
12

人権シリーズ vol.44

こころを つなぐ まちづくり

▲現代の講談の元「講釈」の様子（絵本御伽品鏡）

知
っ
て
る
つ
も
り
の

　
　

  

江
戸
の
身
分
社
会

　
　
　
　
　
　

  

《
そ
の
２
》

　

６
月
号
か
ら
の
続
き
で
、
今
回

は
「
士
農
工
商
」
以
外
の
身
分
と

さ
れ
た
人
た
ち
の
お
話
で
す
。

　

歴
史
の
教
科
書
な
ど
で
は
、
江

戸
時
代
は
異
常
気
象
の
影
響
な
ど

で
大
規
模
な
飢
饉
が
度
々
発
生
し

た
た
め
生
活
に
困
っ
た
お
百
姓
さ

ん
が
農
村
を
離
れ
都
市
部
に
な
だ

れ
込
み
、
そ
ん
な
人
た
ち
が
非
人

に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
説
明
を

し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
そ
う

い
う
場
合
も
見
受
け
ら
れ
ま
す

が
、
基
本
的
に
お
百
姓
さ
ん
は
働

く
こ
と
に
対
し
て
勤
勉
で
す
の

で
、
多
く
の
場
合
何
ら
か
の
職
業

に
就
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
た

藩
の
総
数
は
約
６
０
０
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
の
約
２
０

０
が
最
初
の
１
０
０
年
間
（
家
康

〜
５
代
綱
吉
）に
改
易（
取
り
潰
し
）

さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
取
り
潰
し

に
遭
っ
た
藩
の
多
く
は
関
ケ
原
の

戦
い
の
時
に
徳
川
軍
の
敵
方
が
多

い
わ
け
で
、
取
り
潰
さ
れ
れ
ば
御

家
の
再
興
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で

し
た
。
当
然
、
主
君
に
仕
え
て
い

た
武
士
は
浪
人
に
な
り
ま
す
。
中

に
は
運
よ
く
違
う
主
君
に
召
し
抱

え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、

多
く
が
浪
人
生
活
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

浪
人
は
、
士
農
工
商
の
身
分
社

会
の
中
で
実
に
曖
昧
な
存
在
と
い

え
ま
す
。
彼
ら
が
も
し
「
農
・
工
・

商
」
の
い
ず
れ
か
の
職
業
に
就
く

と
、
そ
の
時
点
で
身
分
が
固
定
さ

れ
、
武
士
に
戻
る
チ
ャ
ン
ス
が
ほ

と
ん
ど
無
く
な
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
い
つ
で
も
仕
官
で
き
る
よ
う

に
浪
人
の
ま
ま
で
い
よ
う
と
す
る

わ
け
で
す
が
、
当
然
何
か
を
し
な

け
れ
ば
食
べ
て
行
く
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

　

時
代
劇
な
ど
で
目
に
す
る
「
傘

張
り
」
や
「
用
心
棒
」
な
ど
を
す

る
浪
人
も
い
ま
し
た
が
、
中
に
は

自
分
の
特
技
を
活
か
し
、
居
合
い

抜
き
や
講
釈
な
ど
の
大
道
芸
（
見

世
物
）
を
し
て
生
活
を
す
る
者
が

出
て
き
ま
し
た
。

　

彼
ら
の
こ
と
を
江
戸
地
で
は
「
乞

胸
」
と
呼
び
ま
し
た
。
彼
ら
は
、

物
を
作
っ
た
り
売
っ
た
り
は
せ
ず

他
人
か
ら
見
世
物
の
代
償
と
し
て

金
銭
を
も
ら
う
わ
け
で
す
か
ら
乞

食
に
近
い
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
江
戸
時
代
は

乞
食
も
立
派
な
職
業
と
し
て
考
え

ら
れ
た
ふ
し
が
あ
り
、
江
戸
の
「
非

人
頭
」
車
善
七
は
『
乞
胸
は
自
分

た
ち
の
職
業
を
侵
害
し
て
い
る
』

と
町
奉
行
に
訴
え
、
以
後
乞
胸
は

鑑
札
料
（
月
に
48
文
）
を
非
人
頭

に
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

非
人
頭
の
支
配
下
に
入
っ
た
乞

胸
は
普
通
に
考
え
る
と
、
非
人
以

下
の
身
分
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
が
、
非
人
頭
の
支
配
を
受

け
る
の
は
大
道
芸
を
す
る
と
き
に

限
ら
れ
て
い
て
、

身
分
と
す
れ
ば
武

士
（
浪
人
）
や
町

人
に
分
類
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
や
が

て
、
こ
の
よ
う
な

中
途
半
端
な
状
態

が
定
着
し
幕
末
頃

に
は
彼
ら
は
非
人

と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
明

お
知
ら
せ

人
権
ビ
デ
オ
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隣
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き
　

き
ん

あ
い 

ま
い

し
　

か
ん

こ
う
し
ゃ
く

だ
い 

ど
う 

げ
い

み

せ  

も
の

じ
き

だ
い
し
ょ
う

こひ

に
ん
が
し
ら

む
ね

く
る
ま
ぜ
ん
し
ち

か
ん
さ
つ
り
ょ
う

ご
う

ひ
　

に
ん

つ

か
い 

え
き

あ

お

い
え

さ
い 

こ
う

め

つ
か

ろ
う 

に
ん

か
か

治
３
年
（
１
８
７
０
年
）
に
「
平

民
も
苗
字
を
名
乗
っ
て
も
よ
い
」

（
平
民
苗
字
許
可
令
）
と
い
う
布

告
が
出
た
時
も
乞
胸
は
苗
字
を
名

乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
口
に
非
人

と
い
っ
て
も
本
来
は
武
士
の
身
分

で
あ
る
が
、
大
道
芸
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
非
人
身
分
と
同
一
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
も
あ
る

よ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
身
分
制
度
の
研
究

は
現
在
も
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
今
の
私
た

ち
が
想
像
す
る
よ
う
な
単
に
「
身

分
は
職
業
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と

い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。《
つ
づ
く
》
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