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こころを つなぐ まちづくり

知
っ
て
る
つ
も
り
の

　
　

江
戸
の
身
分
社
会

は
な
し

ほ
う
こ
う

あ
だ

う

な
り
わ
い

　

か　

と
く

　

学
校
の
歴
史
教
育
で
学
ん
だ
（
学
ん

だ
と
錯
覚
し
て
い
る
）「
士
農
工
商
」

と
、
江
戸
時
代
の
書
物
な
ど
に
書
か
れ

て
い
る
も
の
と
で
は
若
干
意
味
が
違
う

よ
う
で
す
。

　

こ
こ
で
「
学
ん
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
」

と
言
っ
た
の
は
、
昭
和
47
年
の
中
学
校

の
社
会
科
の
教
科
書
に
は
『
士
農
工
商

と
い
う
き
び
し
い
身
分
制
度
を
つ
く
っ

た
。
士
（
武
士
）
と
農
（
百
姓
）・
工
（
職

人
）・
商
（
商
人
）
の
間
に
は
、
は
っ

き
り
上
下
の
差
別
が
つ
け
ら
れ
、…
』

と
書
か
れ
て
い
て
、「
武
士
」
の
支
配

下
に
あ
っ
た
並
列
関
係
の
「
百
姓
・
職

人
・
商
人
」
が
い
た
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
の
に
、「
武
士
」
の
下
に
「
百
姓
」

そ
の
下
に
「
職
人
」
さ
ら
に
そ
の
下
に

「
商
人
」
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と

錯
覚
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
わ
け

で
す
。

　

「
士
農
工
商
」
は
本
来
、『
全
て
の
国

民
は
、
い
ず
れ
か
の
職
業
（
士
農
工
商
）

に
就
き
な
さ
い
。
そ
し
て
、
税
金
（
年

貢
）
を
払
い
な
さ
い
』
と
命
令
し
た
も

の
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
現
代
の
よ

う
な
細
か
な
「
税
制
度
」
が
確
立
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
税
金
（
年
貢
）
の
徴

収
が
困
難
な
「
非
人
」
や
「
遊
民
」
が

増
加
す
る
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
た
め

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
初
期
、「
役
者
」
と
い
う

職
業
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
歌
舞
伎

の
演
者
は
「
非
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
「
非
人
」

と
し
て
の
扱
い
を
さ
れ
な
い
よ
う
に

「
屋
号
」
を
掲
げ
商
売
し
て
い
る
よ
う

に
装
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
と
き
の

店
の
名
前
が
今
も
残
る
役
者
さ
ん
の

「
成
田
屋
」（
市
川
團
十
郎
、
海
老
蔵
）、

「
萬
屋
」（
中
村
錦
之
助
）
や
「
大
和
屋
」

（
坂
東
玉
三
郎
）
な
ど
の
起
源
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
噺
家
」（
落
語
家
）
な
ど
も

同
様
に
他
に
商
売
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
「
役
者
」

の
認
知
度
も
上
が
り
、
職
業
と
し
て
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
差
別
さ
れ
な
い

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
天
保
の
改
革

で
は
生
活
が
派
手
だ
と
い
う
理
由
で
江

戸
を
追
放
さ
れ
た
歌
舞
伎
役
者
（
７
代

目
市
川
團
十
郎
ほ
か
）
も
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
江
戸
時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身

分
は
厳
格
で
職
業
を
変
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
よ
う
に
思
い
が
ち
で
す
が
、
仇

討
ち
の
旅
の
途
中
で
「
非
人
」
仲
間
に

な
っ
た
り
す
る
が
、
最
後
に
は
見
事
仇

討
ち
を
果
た
し
「
武
士
」
に
戻
り
、
メ

デ
タ
シ
メ
デ
タ
シ
な
ど
と
い
う
芝
居
も

あ
り
ま
す
。

　

当
時
、
家
督
の
相
続
は
長
男
と
決

ま
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
次
男
坊
以
下

は
家
か
ら
出
る
の
が
普
通
で
し
た
。
百

姓
の
次
男
坊
以
下
は
、
都
市
に
出
て

「
商
家
」
や
「
職
人
」
に
奉
公
や
弟
子

入
り
を
し
、
や
が
て
そ
れ
を
生
業
と
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
現
代
で
言
う
な

ら
リ
ク
ル
ー
ト
で
、
一
番
多
い
例
で

す
。
武
士
の
次
男
坊
以
下
も
当
然
家
督

を
相
続
出
来
な
い
わ
け
で
す
が
、
幼
い

頃
か
ら
「
読
み
・
書
き
・
ソ
ロ
バ
ン
」

や
礼
儀
作
法
を
仕
込
ま
れ
て
い
る
の
で

商
家
へ
の
婿
入
り
や
養
子
縁
組
が
よ
く

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
現
代
の

ス
カ
ウ
ト
と
同
じ
と
考
え
て
い
い
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
学
ん
で
知
っ
て
い

る
」
と
思
っ
て
い
て
も
事
実
と
は
違
う

こ
と
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
同
和
問
題

も
同
じ
よ
う
に
「
学
ん
で
知
っ
て
い
る
」

と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
人
権
問
題
に
無
縁
な

人
は
誰
一
人
い
ま
せ
ん
。
常
に
何
か
の

人
権
問
題
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
が
正
し
い
認
識
を
持
ち
、

人
権
感
覚
を
磨
き
、
人
権
の
ま
ち
づ
く

り
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
今
後
も
情
報
を

提
供
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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●人権ビデオ上映会（隣保館）
　６月18日㈭　午前10時～正午
　テーマ：「障がい者」

問い合わせ　国東市隣保館　☎0978-68-1722

●同和問題学習会（隣保館）
　６月16日㈫　午後２時～今月の

予定

「士農工商」  ＝  職業の分類  ⇒　 働く者 ≒ 「常民」 ⇔ 「非人」 ＝ 常民に非ざる者 ≒ 「遊民」


