
たくさんの人が観光に訪れる龍安寺の庭園

　教
科
書
無
償
の
闘
い
は
各
地
で
多
様
に
進
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、歴
史
的
、し
か
も
決
定
的
な
闘
い
は
、１
９
６
１
年

（
昭
和
36
年
）に
高
知
市
長
浜
に
あ
る
同
和
地
区
か
ら
始
ま
っ

た
闘
争
で
す
。

　こ
こ
に
住
む
人
た
ち
は
農
業
と
漁
業
を
生
業
と
し
て
い
ま

し
た
が
、厳
し
い
部
落
差
別
の
た
め
に
、苦
し
い
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
ま
し
た
。多
く
の
母
親
た
ち
は
、仕
事
ら
し
い
仕
事

に
も
恵
ま
れ
ず
、「
緊
急
失
業
対
策
法
」の
適
用
を
う
け
て
多

く
の
失
業
者
の
就
労
と
生
活

の
安
定
を
図
る
た
め
の
公
共

事
業
と
し
て
行
わ
れ
た「
失

業
対
策
事
業
」に
出
て
働
い

て
い
ま
し
た
。当
時
は
一
日

働
い
て
約
３
０
０
円
の
収
入

で
し
た
の
で
、小
学
校
で
約

６
０
０
円
、中
学
校
で
約

１
，２
０
０
円
も
す
る
教
科

書
一
式
を
買
う
と
い
う
こ
と

は
と
て
も
大
き
な
負
担
で
し

た
。さ
ら
に
、今
と
比
べ
て
子

ど
も
の
数
が
多
か
っ
た
こ
と

も
考
え
る
と
教
科
書
を
そ
ろ

え
る
こ
と
が
た
い
へ
ん
な
出

費
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。で
す
か
ら
、３
月
に
な
る

と
保
護
者
た
ち
は
、古
い
教

科
書
を
ゆ
ず
っ
て
も
ら
っ
た

り
、な
い
も
の
だ
け
を
買
い

そ
ろ
え
た
り
す
る
な
ど
苦
労

し
て
い
ま
し
た
。

【
教
科
書
を
タ
ダ
に
す
る
会
結
成
】

　そ
の
こ
ろ
の
母
親
た
ち
は
、子
ど
も
の
こ
ろ
に
家
の
手
伝
い

な
ど
で
な
か
な
か
学
校
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

学
校
の
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
学
習
会
を
も
ち
、同
和
問
題
の
学

習
を
は
じ
め
、い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
中

で
、憲
法
第
26
条
に「
す
べ
て
国
民
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ

る
義
務
を
負
ふ
。義
務
教
育
は
、こ
れ
を
無
償
と
す
る
。」と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学
び
、権
利
意
識
に
目
覚
め
ま
し
た
。

　「義
務
教
育
は
こ
れ
を
無
償
と
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、教

科
書
を
買
う
の
は
お
か
し
い
。政
府
が
買
い
あ
た
え
る
べ
き
も

の
だ
。」「
教
科
書
が
タ
ダ
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、憲
法
で
定

め
ら
れ
た
こ
と
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
。」な
ど
の
意
見
が
ま
と
ま
り
、教
師
や
地
域
の
民
主
団
体
、

同
和
地
区
外
の
人
々
に
も
働
き
か
け
、１
９
６
１
年（
昭
和

36
年
）に「
長
浜
地
区
小
中
学
校
教
科
書
を
タ
ダ
に
す
る
会
」

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　こ
の
会
は
、各
地
区
で
集
会
を
開
き
、教
科
書
の
無
償
要
求

は
憲
法
を
守
ら
せ
る
た
め
の
運
動
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま

し
た
。そ
の
要
求
の
正
し
さ
が
理
解
さ
れ
、１
週
間
も
た
た
な

い
う
ち
に
長
浜
地
区
で
集
ま
っ
た
１
，６
０
０
人
の
署
名
を

高
知
市
教
育
委
員
会
に
持
ち
込
み
、「
憲
法
を
守
る
た
め
に

教
科
書
を
買
わ
な
い
」と
い
う
闘
い
が

始
ま
っ
た
の
で
す
。こ
の
闘
い
は
、同
和

地
区
の
人
た
ち
か
ら
巻
き
起
こ
っ
た

闘
い
で
す
が
、そ
の
考
え
方
に
賛
同
し

た
地
区
外
の
人
た
ち
を
も
大
き
く
巻

き
込
ん
だ
闘
い
だ
っ
た
の
で
す
。

【
教
科
書
無
償
の
実
現
】

　高
知
市
教
育
委
員
会
や
高
知
市
長
と
の
交
渉
は
な
か
な

か
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、憲
法
の
精
神
に
合
致
し

た
こ
の
闘
い
は
、た
く
さ
ん
の
人
々
や
団
体
・
政
党
に
支
持
さ

れ
、全
国
的
な
運
動
に
発
展
し
、国
会
で
大
き
な
問
題
と
し
て

取
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。政
府
も
つ
い
に
こ
の
要
求
の
正
し
さ

を
認
め
、文
部
省（
現
：
文
部
科
学
省
）は
、１
９
６
３
年（
昭

和
38
年
）に「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
」を
成
立
さ
せ
、第
１
条
に「
義
務
教
育
諸

学
校
の
教
科
用
図
書
は
無
償
と
す
る
」と
い
う
教
科
書
無
償

給
与
の
原
則
を
示
し
、つ
い
に
教
科
書
無
償
が
全
国
的
に
実

現
し
た
の
で
し
た
。翌
年
か
ら
地
域
や
市
町
村
、ま
た
、貧
富

を
問
わ
ず
、教
科
書
が
段
階
的
に
無
償
で
子
ど
も
た
ち
に
配

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、１
９
６
９
年（
昭
和
44
年
）に
、小
・
中

学
校
す
べ
て
の
学
年
で
教
科
書
が
無
償
と
な
り
ま
し
た
。

　「教
科
書
無
償
給
与
制
度
」は
、憲
法
に
掲
げ
る
義
務
教
育

無
償
の
精
神
を
よ
り
広
く
実
現
す
る
も
の
と
し
て
、次
世
代

を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、我
が
国
の
繁
栄
と
福
祉
に
貢

献
し
て
ほ
し
い
と
い
う
国
民
全
体
の
願
い
を
込
め
て
、実
現

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　現
在
で
は
、「
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度
の
意
義
」

を
印
刷
し
た
紙
袋
に
教
科
書
を
入
れ
て
新
１
年
生
の「
教
科

書
授
与
式
」を
行
っ
た
り
、「
学
校
だ
よ
り
」や
学
校
行
事
な

ど
で
、制
度
の
仕
組
や
教
科
書
を
大
切
に
使
用
す
る
こ
と
を

説
明
す
る
な
ど
、制
度
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た

め
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　私
た
ち
は
、今
一
度
、先
達
の
想
い
を
し
っ
か
り
う
け
と
め
、

改
め
て
教
科
書
や
義
務
教
育
の
大
切
さ
を
認
識
す
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　さ
て
、現
在
、子
ど
も
た
ち
は
そ
の
教
科
書
を
使
っ
て
、同

和
問
題
に
関
わ
る
歴
史
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　中
学
校
で
は
昭
和
47
年
か
ら
、小
学
校
で
は
昭
和
49
年
か

ら
同
和
問
題
に
つ
い
て
教
科
書
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、同
和
問
題
の
学
習
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　そ
の
後
、同
和
問
題
に
関
わ
る
歴
史
に
つ
い
て
の
研
究
が
進

め
ら
れ
、そ
の
成
果
を
受
け
て
教
科
書
の
記
述
内
容
や
捉
え

方
が
大
き
く
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　そ
れ
で
は
、社
会
科
の
教
科
書
か
ら
、人
々
の
く
ら
し
と
身

分
に
つ
い
て
一
部
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　室
町
時
代
に
造
ら
れ
た
慈
照
寺（
銀
閣
）や
龍
安
寺
の
庭

園
は
、差
別
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　社
会
科
の
教
科
書
で
は
、室
町
時
代
の
記
述
に
差
別
さ
れ

て
い
た
人
々
が
登
場
し
ま
す
。こ
の
時
代
の
人
々
は
、死
や
自

然
災
害
な
ど
人
間
の
力
が
及
ば
な
い
こ
と
を
お
そ
れ
、そ
れ

ら
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
た
り
、特
別
な
技
能
を
発
揮
し
た

り
す
る
人
々
を
自
分

た
ち
の
仲
間
と
異
な
る

人
と
と
ら
え
て
排
除

し
、差
別
し
ま
し
た
。

し
か
し
、差
別
さ
れ
た

人
々
の
中
に
は
、庭
づ

く
り
や
芸
能
な
ど
自

分
た
ち
の
仕
事
に
誇
り

を
も
ち
、技
術
を
追
求

す
る
な
ど
、伝
統
文
化

に
大
き
く
貢
献
し
た

人
も
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　従
来
学
校
で
習
っ
て
い
た「
士
農
工
商
」と
い
う
身
分
上
の

序
列
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　学
校
で
は
、「
士
農
工
商
」で
い
う
と
こ
ろ
の「
農
工
商
」に
つ

い
て
は
、「
百
姓
」「
町
人
」と
い
う
名
称
で
学
習
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、住
ん
で
い
る
場
所
に
よ
っ
て
身
分
が
決
ま
り
、身

分
に
応
じ
た
役
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、職
業
に
基
づ

く
上
下
の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。ま
た
、百
姓
や
町
人

と
は
別
に
厳
し
く
差
別
さ
れ
て
き
た
人
々
も
い
ま
し
た
が
、

「
百
姓
」「
町
人
」の
下
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
く
、別
の
世
間

に
属
す
る
身
分
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　こ
れ
を
み
ら
れ
た
と
き
、私
た
ち
が
以
前
、学
校
で
学
ん
だ

り
、人
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
は
、違
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
た

方
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　市
で
は
、皆
さ
ん
が
行
う
研
修
に
、講
話
を
し
た
り
、ビ
デ
オ

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
お
手
伝
い
を
す
る
同
和
教
育
啓
発
指
導
員
を

派
遣
し
て
い
ま
す
。学
校
で
学
ぶ
同
和
問
題
の
歴
史
を
含
め
た

研
修
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、学
校
で
は
、公
開
授
業
を
す
る
と
き
に
保
護
者
だ
け

で
な
く
、地
域
の
み
な
さ
ん
に
も
案
内
し
て
い
ま
す
。

　子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
授
業
を
う
け
て
い
る
の
か
、機

会
が
あ
れ
ば
、出
か
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

第131号

小
・
中
学
校
の
教
科
書
が
以
前
は
有
償
だ
っ
た
こ
と
を

ご
存
知
で
す
か
。

　新
学
年
を
む
か
え
る
た
び
に
、子
ど
も
た
ち
は
、真
新
し
い
教
科
書
を
手
に
し
、こ

れ
か
ら
は
じ
ま
る
勉
強
に
期
待
を
い
だ
き
、ま
た
、進
級
し
た
喜
び
を
か
み
し
め
て
い

ま
す
。

　現
在
、教
科
書
が
無
償
で
配
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

ま
す
が
、今
か
ら
約
50
年
前
ま
で
は
、み
ん
な
が
新
し
い
教
科
書
を
無
償
で
も
ら
え
る

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　そ
れ
で
は
、ど
う
し
て
教
科
書
が
無
償
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ
の
過
程
に

は
、歴
史
の
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
闘
い
が
あ
り
ま
し
た
。今
回
は
、こ
の「
教
科
書
無
償

の
闘
い
」に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、現
在
の
教
科
書
で

子
ど
も
た
ち
が
同
和
問
題
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
る
の
か
、そ
の
一
部
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

身分制度のイメージ図

従来

士

農

工

商
より低い身分の人々

島根県における同和問題の歴史をもとに作成

支配

排除
差別

差別され
ていた人々

1.5％
「下」ではなく「別」

現在

武
士

　
7％

百
姓

　
85％

町
人

　
5％

※百姓は農民だけではありません。
　　『百姓』…村に住み、農業をはじめ、
　　　　　　様々な仕事に携わった人々の
　　　　　　ことです
　　【例：農民、漁民、山仕事、猟師、他】

りょう し

教
科
書
無
償
へ
の
闘
い

現
在
の
教
科
書
を
見
て
み
ま
し
ょ
う

◆
室
町
時
代

　
数
々
の
文
化
を
育
ん
だ
人
々

◆
江
戸
時
代

　
「
士
農
工
商
」と
い
う
序
列
は
な
か
っ
た
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　教
科
書
無
償
の
闘
い
は
各
地
で
多
様
に
進
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、歴
史
的
、し
か
も
決
定
的
な
闘
い
は
、１
９
６
１
年

（
昭
和
36
年
）に
高
知
市
長
浜
に
あ
る
同
和
地
区
か
ら
始
ま
っ

た
闘
争
で
す
。

　こ
こ
に
住
む
人
た
ち
は
農
業
と
漁
業
を
生
業
と
し
て
い
ま

し
た
が
、厳
し
い
部
落
差
別
の
た
め
に
、苦
し
い
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
ま
し
た
。多
く
の
母
親
た
ち
は
、仕
事
ら
し
い
仕
事

に
も
恵
ま
れ
ず
、「
緊
急
失
業
対
策
法
」の
適
用
を
う
け
て
多

く
の
失
業
者
の
就
労
と
生
活

の
安
定
を
図
る
た
め
の
公
共

事
業
と
し
て
行
わ
れ
た「
失

業
対
策
事
業
」に
出
て
働
い

て
い
ま
し
た
。当
時
は
一
日

働
い
て
約
３
０
０
円
の
収
入

で
し
た
の
で
、小
学
校
で
約

６
０
０
円
、中
学
校
で
約

１
，２
０
０
円
も
す
る
教
科

書
一
式
を
買
う
と
い
う
こ
と

は
と
て
も
大
き
な
負
担
で
し

た
。さ
ら
に
、今
と
比
べ
て
子

ど
も
の
数
が
多
か
っ
た
こ
と

も
考
え
る
と
教
科
書
を
そ
ろ

え
る
こ
と
が
た
い
へ
ん
な
出

費
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。で
す
か
ら
、３
月
に
な
る

と
保
護
者
た
ち
は
、古
い
教

科
書
を
ゆ
ず
っ
て
も
ら
っ
た

り
、な
い
も
の
だ
け
を
買
い

そ
ろ
え
た
り
す
る
な
ど
苦
労

し
て
い
ま
し
た
。

【
教
科
書
を
タ
ダ
に
す
る
会
結
成
】

　そ
の
こ
ろ
の
母
親
た
ち
は
、子
ど
も
の
こ
ろ
に
家
の
手
伝
い

な
ど
で
な
か
な
か
学
校
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

学
校
の
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
学
習
会
を
も
ち
、同
和
問
題
の
学

習
を
は
じ
め
、い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
中

で
、憲
法
第
26
条
に「
す
べ
て
国
民
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ

る
義
務
を
負
ふ
。義
務
教
育
は
、こ
れ
を
無
償
と
す
る
。」と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学
び
、権
利
意
識
に
目
覚
め
ま
し
た
。

　「義
務
教
育
は
こ
れ
を
無
償
と
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、教

科
書
を
買
う
の
は
お
か
し
い
。政
府
が
買
い
あ
た
え
る
べ
き
も

の
だ
。」「
教
科
書
が
タ
ダ
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、憲
法
で
定

め
ら
れ
た
こ
と
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
。」な
ど
の
意
見
が
ま
と
ま
り
、教
師
や
地
域
の
民
主
団
体
、

同
和
地
区
外
の
人
々
に
も
働
き
か
け
、１
９
６
１
年（
昭
和

36
年
）に「
長
浜
地
区
小
中
学
校
教
科
書
を
タ
ダ
に
す
る
会
」

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　こ
の
会
は
、各
地
区
で
集
会
を
開
き
、教
科
書
の
無
償
要
求

は
憲
法
を
守
ら
せ
る
た
め
の
運
動
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま

し
た
。そ
の
要
求
の
正
し
さ
が
理
解
さ
れ
、１
週
間
も
た
た
な

い
う
ち
に
長
浜
地
区
で
集
ま
っ
た
１
，６
０
０
人
の
署
名
を

高
知
市
教
育
委
員
会
に
持
ち
込
み
、「
憲
法
を
守
る
た
め
に

教
科
書
を
買
わ
な
い
」と
い
う
闘
い
が

始
ま
っ
た
の
で
す
。こ
の
闘
い
は
、同
和

地
区
の
人
た
ち
か
ら
巻
き
起
こ
っ
た

闘
い
で
す
が
、そ
の
考
え
方
に
賛
同
し

た
地
区
外
の
人
た
ち
を
も
大
き
く
巻

き
込
ん
だ
闘
い
だ
っ
た
の
で
す
。

【
教
科
書
無
償
の
実
現
】

　高
知
市
教
育
委
員
会
や
高
知
市
長
と
の
交
渉
は
な
か
な

か
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、憲
法
の
精
神
に
合
致
し

た
こ
の
闘
い
は
、た
く
さ
ん
の
人
々
や
団
体
・
政
党
に
支
持
さ

れ
、全
国
的
な
運
動
に
発
展
し
、国
会
で
大
き
な
問
題
と
し
て

取
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。政
府
も
つ
い
に
こ
の
要
求
の
正
し
さ

を
認
め
、文
部
省（
現
：
文
部
科
学
省
）は
、１
９
６
３
年（
昭

和
38
年
）に「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
」を
成
立
さ
せ
、第
１
条
に「
義
務
教
育
諸

学
校
の
教
科
用
図
書
は
無
償
と
す
る
」と
い
う
教
科
書
無
償

給
与
の
原
則
を
示
し
、つ
い
に
教
科
書
無
償
が
全
国
的
に
実

現
し
た
の
で
し
た
。翌
年
か
ら
地
域
や
市
町
村
、ま
た
、貧
富

を
問
わ
ず
、教
科
書
が
段
階
的
に
無
償
で
子
ど
も
た
ち
に
配

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、１
９
６
９
年（
昭
和
44
年
）に
、小
・
中

学
校
す
べ
て
の
学
年
で
教
科
書
が
無
償
と
な
り
ま
し
た
。

　「教
科
書
無
償
給
与
制
度
」は
、憲
法
に
掲
げ
る
義
務
教
育

無
償
の
精
神
を
よ
り
広
く
実
現
す
る
も
の
と
し
て
、次
世
代

を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、我
が
国
の
繁
栄
と
福
祉
に
貢

献
し
て
ほ
し
い
と
い
う
国
民
全
体
の
願
い
を
込
め
て
、実
現

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　現
在
で
は
、「
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度
の
意
義
」

を
印
刷
し
た
紙
袋
に
教
科
書
を
入
れ
て
新
１
年
生
の「
教
科

書
授
与
式
」を
行
っ
た
り
、「
学
校
だ
よ
り
」や
学
校
行
事
な

ど
で
、制
度
の
仕
組
や
教
科
書
を
大
切
に
使
用
す
る
こ
と
を

説
明
す
る
な
ど
、制
度
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た

め
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　私
た
ち
は
、今
一
度
、先
達
の
想
い
を
し
っ
か
り
う
け
と
め
、

改
め
て
教
科
書
や
義
務
教
育
の
大
切
さ
を
認
識
す
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　さ
て
、現
在
、子
ど
も
た
ち
は
そ
の
教
科
書
を
使
っ
て
、同

和
問
題
に
関
わ
る
歴
史
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　中
学
校
で
は
昭
和
47
年
か
ら
、小
学
校
で
は
昭
和
49
年
か

ら
同
和
問
題
に
つ
い
て
教
科
書
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、同
和
問
題
の
学
習
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　そ
の
後
、同
和
問
題
に
関
わ
る
歴
史
に
つ
い
て
の
研
究
が
進

め
ら
れ
、そ
の
成
果
を
受
け
て
教
科
書
の
記
述
内
容
や
捉
え

方
が
大
き
く
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　そ
れ
で
は
、社
会
科
の
教
科
書
か
ら
、人
々
の
く
ら
し
と
身

分
に
つ
い
て
一
部
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　室
町
時
代
に
造
ら
れ
た
慈
照
寺（
銀
閣
）や
龍
安
寺
の
庭

園
は
、差
別
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　社
会
科
の
教
科
書
で
は
、室
町
時
代
の
記
述
に
差
別
さ
れ

て
い
た
人
々
が
登
場
し
ま
す
。こ
の
時
代
の
人
々
は
、死
や
自

然
災
害
な
ど
人
間
の
力
が
及
ば
な
い
こ
と
を
お
そ
れ
、そ
れ

ら
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
た
り
、特
別
な
技
能
を
発
揮
し
た

り
す
る
人
々
を
自
分

た
ち
の
仲
間
と
異
な
る

人
と
と
ら
え
て
排
除

し
、差
別
し
ま
し
た
。

し
か
し
、差
別
さ
れ
た

人
々
の
中
に
は
、庭
づ

く
り
や
芸
能
な
ど
自

分
た
ち
の
仕
事
に
誇
り

を
も
ち
、技
術
を
追
求

す
る
な
ど
、伝
統
文
化

に
大
き
く
貢
献
し
た

人
も
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　従
来
学
校
で
習
っ
て
い
た「
士
農
工
商
」と
い
う
身
分
上
の

序
列
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　学
校
で
は
、「
士
農
工
商
」で
い
う
と
こ
ろ
の「
農
工
商
」に
つ

い
て
は
、「
百
姓
」「
町
人
」と
い
う
名
称
で
学
習
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、住
ん
で
い
る
場
所
に
よ
っ
て
身
分
が
決
ま
り
、身

分
に
応
じ
た
役
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、職
業
に
基
づ

く
上
下
の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。ま
た
、百
姓
や
町
人

と
は
別
に
厳
し
く
差
別
さ
れ
て
き
た
人
々
も
い
ま
し
た
が
、

「
百
姓
」「
町
人
」の
下
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
く
、別
の
世
間

に
属
す
る
身
分
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　こ
れ
を
み
ら
れ
た
と
き
、私
た
ち
が
以
前
、学
校
で
学
ん
だ

り
、人
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
は
、違
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
た

方
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　市
で
は
、皆
さ
ん
が
行
う
研
修
に
、講
話
を
し
た
り
、ビ
デ
オ

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
お
手
伝
い
を
す
る
同
和
教
育
啓
発
指
導
員
を

派
遣
し
て
い
ま
す
。学
校
で
学
ぶ
同
和
問
題
の
歴
史
を
含
め
た

研
修
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、学
校
で
は
、公
開
授
業
を
す
る
と
き
に
保
護
者
だ
け

で
な
く
、地
域
の
み
な
さ
ん
に
も
案
内
し
て
い
ま
す
。

　子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
授
業
を
う
け
て
い
る
の
か
、機

会
が
あ
れ
ば
、出
か
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

第131号

小
・
中
学
校
の
教
科
書
が
以
前
は
有
償
だ
っ
た
こ
と
を

ご
存
知
で
す
か
。

　新
学
年
を
む
か
え
る
た
び
に
、子
ど
も
た
ち
は
、真
新
し
い
教
科
書
を
手
に
し
、こ

れ
か
ら
は
じ
ま
る
勉
強
に
期
待
を
い
だ
き
、ま
た
、進
級
し
た
喜
び
を
か
み
し
め
て
い

ま
す
。

　現
在
、教
科
書
が
無
償
で
配
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

ま
す
が
、今
か
ら
約
50
年
前
ま
で
は
、み
ん
な
が
新
し
い
教
科
書
を
無
償
で
も
ら
え
る

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　そ
れ
で
は
、ど
う
し
て
教
科
書
が
無
償
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ
の
過
程
に

は
、歴
史
の
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
闘
い
が
あ
り
ま
し
た
。今
回
は
、こ
の「
教
科
書
無
償

の
闘
い
」に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、現
在
の
教
科
書
で

子
ど
も
た
ち
が
同
和
問
題
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
る
の
か
、そ
の
一
部
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

身分制度のイメージ図

従来

士

農

工

商
より低い身分の人々

島根県における同和問題の歴史をもとに作成

支配

排除
差別

差別され
ていた人々

1.5％
「下」ではなく「別」

現在

武
士

　
7％

百
姓

　
85％

町
人

　
5％

※百姓は農民だけではありません。
　　『百姓』…村に住み、農業をはじめ、
　　　　　　様々な仕事に携わった人々の
　　　　　　ことです
　　【例：農民、漁民、山仕事、猟師、他】

りょう し

教
科
書
無
償
へ
の
闘
い

現
在
の
教
科
書
を
見
て
み
ま
し
ょ
う

◆
室
町
時
代

　
数
々
の
文
化
を
育
ん
だ
人
々

◆
江
戸
時
代

　
「
士
農
工
商
」と
い
う
序
列
は
な
か
っ
た
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