状
が
あ
り
、
そ
う
し

た
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
指
紋
押
捺
拒
否
等
を
闘
っ
て
き

た
人
た
ち
と
寄
せ
甥
と
の
共
闘
の
芽
が
生
ま
れ
て
い
る

こ・と。第
三
に
、
外
国
人
労
働
者
の
問
題
は
日
本
で
初
め
て

で
は
な
く
、
資
本
の
側
は
朝
鮮
人
労
働
者
に
対
す
る

「
皇
民
化
」
　
「
労
務
管
理
」
　
の
戦
時
中
の
　
「
蓄
積
」
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

小
柳
さ
ん
は
報
告
の
結
び
で
、
こ
う
し
た
現
状
に
お

い
て
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
理
論
と
方
法
で
立
ち
向
か

っ
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
提
起
し
ま
し
た
。

二
十
分
の
休
憩
後
、
平
川
さ
ん
よ
り
文
献
・
資
料
リ

ス
ト
の
調
査
と
分
類
に
つ
い
て
の
報
告
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
リ
ス
ト
は
戦
前
五
百
八
十
二
点
、
戦
後
三

百
三
十
四
点
の
一
般
図
書
、
雑
誌
、
政
府
・
行
政
等
刊

行
物
、
論
文
・
報
告
、
新
聞
記
事
な
ど
か
ら
成
る
も
の

で
、
戦
前
分
に
つ
い
て
は
本
間
麿
一
郎
さ
ん
　
（
釜
ケ
崎

資
料
セ
ン
タ
ー
）
　
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

平
川
さ
ん
は
リ
ス
ト
作
成
の
際
、
「
釜
ケ
崎
へ
の
視

点
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
」
　
と

し
て
、
そ
の
た
め
に
主
に
釜
ケ
崎
外
の
文
献
に
限
定
し

た
こ
と
、
ま
た
社
会
の
動
き
や
釜
ケ
崎
の
譜
運
動
、
学

問
領
域
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
関
連
を
重
視
し
た
こ
と
な

ど
を
注
意
点
に
あ
げ
ま
し
た
。

そ
し
て
時
期
区
分
を
、
①
大
正
期
（
と
く
に
第
一
次

大
戦
後
）
②
昭
和
期
（
と
く
に
日
中
戦
争
後
）
⑧
戦
後

I
　
（
一
九
四
五
～
六
〇
年
）
④
戦
後
Ⅱ
　
（
六
一
～
六
八

年
）
⑧
戦
後
Ⅲ
　
（
六
九
～
八
二
年
）
⑥
現
在
（
八
三
年

～
）
　
と
し
、
代
表
的
な
文
献
を
紹
介
し
な
か
ら
各
期
の

特
徴
を
論
述
し
ま
し
た
。

最
後
の
発
表
者
の
松
蒸
さ
ん
は
、
（
労
務
者
）
か

（
労
働
者
）
と
分
け
て
使
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
、
文

献
的
に
言
葉
の
起
源
か
ら
連
発
し
、
結
論
と
し
て
、
そ

の
使
い
分
け
は
や
は
り
差
別
意
識
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
か
と
論
述
し
ま
し
た
。

こ
の
発
表
は
、
た
ん
に
（
労
務
者
）
が
差
別
表
現
か

否
か
と
い
う
問
題
を
超
え
て
、
表
現
の
領
域
に
、
お
け
る

労
働
と
差
別
の
問
題
や
、
各
時
代
の
日
雇
い
層
・
「
浮

浪
」
層
の
存
在
形
態
の
問
題
な
ど
へ
と
つ
な
が
る
契
機

を
持
つ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
時
間
の
関
係
も
あ
っ
て
、

そ
の
屡
開
け
は
討
論
（
フ
リ
ー
ト
ー
ク
）
　
に
奏
．
牟
与
れ
ま

し
た
。以

上
で
報
告
・
発
表
は
終
了
し
、
討
論
に
移
り
ま
し

た
。
ま
ず
（
労
務
者
）
さ
ら
に
（
浮
浪
者
）
の
表
現
と

概
念
、
さ
ら
に
そ
れ
と
時
代
状
況
と
の
関
連
な
ど
に
つ

い
て
活
発
に
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

話
題
は
、
い
わ
ゆ
る
肉
体
労
働
者
の
み
を
（
労
働
者
）

で
表
現
し
、
そ
れ
以
外
を
（
勤
労
者
）
ま
た
は
へ
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
）
と
す
る
現
代
状
況
に
及
び
、
池
田
浩
士
さ

ん
　
（
京
都
大
）
は
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
も
（
労
働
者
）

と
（
勤
労
者
）
に
相
当
す
る
表
現
の
使
い
分
け
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
。
続
け
て
、
（
浮
浪
者
）
に
当
た
る
も
の

と
し
て
「
法
の
保
護
の
ら
ち
外
に
置
か
れ
た
」
と
い
う

意
味
の
　
「
フ
ォ
ー
ゲ
ル
フ
ラ
イ
」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
が

あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
分
節
し
て
直
訳
す
る
と
　
「
鳥
の
よ

う
に
自
由
な
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ

こ
に
は
か
つ
て
の
山
南
（
さ
ん
か
）
　
や
海
人
（
あ
ま
）
、

無
宿
人
、
現
代
の
野
宿
者
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
と

述
べ
、
「
（
浮
浪
）
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
人
間
に
と
っ

て
の
本
来
の
価
値
は
何
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
掘
り
下

げ
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
」
と
提
起
し

ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
山
田
さ
ん
か
ら
、
一
昨
年
に
南
津
守
で
起

き
た
宿
舎
建
設
反
対
運
動
に
は
、
「
流
れ
歩
く
民
」
　
と

し
て
の
日
雇
労
働
者
に
対
す
る
　
「
定
着
す
る
民
」
　
の
感

覚
的
な
嫌
悪
が
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

最
後
に
西
岡
さ
ん
か
ら
、
い
く
つ
も
の
頭
を
持
つ
ヤ

マ
タ
ノ
オ
ロ
手
的
な
運
動
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た

運
動
の
後
ろ
を
照
ら
す
の
で
は
な
く
、
前
を
照
ら
す
研

究
活
動
を
望
む
と
学
会
へ
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
松
沢
哲
成
さ
ん
　
（
東
京
女
子
大
）
が
、

（
労
務
者
）
概
念
の
問
題
で
一
応
は
過
去
を
照
ら
し
た

形
だ
が
、
討
論
の
な
か
で
前
を
照
ら
す
問
題
も
か
な
り

出
た
し
、
そ
の
間
に
あ
る
も
の
を
考
え
て
い
き
た
い
と

発
言
。
小
倉
さ
ん
も
「
ぎ
ょ
う
出
さ
れ
た
様
々
な
問
題

提
起
を
、
前
を
照
ら
せ
る
よ
う
な
議
論
と
し
て
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
」
と
総
指
し
て
、
四
時
間
に
わ
た
る

自
熟
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
了
し
ま
し
た
。

な
お
報
告
と
発
言
を
再
録
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
近

日
中
に
発
行
す
る
予
定
で
す
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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善
事
文
民
裁
判
に
際
し
、
荏
日
韓
国
人
と
し
て

《
多
義
、
多
岐
に
想
い
を
は
ぜ
、
地
位
向
上
の
た
め
、
信
を
問
う
》

生
活
保
護
（
居
宅
保
護
）
を
求
め
る
萎
奉
文
（
カ
ン
・
ポ

ン
ム
ン
）
さ
ん
の
大
阪
地
裁
に
提
訴
し
た
裁
判
は
、
西
成
福

祉
事
務
癌
長
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
居
宅
保
護
を
求
め
る
だ
け

の
も
の
で
は
な
／
＼
現
在
し
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
日
本
に

住
み
生
き
て
ゆ
く
ひ
と
び
と
、
ひ
と
り
ひ
と
り
総
て
が
「
同

等
の
立
場
と
し
て
見
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
願
う
「
人
権
」

っ
ま
り
「
人
間
の
尊
厳
」
喜
守
る
た
め
提
訴
し
た
裁
判
で
あ

る
、
と
認
識
す
る
。

協
定
水
性
（
一
九
六
六
年
一
月
一
六
日
施
行
実
施
）
の
在

日
韓
国
人
一
世
で
あ
る
姜
さ
ん
は
、
一
九
二
二
年
四
月
二
八

日
、
朝
鮮
全
羅
南
道
の
酒
造
家
の
長
男
と
し
て
出
生
し
、
植

民
地
支
配
末
期
の
一
九
四
三
年
八
月
、
強
調
連
行
に
よ
り
日

本
に
連
れ
て
こ
ら
れ
、
皇
国
臣
民
と
し
て
北
海
道
網
走
郡
海

軍
航
空
隊
の
飛
行
場
建
設
の
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
、

奴
隷
的
で
苛
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
辛
酸
を
味
あ

わ
さ
れ
、
生
き
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

敗
戦
後
は
、
北
海
道
に
て
在
日
朝
鮮
人
援
護
局
（
後
の
在

日
朝
鮮
人
油
助
㊤
青
年
部
の
活
動
に
従
事
し
、
引
き
続
き
、

重
恩
へ
移
っ
て
在
日
朝
鮮
人
連
盟
本
部
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

命
に
よ
り
強
制
蟹
在
日
朝
鮮
人
総
連
合
会
と
な
る
）
青

年
部
の
専
従
と
し
て
約
七
年
間
活
動
し
た
。
そ
の
後
、
建
設

業
下
請
を
自
営
す
る
か
約
一
〇
年
で
廃
業
し
、
以
来
大
阪
の

友
人
、
京
都
の
友
人
を
訪
ね
転
々
と
し
た
時
期
を
経
て
、
釜

ヶ
崎
の
ド
十
に
居
住
し
な
か
ら
約
二
七
年
間
日
雇
を
ク
ツ
キ

山
本
一
成
こ
と
太
子
　
土
成

と
し
て
建
設
労
働
に
従
事
さ
れ
て
き
た
。
民
族
差
別
・
排
外

の
な
か
、
実
質
的
に
日
本
の
社
会
に
疾
く
根
を
・
お
ろ
し
て
居

住
し
、
同
化
政
策
の
期
待
に
応
え
て
、
も
う
引
き
返
せ
な
い

と
こ
ろ
ま
で
同
化
し
て
し
ま
っ
た
ひ
と
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

六
〇
歳
頃
か
ら
体
調
を
薄
く
し
、
病
院
へ
の
入
退
院
を
繰

り
返
し
て
い
る
な
か
で
、
釜
ケ
崎
「
出
会
い
の
豪
」
の
渡
辺

宗
正
員
の
尽
力
に
よ
り
一
九
八
七
年
六
月
一
日
よ
り
西
成

区
「
は
ま
や
っ
荘
」
　
（
ア
パ
ー
ト
）
に
て
生
活
保
護
（
居
宅

保
護
）
を
受
け
て
生
活
を
営
ん
で
い
た
が
、
一
九
八
九
年
二

月
一
八
日
、
気
管
支
炎
が
原
因
で
山
本
病
院
へ
入
院
中
同

月
二
一
日
頃
姜
さ
ん
本
人
の
了
解
の
な
い
言
－
寮
王
が
勝

手
に
本
人
の
荷
物
を
放
り
出
し
、
案
然
別
の
所
へ
移
る
よ

う
告
げ
た
の
で
あ
る
。

姜
さ
ん
は
西
成
福
祉
事
務
所
だ
対
し
、
「
京
王
が
勝
手
に

荷
物
を
出
し
た
だ
け
で
あ
り
こ
ち
ら
は
了
解
し
て
い
な
い
。

伸
巨
富
菓
き
痔
そ
こ
に
あ
る
」
と
告
げ
た
。
同
年
四
月
、
西

成
福
祉
事
務
朋
相
当
者
前
田
某
と
の
交
渉
の
な
か
で
、
そ
の

時
「
は
ま
ゆ
主
壮
」
の
婁
さ
ん
の
部
屋
に
は
既
に
別
の
入
居

者
が
お
り
そ
の
た
め
退
院
後
は
別
の
ア
パ
ー
ト
に
住
む
前

提
で
、
担
当
者
は
居
宅
保
護
（
生
活
能
登
を
約
束
し
た
の

で
あ
る
。

萎
さ
ん
は
五
月
九
日
、
山
本
病
院
で
「
退
院
が
近
い
」
と

言
わ
れ
た
の
で
百
千
時
に
退
院
し
、
ア
パ
ー
ト
を
探
し
、
家

主
に
一
万
円
手
付
金
を
支
払
い
、
西
成
福
祉
事
務
所
雰
訪
れ

た
と
こ
ろ
、
「
病
院
の
許
可
の
な
い
自
主
的
退
院
で
は
タ
メ
、

病
院
側
の
造
林
に
よ
り
退
院
後
は
居
宅
保
護
を
行
う
か
ら
」

と
、
再
入
院
を
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
五
月
一
〇
日
、
住

吉
区
あ
び
こ
病
院
へ
再
入
時
－
空
姜
さ
ん
は
、
病
院
の
指
示
通

り
退
院
す
れ
ば
居
宅
保
護
を
受
け
ら
れ
る
と
約
束
し
た
の
だ

か
ら
、
と
想
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
退
院
間
際
に
な
っ
て
、
西
成
褐
祉
事
務
所
の
担

当
者
（
坂
東
某
）
か
ら
、
施
設
収
容
で
あ
る
自
彊
館
へ
入
る

よ
う
に
言
わ
れ
た
。
約
束
が
異
な
る
理
由
を
問
う
た
と
こ
ろ
、

担
当
者
は
「
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
む
か
ら
」
等
と
ま
っ
た
く
理

由
に
な
ら
な
い
曇
言
で
、
要
を
得
な
い
ま
ま
同
年
六
月
二
一

日
、
収
容
保
護
を
決
定
さ
れ
た
。
路
頭
に
迷
い
、
野
宿
す
る

よ
り
は
と
考
え
、
姜
さ
ん
は
処
分
を
不
服
と
し
な
が
・
h
s
仕

方
な
く
自
彊
館
へ
入
所
し
た
の
で
あ
る
。

姜
さ
ん
は
西
成
福
祉
事
務
所
の
施
設
収
容
処
分
を
不
服
と

し
て
六
月
下
旬
、
大
阪
肘
知
萬
宛
に
行
政
不
服
審
査
請
求
を

行
っ
た
が
、
「
外
国
人
に
は
請
求
権
が
な
い
」
と
の
理
由
で

受
理
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

生
活
保
護
法
三
〇
条
は
居
宅
保
護
を
原
則
に
あ
げ
、
収
容

保
護
は
例
外
と
し
て
お
の
へ
　
「
居
宅
保
護
だ
よ
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
」
　
「
こ
れ
（
居
宅
保
護
）
に
よ
っ
て
保
護
の
目

的
を
達
し
が
た
い
と
き
」
と
し
て
い
る
。
萎
さ
ん
の
場
合
、

入
院
前
は
居
宅
保
護
を
憂
げ
て
お
り
、
ま
た
退
院
後
の
居
宅

保
護
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
福
祉
事
務

所
側
の
負
け
の
論
理
と
し
か
判
断
で
き
な
い
。
こ
の
例
外
に

あ
た
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
、
海
港
処
分
で
あ
り
偏
向
決
定

で
あ
る
。

旧
生
漂
話
法
（
一
九
四
六
年
施
行
）
で
は
内
外
大
平
等

の
原
則
を
採
り
こ
の
葎
（
告
琵
琶
は
日
本
国
民

の
み
な
ら
ず
日
本
に
居
住
ま
た
は
現
存
す
る
外
国
人
に
も
通



r

用
す
る
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
現
行
法
（
一
九
五
〇
年
施

行
）
で
は
国
民
と
い
う
対
象
外
に
さ
れ
た
。
外
国
人
に
は
権

利
は
な
ノ
＼
恩
恵
と
し
て
準
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
保
護
に

関
す
る
不
服
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
さ
れ
て

いる。し
か
し
、
ひ
ろ
く
外
国
人
の
人
権
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、

日
本
国
憲
法
が
規
定
す
る
人
権
は
内
外
人
も
基
本
的
に
区
別
…

さ
れ
る
も
の
で
は
な
ノ
＼
何
ら
か
の
著
し
い
合
理
的
理
由
が

な
い
限
り
へ
平
諾
性
に
お
い
て
同
様
の
人
権
規
定
の
適
用
が

あ
る
こ
と
は
当
然
の
理
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
二
五
条
、
同

一
四
条
の
外
国
人
に
対
す
る
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否

定
な
い
し
制
限
す
る
合
理
的
理
由
は
何
ひ
と
つ
存
し
な
い
。

従
っ
て
、
生
活
保
護
法
は
本
束
へ
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
妥
当
で
あ
る
。

生
活
保
護
濃
は
文
言
上
に
、
そ
の
対
象
を
「
国
民
」
と
し

て
い
る
が
、
日
本
国
憲
法
上
の
人
権
が
外
国
人
に
及
ぶ
主
旨

か
ら
し
て
国
民
に
限
る
事
由
は
な
い
。
従
っ
て
姜
さ
ん
へ
の

処
分
は
、
日
本
国
憲
法
一
四
条
、
同
二
五
条
、
生
活
保
護
法

三
〇
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
処
分
の
取
り
消
し
を
求

め
る
こ
と
に
は
当
然
の
理
が
あ
る
。

一
九
八
九
年
一
二
月
二
四
日
、
姜
さ
ん
を
病
院
へ
見
舞
っ

た
折
り
　
「
ぼ
く
は
西
成
福
祉
に
対
す
る
居
宅
保
護
あ
裁
判

な
ら
、
あ
ま
り
気
が
進
ま
な
い
の
で
一
生
病
院
で
過
ご
し
て

も
良
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
」
　
「
し
か
し
日
本
政
府
に
腹

が
立
ち
ま
す
。
現
在
も
こ
れ
か
ら
も
日
本
で
生
き
る
二
堂
二

世
や
多
く
の
外
国
人
が
、
こ
れ
か
ら
い
か
に
生
き
る
か
と
い

う
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
で
す
か
ら
」
と
六
七
才
の

婁
さ
ん
の
口
か
ら
、
「
生
涯
病
院
で
過
ご
し
て
も
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
極
め
て
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
し
、

日
本
国
の
エ
ゴ
に
対
す
る
怒
り
が
込
み
あ
げ
て
き
た
の
で
あ

」

った。姜
さ
ん
は
強
制
連
行
と
い
う
日
本
へ
の
「
貸
し
方
」
　
で
あ

っ
て
も
「
借
り
方
」
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も

五
〇
年
近
く
日
本
国
の
水
を
飲
ん
で
生
き
て
い
る
者
が
、
法

的
地
位
の
安
定
も
な
く
、
日
本
人
と
遭
う
法
の
規
制
を
何
故

受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
姜
さ
ん
の
問
題
に
は
、
外
賓
証

と
い
う
「
犬
の
緒
札
」
の
よ
う
な
も
の
の
常
時
携
帯
を
義
務

づ
け
、
一
六
才
に
な
る
と
犯
罪
者
ま
か
い
の
指
紋
押
捺
を
強

制
し
、
生
き
て
ゆ
く
う
え
で
少
な
か
ら
め
ハ
ン
デ
ィ
を
押
し

つ
け
て
い
る
こ
と
と
の
関
濃
一
貫
性
郡
内
葡
－
し
て
い
る
。

日
本
壷
国
宝
我
の
ア
ジ
ア
侵
略
戦
争
の
真
口
論
＼
一
八
才

に
し
て
萎
さ
ん
は
強
制
連
行
・
強
制
労
働
と
非
人
間
的
支
配

の
扱
い
を
受
け
、
屈
辱
を
受
け
、
戦
後
も
民
族
差
別
排
外
の

な
か
を
生
き
て
き
た
住
民
で
、
今
も
苦
汁
を
飲
吉
さ
れ
て
生

き
て
い
る
。
生
活
棋
譜
法
の
適
用
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
で
、
姜
さ
ん
の
喜
粟
の
端
々
に
そ
う
感
じ
る
の
た
。
精

神
的
心
拍
蒔
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
学
校
や
日
常
生
活
の
な
か
で
体
験
し
て
き
た
差
別
を
行

政
法
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、
機
能
を
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と

に
怒
り
と
い
き
ど
お
り
を
持
ち
な
が
ら
も
∵
敗
北
感
・
屈
辱

感
を
味
わ
っ
た
の
だ
そ
つ
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
抑
制

の
生
主
力
に
自
ら
が
方
向
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
て
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
萎
縮
効
果
は
内
面
化
さ
れ
る
強
制
力
と
し
て
、

ひ
と
び
と
の
行
動
・
表
現
・
人
格
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
、

民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
著
し
く
損
な
わ
し
め
て
い
る

の
か
現
実
で
あ
る
。
人
間
が
生
き
て
ゆ
く
と
き
、
差
別
排
外

に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
、
最
も
不
可
欠
な
人
権
、
つ
ま
れ
自
己

の
尊
厳
を
奪
わ
れ
侵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

制
度
は
、
ひ
と
つ
の
金
棒
化
さ
れ
た
個
人
の
市
轟
社
会
的

な
仕
組
み
・
枠
組
み
と
し
て
見
極
め
る
な
ら
、
生
存
権
へ
の

抑
圧
的
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
だ
と
把
握
す
る
。

こ
の
点
か
、
タ
や
原
則
的
に
い
う
な
ら
法
律
よ
り
慣
先
す

る
憲
法
上
の
適
合
性
が
実
現
さ
れ
る
の
か
当
然
だ
ろ
う
。

従
っ
て
こ
の
裁
判
に
思
い
を
は
ぜ
、
問
う
と
き
、
在
旦
国

光
韓
国
人
約
六
八
万
人
（
在
日
外
国
人
の
約
九
八
％
）
、
そ

し
て
台
湾
へ
中
国
人
と
い
っ
た
、
多
く
は
植
民
地
支
配
の

結
果
、
好
む
と
貯
ま
ざ
る
と
に
関
孫
な
く
居
住
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
の
持
ち
主
と
共
に
、

い
わ
ゆ
る
外
国
人
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
増
え
続
け
る
で
あ

る
つ
日
本
の
地
を
自
国
と
し
て
、
ま
た
人
間
の
平
等
を
希
求

す
る
も
の
と
し
て
日
本
に
居
住
す
る
ひ
と
び
と
、
そ
の
総
体

の
問
題
で
あ
り
日
本
国
の
エ
ゴ
に
対
す
る
民
手
蔓
我
の
た

め
の
告
発
が
争
点
で
あ
る
と
も
考
李
っ
る
。

こ
れ
か
ら
歴
史
を
創
る
も
の
と
し
て
私
は
「
共
存
の
歴
史
」

と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
人
権
が
語
ら
れ
る
歴
史
は
日
本

で
は
よ
う
や
く
半
世
紀
に
な
る
が
、
ま
だ
活
字
や
孟
菜
で
表

現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
し
か
私
に
は
思
わ
れ
て
こ
な
い
の
た
。

最
近
の
人
頴
ま
た
ア
ジ
ア
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働

者
に
対
す
る
視
点
・
対
処
等
は
、
ひ
と
を
ひ
と
と
見
ず
、
労

働
力
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
、
韓
国
そ
の

他
の
外
国
へ
進
出
す
る
企
業
体
質
・
構
造
に
↓
書
誌
付
け
ら
れ

る。
今
世
紀
は
地
球
規
模
で
、
社
会
主
審
国
家
・
資
本
主
義
国

家
の
体
制
を
問
わ
ず
、
人
間
の
顔
を
目
指
し
て
、
つ
ま
り
自

由
と
平
等
と
民
主
童
謡
を
目
指
し
、
改
革
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

市
民
の
力
で
と
り
は
ら
わ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
の
撃
　
フ
ラ
ン
ス

宣
命
を
思
い
起
こ
す
ル
ー
マ
ニ
ア
の
改
革
。
し
か
し
、
こ
の

う
ね
り
潮
流
に
逆
行
し
て
い
る
の
は
日
本
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。
日
本
に
居
住
す
る
総
て
の
人
間
は
何
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
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同
じ
人
間
で
あ
る
、
と
同
等
に
扱
わ
ず
、
人
間
疎
外
は
日
本

の
青
緑
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
南
北
韓
国
と
日
本

国
と
の
関
係
を
見
る
と
き
、
支
配
と
被
支
配
の
潜
在
的
音
治
鵬

の
思
考
・
視
点
が
、
排
外
差
別
の
意
識
を
助
長
さ
せ
、
多
く

の
日
本
人
の
中
に
残
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
侵
略
の

腫
只
そ
し
て
植
民
地
支
配
の
歴
史
の
事
実
を
隠
厳
し
、
正

し
く
薯
実
を
伝
え
よ
う
と
せ
ず
、
反
省
も
陳
謝
も
せ
ず
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
南
北
韓
国
人
に
と
っ
て
、
在
日

と
し
て
い
か
に
生
き
る
か
の
問
題
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
も

自
分
た
ち
の
生
き
方
を
規
定
す
る
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

南
北
韓
国
人
の
法
的
地
位
の
問
題
は
、
あ
の
戦
争
が
何
で

あ
っ
た
の
か
、
ア
ジ
ア
へ
の
植
民
地
支
配
が
何
で
あ
っ
た
の

か
、
日
本
雷
国
王
鶉
の
残
し
た
戦
後
責
任
の
補
償
は
ど
う
な

の
か
、
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
歴
史
の
視
点
が
欠
落

し
て
お
の
へ
清
算
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
処
理
が
な
さ
れ

て
お
ら
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

信
頼
し
、
交
流
し
あ
え
る
決
着
に
は
ま
だ
ま
だ
通
い
の
で
は

な
い
だ
る
つ
か
。
一
九
八
九
年
三
月
三
〇
日
、
竹
下
首
相
は

「
過
去
に
お
け
る
我
が
国
の
行
為
が
近
隣
諸
国
の
国
民
に
多

大
の
苦
痛
と
振
替
を
与
え
て
ー
宅
た
こ
と
を
寧
＼
自
覚
し
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
二
度
と
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
反
省

し
決
意
す
る
」
と
繰
り
言
を
並
べ
た
が
、
生
野
区
に
住
む
在

日
強
国
人
の
主
婦
は
「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
も
選
挙
権
も
な

い
の
に
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
現
実
だ
。

「
な
ぜ
外
国
人
に
は
遼
寧
権
が
な
い
の
か
。
国
民
の
義
務

は
果
た
し
て
い
る
の
に
」
と
池
田
市
の
ア
ラ
ン
・
ヒ
ッ
ク
ス

（
賽
国
人
）
は
憲
法
一
五
条
、
同
一
四
条
に
違
反
す
る
と
し

て
一
九
八
九
年
二
月
一
七
日
に
提
訴
し
て
お
の
へ
民
団
は

す
で
に
一
九
七
六
年
か
、
キ
ま
た
民
団
近
畿
地
区
大
会
で
も

一
九
八
七
年
二
月
七
日
に
、
地
方
酸
基
を
は
じ
め
と
す
る
す

ペ
て
の
待
遇
（
社
会
保
障
）
の
日
本
人
並
み
を
求
め
る
日
本

政
府
へ
の
要
求
案
を
決
議
し
て
い
る
。

外
国
人
は
国
民
で
は
な
い
だ
ろ
つ
が
住
民
で
あ
る
、
と
い

う
観
点
か
ら
人
権
の
問
題
を
見
る
と
き
、
大
切
な
の
は
、
そ

の
人
の
国
籍
で
は
な
く
生
活
の
実
態
で
あ
り
、
「
国
家
の
構

成
員
」
で
は
な
く
「
社
会
の
棒
官
員
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
一
九
八
五
年
二
一
月
四
、
五
日
、
尼
崎
で
の
外
啓
誼
不

携
帯
甘
言
は
、
「
日
本
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
（
人
種
隔
離
政

策
）
」
と
在
日
外
国
人
た
ち
の
不
況
帯
抗
持
聾
且
言
集
会
で
あ

り
指
紋
押
捺
拒
否
裁
判
で
天
睾
大
赦
を
免
れ
た
ロ
ン
擦
好

さ
ん
は
、
そ
の
公
判
で
「
大
赦
の
不
当
性
」
　
「
司
法
は
日
本

国
憲
法
だ
よ
り
総
て
日
本
に
住
む
人
は
平
等
に
遇
す
る
」

「
同
化
支
配
政
策
が
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
奪
い
侵

害
す
る
強
制
力
で
あ
る
」
　
「
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
日

本
国
憲
法
や
法
律
よ
り
も
な
お
強
力
な
領
域
に
位
置
し
て
い

る
」
等
を
訴
え
続
け
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
は
在
日
南
北
韓
国
人
教
育
に
少
な
か
ら
ぬ

変
化
が
生
ま
れ
て
お
の
へ
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
志

向
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
、

西
成
長
婦
小
学
校
で
お
こ
っ
た
「
ウ
リ
マ
ル
」
　
（
わ
た
し
た

ち
の
重
来
を
か
え
せ
）
と
い
う
要
求
・
本
名
を
呼
び
・
名
の

る
琵
勤
で
あ
る
。

ま
た
私
の
先
輩
宗
斗
会
さ
ん
を
中
心
に
、
棒
大
に
置
き
去

り
の
南
北
鞋
国
人
・
在
南
北
韓
被
爆
者
・
帰
寮
箆
属
・

強
制
連
行
等
々
、
戦
後
処
理
の
な
お
ざ
り
に
対
し
、
「
日
本

国
は
朝
鮮
と
朝
鮮
人
に
公
式
謝
罪
せ
よ
」
百
人
委
員
会
も
、

日
本
が
公
式
陳
謝
を
す
べ
て
に
儀
先
さ
せ
な
い
隠
れ
へ
　
こ
れ

か
ら
の
南
北
韓
国
と
の
真
の
共
存
関
係
は
あ
り
え
な
い
と
、

日
本
の
良
心
を
呼
び
戻
そ
う
と
提
起
・
追
求
す
る
裁
判
も
準

備
中
で
あ
る
。

天
皇
の
名
に
よ
る
ア
ジ
ア
侵
略
の
歴
史
に
反
省
も
な
ノ
＼

戦
後
も
彊
霜
差
別
・
抑
圧
・
同
化
は
依
然
と
し
て

続
い
て
お
久
そ
の
象
徴
が
外
登
法
－
指
紋
押
捺
で
あ
る
e

天
皇
の
死
に
か
こ
つ
け
た
行
政
権
の
乱
用
に
よ
る
天
皇
大
赦

で
、
裁
判
の
権
利
は
無
残
だ
も
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
暴
挙
に
対
す
る
怒
り
は
、
今
一
一
人
の
ひ

ど
た
ち
の
「
大
赦
拒
否
国
家
賠
償
裁
判
」
と
し
て
始
ま
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
私
の
心
の
な
か
は
恨
（
ミ
ン
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
）

が
消
え
な
い
の
で
あ
る
：
」
れ
ら
一
連
の
動
き
を
見
る
と
き
、

日
本
の
支
配
政
策
が
欺
瞞
性
に
満
ち
、
日
本
国
憲
法
や
国
際

人
稔
規
約
で
保
障
さ
れ
て
い
る
人
権
の
侵
害
が
日
常
だ
と
い

ぅ
こ
と
そ
残
念
な
が
ら
確
信
を
も
っ
て
認
識
せ
ざ
る
を
え

ない。
一
九
四
七
年
五
月
三
日
施
行
の
日
本
国
憲
法
は
、
基
本
的

人
権
の
尊
重
を
大
き
な
特
色
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
人
権
と

は
「
人
間
の
権
利
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
外
国
人
に
は
権
利

が
な
く
と
も
当
た
り
前
と
す
る
と
す
る
よ
う
な
理
屈
が
果
た

し
て
通
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
深
く
検
討
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
多
く
の
憲
法
学
者
が
指
摘
す
る
ま
で
も
な
ノ
＼
外
国

人
の
人
権
が
社
会
保
障
を
含
め
て
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

る
べ
き
私
娼
畦
で
あ
れ
へ
国
際
人
欝
寺
を
批
准
し
て
い
る

状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
想
像
を
絶
す
る

無
権
刺
状
憩
は
お
か
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

人
権
は
、
国
際
人
権
規
約
で
は
定
住
者
を
も
含
む
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
に
定
性
す
る
外
国
人
は
内
外
大
平
等

の
原
則
を
取
り
入
れ
た
日
本
の
国
際
的
立
場
に
符
合
し
、
か

っ
、
何
よ
り
も
日
本
の
歴
史
的
責
任
に
立
脚
す
る
な
ら
、
一

九
六
六
年
一
月
一
七
日
の
韓
日
法
的
地
位
協
定
（
協
定
放
任

権
）
を
問
わ
ず
、
人
権
は
す
べ
て
の
人
間
の
尊
厳
を
守
る
こ



と
で
あ
る
。

二
重
の
差
別
は
と
う
て
い
許
さ
れ
な
い
社
会
生
活
上
の
権

利
で
あ
る
だ
け
で
な
ノ
＼
自
ら
の
文
化
を
尊
重
し
て
生
き
る

権
利
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
つ
。

社
会
保
障
上
の
権
利
を
受
け
ら
れ
な
い
の
に
納
税
義
務
だ

け
が
あ
る
と
い
う
状
態
は
、
日
本
の
エ
ゴ
の
み
な
・
や
す
、
民

主
主
義
の
原
則
に
も
反
す
る
の
で
は
な
い
だ
る
つ
か
。
在
日

韓
国
人
の
社
会
保
障
の
適
用
の
契
機
が
、
日
韓
条
約
で
な
く

国
際
人
椿
規
約
な
ら
び
に
難
民
条
約
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

日
本
政
府
が
植
民
地
出
身
者
の
存
在
を
い
か
に
な
い
が
し
ろ

に
、
差
別
排
外
し
て
い
る
か
で
も
あ
る
。

在
日
南
北
韓
国
人
は
、
い
わ
ば
日
本
に
と
っ
て
功
労
者
な

の
で
あ
る
。
現
代
日
本
人
は
、
そ
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
血

と
汗
と
涙
か
流
さ
れ
た
か
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
今
回
い
た
る
と
こ
ろ
で
在
日
南
北
韓
国
人
に
苦
難
の
労

働
を
強
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

知
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
外
国
人
が
日
本

に
定
性
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
を
邪
魔
者
の
如
く
切
り
捨
て

る
こ
と
が
、
人
間
と
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
る
つ
か
。
人
間
性

が
問
わ
れ
る
場
で
、
私
の
居
住
す
る
釜
ケ
崎
で
日
本
人
の
多

く
の
人
が
在
日
南
北
整
国
人
が
差
別
さ
れ
て
当
た
皇
叩
む

し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
て
い
る
の
は
日
本
人
と
い

っ
た
倒
錯
思
考
そ
誇
り
高
さ
日
本
人
で
あ
る
な
ら
恥
を
知

る
べ
き
だ
と
の
思
い
で
、
こ
の
裁
判
を
通
じ
て
風
穴
を
わ
ず

か
で
も
あ
げ
ら
れ
る
な
ら
と
も
槙
っ
の
で
あ
る
。

一
七
八
九
年
八
月
一
七
l
一
六
日
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
講
会

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
初
め
て
の
「
人
と
市
民
の
権
利
」
宣
言

（
人
権
宣
言
）
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
一
七
七
六
年

ア
メ
リ
カ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
人
権
宣
言
は
「
人
間
は
何
よ

り
も
ま
ず
生
き
る
こ
と
を
求
め
る
」
し
か
も
「
人
間
ら
し
く

生
き
る
こ
と
を
求
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
宗
教
の
自
由
、

表
現
の
自
由
は
も
と
よ
小
芋
身
体
の
自
由
す
ら
人
間
ら
し
く

生
き
た
上
で
の
話
で
、
明
日
の
メ
シ
を
期
待
で
き
な
い
人
間

に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
畠
は
何
の
価
値
h
r
も
た
な
い
。
自
由

よ
り
前
に
生
存
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
権
は
生
存
権

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
に
生
き
、

住
む
す
べ
て
の
ひ
と
に
人
間
ら
し
い
生
活
を
保
障
す
る
こ
と

を
、
日
本
は
積
極
的
に
任
務
と
し
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
日
本
に
生
き
、
住
む
ひ
と
は
、
日
本
に
対
し
て
生
き
る

権
利
を
主
張
で
き
る
。

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
こ
と
が
当
然
の
帰
結
で

も
あ
る
。
民
主
主
義
の
理
念
は
人
間
の
尊
厳
で
あ
れ
へ
人
間

を
尊
重
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
人
間
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、

人
間
の
畠
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生
き
て
ゆ
く
た
め

に
は
毎
日
食
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
生
活
を
保
障
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
経
済
的
裏
打
ち
と
し
て
社
会
権
を
保
障
し
、

社
会
保
障
を
受
け
る
疑
　
つ
ま
り
人
間
ら
し
い
生
酒
を
営

む
権
利
で
あ
る
。

こ
の
裁
判
は
、
行
政
・
国
家
の
支
配
権
カ
に
対
し
て
、
国

際
人
権
現
約
、
百
本
の
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
人
権
侵
害

に
関
す
る
、
多
岐
に
わ
た
る
裁
判
だ
と
認
識
す
る
。
人
権
侵

害
の
問
題
は
、
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
連
を
見
る

こ
と
な
く
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
る
つ
。

国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
明
治
維
新
期
に
つ
く
ら
れ
て

い
累
ほ
と
ん
ど
一
〇
〇
年
も
の
あ
い
だ
そ
の
教
化
が
行

わ
れ
て
き
た
結
果
、
日
本
人
以
外
の
者
に
対
す
る
、
人
権
の

理
解
と
相
矛
盾
す
る
潜
在
的
意
識
的
な
態
度
を
も
た
ら
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
良
心
を
持
ち
続
け
誇
り
を
持
つ
日
本
人
に
、
過
去

を
恥
じ
よ
、
過
去
を
返
せ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ア
ジ
ア
へ

の
侵
略
的
植
民
地
支
配
の
歴
史
の
正
し
い
認
識
の
上
に
立
っ

て
、
こ
れ
か
ら
の
共
存
の
歴
史
を
構
築
す
る
た
め
冷
給
に
現

実
を
見
つ
め
る
べ
き
だ
、
と
訴
え
た
い
。
過
去
に
何
を
し
た

か
で
は
な
く
、
現
在
何
を
怠
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が

過
去
を
清
算
す
る
こ
と
で
あ
れ
へ
過
去
を
忘
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
日
本
病
理
社
会
か
ら
の
脱
皮

で
あ
れ
へ
日
本
社
会
の
豊
か
さ
を
生
む
の
だ
と
言
い
た
い
。

以
上
が
、
こ
の
裁
判
に
お
い
て
何
が
重
安
で
あ
る
か
の
私

見
で
あ
り
へ
不
当
性
の
明
ら
か
な
法
に
対
す
る
嫌
悪
感
の
表

現
だ
と
受
け
取
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
。
あ
ら
ゆ
る
国
に
．
お
い

て
、
そ
の
韓
が
依
拠
す
る
基
準
は
憲
法
で
あ
り
、
そ
う
し

た
こ
と
か
ら
言
っ
な
ら
、
こ
れ
は
日
本
国
憲
法
に
矛
盾
す
る

か
ど
う
か
を
訴
え
る
裁
判
で
あ
る
。
日
本
の
法
律
の
纂
礎
に

お
け
る
矛
盾
を
か
瞥
王
し
て
い
る
と
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

日
本
国
で
は
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
日
本
の
憲
法
や

法
律
よ
り
強
力
な
領
域
に
位
置
し
て
い
る
、
と
前
に
述
べ
た
。

人
権
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
て
い
る
法
滝
利
に
矛
盾
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

従
っ
て
司
法
が
行
政
に
恕
属
す
る
こ
と
な
ノ
＼
主
体
的
判
断

を
強
く
望
む
の
で
あ
る
。

「
通
信
用
－
姫
桐
佳
木
部
卜
へ
周
り
ノ

以
上
は
釜
ケ
崎
在
住
の
杢
王
政
（
山
本
一
成
）
さ
ん
か

ら
の
抜
穂
で
す
。
編
集
部
の
責
任
で
若
干
の
文
責
整
理

を
し
た
以
外
は
そ
の
ま
ま
掲
載
し
ま
し
た
。

「
通
信
」
で
は
各
種
の
報
告
や
研
究
の
中
間
発
表
、
問

題
提
起
な
ど
を
ど
ん
ど
ん
掲
載
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
事
務
局
ま
で
・
お
送
り
く
だ
さ
い
。



学会は2月10日、東部・洛陽教会で「即時〒良狙韓国件を考える騒急焦会」を開きました。これは西日本

支部が野性随後の例会（1月21日）で提起したものです。支部船脚I声明棟梁を作成し、運営委員に圃状で

諮って下の決定稿となりました（当日は！l条河脚11・高島屋前で声明を刷り込んだ集会のどうを配付しまし

た）．この件に関する学会の立場等もふれられていますので、小さくて読みにくいですがご参照ください。

当日は患な集まりにもかかわら醤2名の参加をみる超溝員で、北白川バプテスト教会牧師・粗目澄夫さん

の発題に続き、参加者思い思いのフリートークで進行。中経から柘弛こ意見が交わされ、このテーマに対す

る関心の深さを改めて感じました。な撞章務局では「集会識告」を作成する予定です。（西日本支部・帥Tl）

西日本支部†タ町会のお知ら一書±

日時／4月22日（日）午後1時～

場所／京大教養部A号館ドイツ語ゼミナール室

℡075－753－6661

行き方／阪急河原町より　市バス201、31番

京阪三条より　市バス11番

東海道線京都駅より　市バス206番

いずれも「東一条」下車すぐ

壮
付
　
別
　
土
日
′
　
明

去
る
一
月
十
八
日
、
右
諸
団
体
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
本
島
等
長
崎
市
長
に
対
す
る
銃
弾
テ

ロ
に
関
し
て
、
私
た
ち
「
日
本
寄
せ
拐
学
会
－
は
以
下
の
と
お
り
声
明
す
る
。

一
昨
年
十
一
一
月
の
本
島
市
長
発
言
i
I
－
天
皇
の
鞍
争
責
任
は
あ
る
と
思
う
。
終
戦
の
決
断
が
1
9
つ
少

し
早
け
れ
薯
、
沖
縄
戦
や
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
だ
な
か
っ
た
一
　
－
　
葦
、
歴
史
的
菰
実
に
合
致
し

た
も
の
で
あ
り
、
板
場
地
の
行
政
首
長
の
意
見
と
し
て
ま
っ
た
く
正
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え

木
島
市
長
狙
撃
は
、
明
ら
か
に
、
腔
史
的
事
実
と
そ
れ
に
基
つ
く
言
論
の
自
由
へ
の
テ
ロ
ル
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
た
決
し
て
一
員
手
主
義
と
言
論
の
自
由
へ
の
テ
ロ
ル
一
二
鰻
で
語
・
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

現
代
の
日
本
社
会
は
「
　
あ
る
纏
の
言
論
の
表
明
が
な
、
さ
れ
る
と
き
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
こ
そ
、
き
わ
め
て

確
実
な
諸
度
で
、
肉
体
的
・
福
神
的
暴
力
が
表
明
者
に
加
え
ろ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
そ
う
し
た
ー
あ
る
種

の
言
論
－
の
代
黄
的
な
も
の
と
小
心
、
天
皇
制
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
昭
和
天
皇
の
戦
争

黄
桂
に
言
及
し
た
木
島
市
貝
を
狙
っ
て
の
銃
撃
と
小
雪
　
よ
り
具
体
的
に
い
え
だ
、
天
皇
制
を
批
判
す
る
自

由
を
撃
ち
抜
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
行
為
だ
雷
に
、
直
涼
に
は
右
翼
思
想
の
体
現
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の

根
底
に
は
、
榛
々
な
分
野
で
強
固
に
眼
を
張
る
天
皇
制
タ
ブ
ー
、
す
な
わ
ち
【
日
の
九
一
「
君
が
代
」
も

含
め
た
ー
菊
夕
．
フ
ー
ー
が
あ
る
。
今
回
の
場
合
で
も
、
こ
の
菊
タ
ブ
ー
こ
そ
が
自
由
民
主
党
長
崎
県
連
に

よ
る
一
年
間
の
　
「
本
島
バ
ッ
シ
ン
グ
ー
の
股
木
に
な
り
、
そ
れ
を
全
国
に
波
及
　
－
　
た
と
え
嘗
地
方
振
会

で
天
皇
戟
争
責
任
に
言
及
し
・
た
議
員
へ
の
懲
罰
な
ど
・
－
－
せ
し
め
た
原
動
力
で
あ
る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
は
脊
察
当
局
も
、
天
皇
制
批
判
の
思
想
や
言
論
に
時
”
●
盤
法
規
的
・
強
圧
的
に
応
じ
な
か
・
ク
、
天

皇
制
批
判
に
対
す
る
舌
鼓
・
保
守
派
の
暴
力
や
脅
迫
に
は
　
「
民
主
的
－
に
応
じ
る
こ
と
で
、
葡
タ
ブ
ー
の

守
護
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
見
た
と
き
本
島
市
長
狙
撃
の
寅
の
実
行
犯
と
は
、

右
費
一
個
人
を
ー
鉄
砲
玉
－
と
し
て
利
用
し
た
、
日
本
社
会
　
－
　
と
り
わ
け
国
寮
権
カ
　
ー
　
の
強
固
に
し

て
凶
暴
な
菊
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

私
た
ち
日
本
寄
せ
鳩
学
会
は
、
研
究
と
表
現
を
通
じ
て
、
寄
せ
脂
と
寄
せ
場
労
働
者
の
賞
美
に
具
体
的

に
関
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
四
月
に
結
成
さ
れ
、
研
究
者
・
学
生
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
・
会
社
員
、
そ
し
て
日
展
労
働
者
な
ど
、
全
国
約
百
八
十
名
の
会
員
で
栂
成
さ
れ
て
い
る
。

寄
せ
鳩
に
お
い
て
は
、
一
九
七
二
年
の
　
「
暴
力
手
配
師
追
放
釜
ケ
崎
共
闘
会
誠
－
「
悪
徳
業
者
追
放
現

場
闘
争
委
員
会
へ
山
谷
）
　
】
　
の
闘
い
以
来
、
日
雇
労
働
者
が
寄
せ
甥
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
富
為
が
各
地

で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
東
京
・
山
谷
で
圧
．
●
　
「
日
本
国
枠
仝
系
豊
誠
会
－
を
名
乗
る
天
皇
主
義
右
翼

最
力
闘
・
金
町
一
家
が
、
寄
せ
楊
支
配
を
狙
っ
て
日
周
全
脇
（
全
国
日
屈
労
働
組
合
脇
謀
会
）
　
山
谷
令
婿

団
に
日
常
的
な
テ
ロ
ル
を
加
え
、
映
画
「
山
谷
　
－
　
や
ら
れ
た
ら
や
り
か
え
せ
」
の
監
寓
を
務
め
た
山
谷

労
働
者
、
佐
藤
満
天
さ
ん
と
山
岡
施
一
さ
ん
を
、
そ
れ
ぞ
れ
八
四
年
、
八
六
年
に
殺
害
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
山
谷
労
働
者
に
よ
る
金
町
一
家
と
の
闘
い
を
弛
く
支
持
す
る
。
そ
し
て
全
国
の
寄
せ
場
で

の
、
右
読
暴
力
団
の
寄
せ
楊
支
配
を
許
さ
な
い
と
い
う
目
尻
労
働
者
の
闘
い
を
支
持
す
る
。
さ
ら
に
、
右

彊
衆
力
団
の
寄
せ
楊
支
配
の
企
図
と
行
動
か
、
と
き
に
地
元
保
守
層
の
別
電
と
一
致
し
、
聾
黍
の
支
援
を

呉
け
、
日
本
社
会
の
寄
せ
鳩
差
別
　
－
　
こ
れ
こ
そ
菊
タ
ブ
ー
の
茎
返
し
と
し
て
存
在
す
る
－
－
」
に
番
∵
か

っ
て
進
め
ろ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
世
論
の
注
意
を
喚
起
す
る
。

本
島
市
長
狙
撃
だ
、
寄
せ
鳩
に
お
け
る
は
索
さ
ん
、
山
岡
さ
ん
殺
雷
と
、
一
木
の
線
で
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
る
。
私
た
ち
．
は
、
木
亘
市
長
を
狙
撃
し
た
右
溝
㍍
∵
も
ち
ろ
ん
、
狙
撃
を
可
能
と
す
る
状
況
を
感
成

し
た
自
民
党
、
警
察
な
ど
の
権
力
届
を
鼓
し
く
弾
劾
す
る
。
そ
し
て
、
菊
タ
ブ
ー
を
弛
み
越
え
る
者
た
ち

へ
の
肉
体
的
・
縞
神
的
暴
力
を
、
い
っ
さ
い
持
さ
な
い
よ
う
な
社
会
的
陛
型
の
構
築
を
め
ざ
し
て
い
く
。

以
上
、
声
明
す
る
。

一
九
九
〇
年
二
月
十
日

日
本
寄
せ
鳩
学
会

古
手
　
務
　
局
　
人
用
つ
　
ゝ
I
り

e
連
れ
に
遅
れ
た
「
通
信
」
第
的
号
で
す
。
な
ん
と
か
総
会
の
一

か
月
前
に
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
時
期
を
返
し
た

と
い
う
か
、
報
告
す
る
ほ
ど
の
活
動
か
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

か
、
こ
こ
に
は
「
越
冬
」
　
の
註
誌
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
す
が
に

シ
ン
ポ
は
学
会
主
催
な
の
で
入
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
な
ど
は
も

う
半
年
前
の
こ
と
な
の
で
す
．
ね
え
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
責
任

は
W
に
あ
れ
ヱ
ま
す
。

●
そ
の
W
と
池
田
、
国
井
、
西
川
が
今
回
の
「
通
信
」
を
担
当
し

ま
し
た
。
次
号
か
ら
は
国
井
、
雑
費
の
ふ
た
り
を
担
当
（
編
集

部
）
と
す
る
新
体
制
に
移
れ
ヱ
ま
す
。
今
号
は
過
渡
的
形
態
と
思

っ
て
、
体
裁
の
無
言
え
ご
勘
弁
く
だ
さ
い
。

●
投
稿
を
待
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
東
京
、
大
阪
以
外
の
方
の
報

告
・
舌
想
見
・
感
想
な
ど
を
ぜ
ひ
－
・
ま
た
研
究
の
中
間
発
表
や

問
題
提
起
に
も
「
通
信
」
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。


