
当
セ
ン
タ
ー
主
催
の
「
部
落
史
出
張

講
座
―
地
元
で
学
ぶ
地
元
の
歴
史
」
を

一
二
月
七
日
に
京
都
市
改
進
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
。
こ

の
出
張
講
座
は
、
地
域
の
歴
史
を
地
元

の
人
た
ち
と
一
緒
に
学
ぶ
事
を
目
的
と

し
て
企
画
し
た
も
の
で
す
。
当
日
は
、

地
元
の
方
々
を
は
じ
め
教
員
・
学
生
な

ど
四
〇
名
を
越
え
る
方
々
の
参
加
が
あ

り
ま
し
た
。

ま
ず
、
今
回
の
講
座
の
協
力
団
体
で

あ
る
改
進
地
区
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
人
権
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
ウ
ェ
ー
ブ
21
の
柳
生
雅
巳
理

事
長
か
ら
「
十
七
年
前
、
具
体
的
な
文

書
を
中
心
に
し
て
、
歴
史
的
な
背
景
を

ふ
ま
え
な
が
ら
考
察
を
さ
れ
た
山
路
先

生
の
『
改
進
地
区
の
歴
史
』
を
読
ん
だ

時
、
非
常
に
感
動
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
後
私
は
こ
の
論
文
を
糧
に
し
て
部

落
解
放
運
動
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

歴
史
を
た
だ
学
ぶ
の
で
は
な
く
て
そ
こ

か
ら
未
来
へ
つ
な
げ
て
い
く
も
の
を
つ

く
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
を

も
っ
て
い
ま
す
。
」
と
の
挨
拶
が
あ
り
、

引
き
続
い
て
、
山
路
興
造
さ
ん
が
「
野

田
村
の
歴
史
」
と
題
し
て
講
演
を
行
い

ま
し
た
。

講
演
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

＊

＊

＊

今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前
、
『
京
都
の

歴
史
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
京
都

市
の
職
員
に
な
っ
た
時
に
受
け
た
同
和

研
修
は
、
「
政
治
起
源
説
」
が
○
で
そ

れ
以
外
の
説
は
×
と
い
う
内
容
で
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
私
は
大
き
な
疑
問
を
抱

き
ま
し
た
。
こ
の
時
の
疑
問
が
、
私
が

地
区
を
研
究
し
て
い
く
と
き
の
大
き
な

力
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
政
治
起
源

説
と
い
う
の
は
、
地
区
を
解
放
し
豊
か

に
す
る
と
い
う
政
治
的
な
意
味
で
は
大

き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
た
だ
、

差
別
そ
の
も
の
、
人
間
が
抱
い
て
い
る

差
別
観
そ
の
も
の
を
政
治
起
源
説
で
語

る
の
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
差
別
意
識

の
撤
廃
と
い
う
の
は
政
治
起
源
説
で
や
っ

て
し
ま
う
と
、
本
来
の
人
間
の
心
の
中

ま
で
は
入
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
差
別
を

そ
れ
だ
け
で
説
い
て
し
ま
っ
た
ら
本
質

的
な
と
こ
ろ
に
は
届
か
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

改
進
地
区
の
あ
る
竹
田
狩
賀
町
は
江

戸
時
代
に
は
野
田
村
と
呼
ば
れ
る
被
差

別
民
居
住
地
域
で
し
た
。
こ
の
野
田
村

の
歴
史
を
考
え
る
場
合
に
一
番
重
要
な

史
料
は
池
田
家
文
書
で
す
。
「
伏
見
野

田
村
聞
書
」
（
貞
享
五
年
）
と
い
う
史
料

に
は
歴
史
も
実
態
も
よ
く
描
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
史
料
を
主
に
つ
か
っ
て
話

を
進
め
て
い
き
ま
す
。
尚
、
こ
の
史
料

は
『
京
都
の
部
落
史
』
第
４
巻
に
全
文

が
載
っ
て
い
ま
す
。

野
田
村
は
、
丹
波
橋
筋
の
あ
た
り
に

い
た
乞
食
な
ど
の
被
差
別
民
を
集
め
、

囲
い
込
む
た
め
に
、
江
戸
時
代
の
初
期

に
竹
田
村
の
は
ず
れ
の
地
を
割
い
て
作

ら
れ
た
特
別
な
地
域
で
す
。
で
す
の
で

周
辺
の
竹
田
村
は
京
都
役
所
の
支
配
な

の
で
す
が
、
野
田
村
だ
け
は
伏
見
奉
行

所
の
管
轄
下
に
お
か
れ
、
異
な
っ
た
支

配
体
制
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
野
田
村
の
地
は
、
城
下
町
建
設

の
一
つ
の
セ
オ
リ
ー
に
則
っ
て
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
城
下
へ
の
入
口
の
外
側
で
、

街
道
に
は
面
さ
な
い
が
す
ぐ
近
く
の
場

所
に
被
差
別
民
を
囲
い
こ
む
と
い
う
も

の
で
す
。
野
田
村
は
竹
田
街
道
に
も
丹
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波
街
道
に
も
至
近
な
地
で
、
少
し
奥
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
京
都

の
「
天
部
」
と
呼
ば
れ
た
東
三
条
地
区

あ

ま

べ

も
こ
の
セ
オ
リ
ー
通
り
に
作
ら
れ
て
い

ま
す
。

野
田
村
の
人
々
の
役
目
が
い
く
つ
か

史
料
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ

は
、
伏
見
城
の
掃
除
で
す
。
城
が
な
く

な
っ
て
か
ら
は
奉
行
所
屋
敷
へ
掃
除
に

い
っ
て
い
ま
す
。
続
い
て
、
年
寄
り
に

当
っ
た
人
は
、
年
頭
と
八
朔
（
八
月
一
日
）

に
棕
櫚
箒
を
伏
見
奉
行
所
の
屋
敷
に
持
っ

し

ゆ

ろ

て
行
く
の
が
役
儀
で
し
た
。
ま
た
、
御

香
宮
の
祭
礼
の
と
き
に
御
輿
渡
御
の
番

を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
京

都
で
は
中
世
か
ら
行
わ
れ
て
い
て
、
神

社
の
御
輿
を
先
導
し
た
り
、
守
っ
た
り

す
る
の
は
被
差
別
民
の
基
本
的
な
役
柄

で
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
御
香
宮
の

神
事
能
の
時
に
、
奉
行
所
の
人
た
ち
な

ど
が
見
学
す
る
た
め
の
桟
敷
を
警
固
す

さ

じ

き

る
役
目
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

こ
の
桟
敷
を
か
け
る
の
も
被
差
別
民
の

仕
事
で
し
た
。
こ
う
い
っ
た
御
香
宮
神

事
に
際
し
て
の
諸
役
に
関
わ
っ
て
、
祭

礼
中
に
境
内
で
行
わ
れ
る
各
種
興
行
に

対
す
る
櫓
銭
、
興
行
収
入
の
一
〇
分
の

や
ぐ
ら

一
を
徴
収
す
る
権
利
が
野
田
村
の
人
々

に
は
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
生
活
実
態
も
史
料
に
よ
っ

て
結
構
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
当
時
、
瀬

戸
内
海
か
ら
陸
揚
げ
さ
れ
た
品
物
が
船

に
乗
っ
て
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
り
伏
見
港

に
荷
揚
げ
さ
れ
ま
し
た
。
牛
に
荷
車
を

引
か
せ
て
竹
田
街
道
を
通
り
京
都
へ
荷

物
を
運
ぶ
運
搬
業
が
、
こ
の
あ
た
り
の

地
域
の
人
た
ち
の
生
業
だ
っ
た
の
で
す
。

牛
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た

の
で
す
が
、
野
田
村
に
は
牛
は
一
頭
も

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
牛
を
所
有
す
る
よ

う
な
身
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
た
だ
車
は
八
輌
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
の
で
、
牛
が
引
い
た
車
と
は

大
分
効
率
は
違
い
ま
す
が
、
伏
見
の
他

の
地
域
の
車
借
に
伍
し
て
物
資
の
運
搬

を
す
る
人
々
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
伏
見
野
田
村
聞
書
」
と
同
じ
貞
享
五

年
の
奥
付
の
「
従
先
規
被
為
仰
付
候
御

掟
之
覚
」
と
題
す
る
史
料
に
は
、
野
田

村
の
大
き
な
仕
事
と
し
て
警
刑
吏
役
が

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
科
人
が
出
た
時

に
磔
と
か
科
人
の
番
を
や
ら
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
こ
の
史

料
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
書
か
れ
て

い
ま
す
。
伏
見
城
下
の
村
々
か
ら
一
二

月
に
な
っ
た
ら
家
一
軒
に
つ
き
何
が
し

か
の
お
金
を
徴
収
す
る
権
利
を
野
田
村

の
人
々
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
「
三
雲
町
卅
六
町
よ
り
銭
壱
貫
文

宛
」
「
高
田
組
拾
八
町
よ
り
銭
五
百
文

宛
」
と
い
う
よ
う
に
、
伏
見
城
下
、
伏

見
近
郊
か
ら
、
彼
ら
は
家
一
軒
に
つ
き

い
く
ら
と
い
う
割
合
で
徴
収
す
る
権
利

を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
い
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
な

の
で
す
が
、
被
差
別
地
域
の
人
々
は
中

世
以
来
、
人
の
嫌
が
る
仕
事
を
や
ら
さ

れ
る
、
そ
の
対
価
と
し
て
自
分
が
う
け

も
っ
て
い
る
町
々
、
家
々
か
ら
銭
や
米

を
徴
収
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
京
都
に
お
い
て

も
同
じ
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
形
で

行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
一
二
月
に
入

る
と
、
男
の
人
た
ち
は
「
節
季
候
」
と

せ

き

ぞ

ろ

い
う
姿
で
徴
収
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

「
節
季
候
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
登
場

す
る
の
は
、
史
料
的
に
は
室
町
時
代
で

す
。
こ
れ
は
羊
歯
の
葉
を
頭
に
つ
け
、

し

だ

布
で
顔
を
隠
し
て
、
手
に
竹
で
つ
く
っ

た
摺
り
さ
さ
ら
を
も
っ
た
集
団
が
、
家
々

を
一
軒
ず
つ
訪
れ
て
、
「
節
季
参
っ
て

候
」
と
い
っ
て
歩
く
の
で
す
。
「
暮
れ

が
来
ま
し
た
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

彼
ら
は
単
に
お
金
を
徴
収
す
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い

う
め
で
た
い
言
葉
を
言
っ
て
回
っ
て
、

そ
れ
で
一
年
分
の
対
価
を
徴
収
す
る
、

そ
の
権
利
を
非
常
に
早
く
か
ら
も
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
散
所
と
か
舞
々
と
か
声
聞
師
と
か
、

さ
ん
じ
よ

ま
い
ま
い

し
よ
う
も
じ

こ
う
い
う
系
統
の
被
差
別
民
で
は
な
く

て
、
河
原
者
と
か
非
人
と
か
、
穢
多
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
た
ち
の
権
利
で

す
。私

は
最
近
、
同
じ
被
差
別
民
で
も
河

原
な
ど
に
居
住
し
て
、
皮
革
業
に
携
わ

る
系
統
に
属
す
る
被
差
別
民
と
、
散
所
、

声
聞
師
、
舞
々
と
い
う
一
種
の
呪
術
的

能
力
を
も
っ
た
被
差
別
民
は
系
統
を
異

に
し
、
近
世
期
以
前
に
祝
福
系
の
芸
能

を
演
じ
た
被
差
別
民
は
後
者
で
あ
り
、

前
者
は
芸
能
を
演
じ
て
い
な
い
と
い
う

意
見
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
千
秋
万
歳

な
ど
の
祝
福
芸
能
を
演
じ
た
の
は
散
所
、

声
聞
師
、
舞
々
系
の
被
差
別
民
で
、
そ

れ
以
外
に
河
原
な
ど
に
住
ん
で
草
履
を

作
っ
た
り
皮
革
製
品
を
つ
く
っ
た
り
す

る
河
原
者
と
い
わ
れ
た
系
統
の
人
た
ち

は
、
中
世
に
お
い
て
は
芸
能
は
や
っ
て

い
ま
せ
ん
。
芸
能
は
で
き
な
い
の
で
す
。

何
を
や
っ
た
か
と
い
う
と
、
暮
れ
に
な

る
と
、
ご
く
ご
く
簡
単
な
祝
福
の
言
葉

を
唱
え
な
が
ら
、
お
金
を
徴
収
し
て
い

た
の
で
す
。
こ
の
行
為
を
千
秋
万
歳
な

ど
の
祝
福
芸
能
と
同
じ
に
考
え
た
の
は

間
違
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
の
が

私
の
主
張
で
す
。
暮
れ
に
現
れ
る
彼
ら

は
、
男
の
人
の
場
合
は
「
節
季
候
」
と

い
い
、
室
町
時
代
に
は
す
で
に
姿
が
み

え
て
い
ま
す

。
女
の
人
の
場
合
は

「
姥
等
」
と
い
い
ま
す
が
、
姥
等
は
中

う

ば

ら

世
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に

な
ら
な
い
と
で
て
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い

う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
は
、
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暮
れ
に
な
る
と
自
分
の
受
け
持
ち
区
域

に
そ
れ
な
り
の
対
価
を
徴
収
し
て
い
く

権
利
を
古
く
か
ら
も
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
節
季
候
が
来
る
と
町
の
人
は

嫌
が
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
基
本
的
に

は
過
分
の
祝
儀
を
し
ま
す
。
家
の
家
格

に
あ
っ
た
過
分
の
祝
儀
を
す
る
、
こ
れ

が
原
則
で
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
生
き

て
い
た
こ
ろ
は
、
被
差
別
民
の
人
た
ち

が
単
な
る
差
別
を
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
て
、
町
を
清
掃
し
て
も
ら
う
、
自
分

た
ち
が
嫌
が
る
仕
事
を
一
切
請
け
負
わ

せ
た
人
た
ち
へ
の
対
価
と
し
て
徴
収
し

に
来
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

単
に
「
お
金
を
頂
戴
」
と
い
う
よ
う
な

直
截
的
な
形
で
は
な
く
て
、
「
節
季
参
っ

て
候
」
と
、
摺
り
ざ
さ
ら
を
な
ら
し
な

が
ら
、
一
軒
一
軒
お
金
や
お
米
を
徴
収

し
て
い
く
形
、
そ
れ
が
節
季
候
だ
と
思

い
ま
す
。
女
の
人
た
ち
は
「
姥
等
参
っ

て
候
」
と
歩
き
ま
す
。
「
物
吉
」
と
い

も
の
よ
し

わ
れ
た
癩
を
負
っ
て
い
た
人
た
ち
は
京

都
の
全
域
か
ら
お
金
を
徴
収
す
る
権
利

を
持
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
も
の
を

売
っ
て
い
る
人
か
ら
品
物
を
取
る
権
利

も
も
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
こ
れ
ま
で

は
も
っ
ぱ
ら
虐
げ
ら
れ
た
と
ば
か
り
い

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
な
り
に
ひ

と
つ
の
社
会
と
し
て
の
仕
組
み
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
伏
見
城
下
で
も
そ

れ
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
史
料
に
よ
っ

て
伏
見
城
下
の
こ
う
い
う
町
々
か
ら
こ

れ
だ
け
の
お
金
を
徴
収
す
る
の
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
非
常
に
具
体

的
で
す
。
「
節
季
候
」
の
姿
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
こ
の
史
料
で
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
保
証
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
こ
の
史
料
で

わ
か
り
ま
す
。

今
回
の
私
の
話
で
、
も
し
被
差
別
集

落
に
対
す
る
新
し
い
研
究
と
い
う
こ
と

が
い
え
る
と
し
た
ら
、
こ
の
辺
の
こ
と

が
最
近
の
研
究
成
果
で
す
。
ひ
と
つ
は

散
所
、
声
聞
師
、
舞
々
と
い
わ
れ
た
呪

術
的
能
力
を
も
っ
た
人
た
ち
の
系
譜
と
、

そ
う
で
は
な
く
て
穢
れ
た
仕
事
を
や
ら

さ
れ
、
河
原
者
と
い
っ
て
そ
う
い
う
こ

と
を
押
し
付
け
ら
れ
た
人
た
ち
の
系
譜

は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
両
方

と
も
掃
除
役
は
や
り
ま
す
。
も
う
ひ
と

つ
、
同
じ
役
目
と
し
て
植
物
を
植
え
る
、

こ
の
役
目
と
い
う
の
は
散
所
の
系
譜
も

や
る
し
河
原
者
の
系
譜
も
や
り
ま
す
。

昔
、
植
物
を
植
え
る
と
い
う
の
は
誰
で

も
が
で
き
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

植
物
を
植
え
か
え
る
、
庭
の
石
を
据
え

か
え
る
、
こ
う
い
う
こ
と
は
両
方
の
人

た
ち
が
で
き
た
の
で
す
。
皮
革
製
品
を

加
工
す
る
と
い
う
の
は
河
原
者
の
系
列

の
人
た
ち
だ
け
し
か
で
き
な
か
っ
た
、

本
格
的
な
芸
能
を
や
る
と
い
う
の
は
散

所
の
系
譜
の
人
た
ち
し
か
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
散
所
の
系
譜
の
人
た
ち

と
い
う
の
は
室
町
を
境
に
非
常
に
縮
小

し
て
い
き
ま
す
。
い
な
く
な
っ
て
い
き

ま
す
。
い
な
く
な
っ
て
い
く
と
、
こ
の

人
た
ち
が
や
っ
て
い
た
祝
福
芸
と
い
う

の
を
河
原
者
が
や
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

で
も
、
一
番
の
違
い
は
河
原
者
と
い
う

の
は
芸
能
の
専
門
家
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
。
散
所
の
系
譜
は
門
付
け
芸
な
ど

も
含
め
て
芸
能
の
専
門
家
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
専
門
家
の
人
た

ち
が
い
な
く
な
っ
て
く
る
と
こ
の
人
た

ち
が
や
っ
て
い
た
正
月
の
祝
福
芸
が
河

原
者
の
ほ
う
に
う
つ
っ
て
い
き
、
江
戸

時
代
に
入
る
と
河
原
者
も
簡
単
な
芸
能

を
や
り
ま
す
。
し
か
し
、
本
来
は
職
能

的
に
は
違
い
ま
す
。
こ
う
い
う
節
季
候

と
か
姥
等
と
か
の
簡
単
な
、
芸
能
と
も

い
え
な
い
職
能
、
し
か
し
、
こ
れ
も
一

種
の
芸
能
で
す
。
単
に
乞
食
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
貰
い
歩
く
だ
け
で
は
な
く
て
、

あ
く
ま
で
も
「
節
季
参
っ
て
候
」
と
い

う
こ
と
を
告
げ
て
回
っ
て
そ
れ
の
対
価

を
も
ら
う
。
お
正
月
に
な
り
ま
す
と
、

大
黒
舞
と
か
春
駒
と
か
で
す
。
こ
う
い

う
芸
能
は
大
変
に
簡
単
な
の
で
す
。
大

黒
舞
と
い
う
の
は
大
黒
さ
ん
の
紙
の
面

を
つ
け
て
打
出
の
小
槌
を
も
っ
て
、
大

黒
頭
巾
を
つ
け
る
と
い
っ
た
服
装
で
家
々

を
回
っ
て
め
で
た
い
言
葉
を
ち
ょ
っ
と

言
え
ば
、
そ
れ
な
り
の
お
金
が
も
ら
え

る
と
い
う
ご
く
簡
単
な
芸
能
で
す
。
春

駒
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
が
。
こ
の

史
料
に
よ
っ
て
、
野
田
村
に
お
い
て
も

自
分
が
面
倒
を
見
て
い
た
伏
見
城
下
お

よ
び
近
郷
の
土
地
か
ら
き
ち
っ
と
暮
れ

に
お
金
を
徴
収
す
る
権
利
を
も
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
、
は
じ
め
て
わ
か
っ

た
の
で
す
。
節
季
候
の
絵
画
史
料
な
ど

を
み
て
い
る
と
、
町
の
人
た
ち
は
喜
ん

で
お
米
な
ど
を
出
し
て
い
る
、
大
変
に

嬉
し
そ
う
に
出
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

れ
が
江
戸
時
代
の
末
期
か
ら
明
治
に
な
っ

て
く
る
と
、
彼
ら
を
物
貰
い
扱
い
し
て

「
お
通
り
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
い
う
言

葉
で
彼
ら
を
も
っ
ぱ
ら
さ
げ
す
む
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
も
と
も

と
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
、
そ
う
い

う
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
、
対
価
と
し
て

家
格
に
応
じ
た
過
分
の
祝
儀
を
彼
ら
に

だ
す
と
い
う
の
が
本
来
的
な
役
割
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
。

（
文
責
事
務
局
）

尚
、
詳
し
い
講
演
内
容
は
当
資
料
セ
ン
タ
ー

発
行
の
「
二
〇
〇
七
年
度
部
落
史
連
続
講
座

講
演
録
」
（
二
〇
〇
八
年
三
月
刊
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
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本
書
は
、
藤
野
豊
氏
（
以
下
、
敬
称
略
）

を
中
心
と
す
る
『
神
奈
川
の
部
落
史
』

編
集
委
員
会
が
刊
行
し
た
地
域
部
落
史

の
概
説
書
で
あ
る
。
近
世
の
「
助
左
衛

門
文
書
」
や
府
県
融
和
団
体
で
あ
る
神

奈
川
県
青
和
会
の
機
関
紙
『
青
和
』
や
、

行
政
史
料
、
個
人
や
村
の
史
料
な
ど
を

駆
使
し
、
中
世
か
ら
近
現
代
ま
で
の
神

奈
川
の
被
差
別
部
落
民
の
生
活
と
差
別

の
全
体
像
を
、
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
目
次
と
執
筆
者
は
以
下
の
通
り
。

第
一
部

前
近
代

第
一
章

鎌
倉
・
鶴
岡
八
幡
宮
と
長
吏

（
鳥
山
洋
）

第
一
節

鶴
岡
八
幡
宮
例
大
祭
に
お
け

る
長
吏

第
二
節

極
楽
寺
の
長
吏

第
三
節

鶴
岡
八
幡
宮
の
放
生
会

第
四
節

中
世
都
市
鎌
倉
と
極
楽
寺

第
二
章

戦
国
時
代
・
近
世
初
頭
の
か
わ

た
・
皮
作
・
長
吏
（
藤
沢
靖
介
）

第
一
節

後
北
条
氏
を
は
じ
め
と
す
る

戦
国
大
名
と
長
吏
集
団

第
二
節

相
模
の
長
吏
集
団
―
そ
の
特

徴
と
社
会
的
位
置

第
三
章

近
世
の
身
分
制
度
と
長
吏
・

「
非
人
」
（
鳥
山
洋
）

第
一
節

近
世
身
分
制
社
会
の
特
徴

第
二
節

近
世
被
差
別
身
分
の
あ
り
か

た
の
特
色

第
四
章

近
世
被
差
別
身
分
の
生
業
と
役

割
（
鳥
山
洋
）

第
一
節

「
職
場
」
と
は
何
か

第
二
節

さ
ま
ざ
ま
な
生
業

第
三
節

「
非
人
」
と
村
・
「
非
人
」

と
長
吏

第
五
章

近
世
後
期
の
紛
争
の
事
例
か
ら

（
鳥
山
洋
）

第
一
節

近
世
に
お
け
る
「
風
俗
」
と

そ
の
取
り
締
ま
り

第
二
節

幕
末
期
の
身
分
間
の
争
い
の

諸
相

第
三
節

近
代
へ
の
展
望

第
二
部

近
現
代

第
六
章

近
代
国
家
の
成
立
と
部
落
問
題

（
藤
野
豊
・
大
高
俊
一
郎
）

第
一
節

横
浜
開
港
と
被
差
別
民

第
二
節

近
代
初
期
の
被
差
別
部
落

第
三
節

部
落
改
善
運
動
の
開
始

第
七
章

神
奈
川
県
青
和
会
の
設
立
（
大

高
俊
一
郎
）

第
一
節

全
国
水
平
社
の
創
立
と
神
奈

川
県
の
部
落
問
題

第
二
節

神
奈
川
県
の
青
和
会
の
設
立

と
活
動

第
三
節

被
差
別
部
落
の
生
活

第
八
章

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
下
の
被

差
別
部
落
と
部
落
問
題
（
大
高

俊
一
郎
）

第
一
節

昭
和
恐
慌
下
の
融
和
運
動
と

被
差
別
部
落

第
二
節

戦
時
下
の
融
和
運
動
と
被
差

別
部
落

第
三
節

戦
時
下
に
お
け
る
被
差
別
部

落
の
生
活

こ
こ
で
は
、
筆
者
の
専
門
上
、
第
二

部
の
近
現
代
の
部
分
の
み
を
簡
単
に
紹

介
し
て
み
た
い
。
第
二
部
の
執
筆
者
は
、

藤
野
豊
、
大
高
俊
一
郎
と
い
う
、
神
奈

川
県
地
域
の
近
代
「
部
落
史
」
の
優
れ

た
研
究
を
行
っ
て
い
る
、
二
人
の
日
本

近
現
代
史
研
究
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
近

代
「
部
落
史
」
研
究
の
研
究
水
準
や
信

頼
性
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
、

「
部
落
史
」
研
究
の
ギ
ル
ド
の
中
で
し

か
通
用
し
な
い
自
称
「
研
究
者
」
で
は

決
し
て
な
い
。
二
人
と
も
、
日
本
近
現

代
史
研
究
の
最
先
端
の
水
準
で
、
近
代

部
落
問
題
研
究
を
行
い
、
歴
史
学
研
究

全
体
に
研
究
成
果
を
発
信
し
て
い
る
研

究
者
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
本
書
の

近
現
代
史
の
部
分
の
叙
述
の
信
頼
性
や

価
値
を
よ
り
増
し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

本
書
の
近
現
代
部
分
の
特
徴
は
、
自

主
的
部
落
改
善
運
動
や
、
神
奈
川
県
青

和
会
（
以
下
、
青
和
会
と
省
略
）
を
中
心

と
し
た
融
和
運
動
の
役
割
に
対
す
る
綿

密
で
、
明
快
な
叙
述
で
あ
る
。
特
に
部

落
改
善
運
動
に
お
け
る
森
崎
和
三
郎
や
、

青
和
会
の
中
心
的
な
活
動
家
で
あ
る
中

村
無
外
、
植
木
俊
助
、
長
島
重
三
郎
と

い
っ
た
魅
力
的
な
人
物
像
を
、
あ
ま
す

こ
と
な
く
描
き
き
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
森
崎
和
三
郎
は
部
落
内
の

知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
人
徳
で
、
周
囲

の
人
々
の
尊
敬
を
集
め
て
い
た
。
彼
は
、

地
域
の
不
就
学
者
や
青
年
補
習
教
育
の

た
め
、
夜
学
を
無
料
で
開
き
、
部
落
外

か
ら
も
生
徒
が
集
ま
っ
て
く
る
ほ
ど
だ
っ

た
。
ま
た
森
崎
は
一
九
一
三
年
に
、
地

域
の
被
差
別
部
落
出
身
者
と
し
て
は
初

め
て
町
会
議
員
に
当
選
し
、
一
九
四
三

年
に
死
去
す
る
前
年
ま
で
、
地
域
政
治

を
担
う
存
在
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
青
和
会
で
あ
る
。
青
和
会

の
理
念
は
、
修
養
主
義
や
社
会
連
帯
思

想
な
ど
に
基
づ
い
て
、
部
落
問
題
は
日

本
社
会
全
体
の
問
題
で
あ
り
、
社
会
の

構
成
員
全
て
が
部
落
問
題
解
決
に
取
り

組
む
責
務
を
有
す
る
と
す
る
も
の
だ
っ

た
。
青
和
会
は
、
社
会
の
全
て
の
人
々

が
、
部
落
問
題
の
解
決
の
た
め
に
取
り

組
む
こ
と
の
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
目
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標
と
し
た
。
ま
た
青
和
会
は
会
員
の
獲

得
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
青
年
団
や
修

養
団
な
ど
、
他
の
教
化
団
体
と
の
連
携

に
よ
り
、
被
差
別
部
落
外
の
会
員
の
獲

得
を
目
指
し
た
。
こ
う
し
て
、
青
和
会

の
会
員
構
成
の
八
割
、
九
割
は
被
差
別

部
落
外
の
人
々
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
他
府
県
の
融
和
運
動
団
体
と

は
異
な
る
、
青
和
会
の
大
き
な
特
徴
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
青
和
会
は
、
教

化
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
、

被
差
別
部
落
外
の
会
員
を
獲
得
し
、
地

域
社
会
の
部
落
問
題
理
解
を
浸
透
さ
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
青
和
会
の
指
導
者
た
ち
の

思
想
や
行
動
の
あ
り
か
た
や
相
違
に
つ

い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
来

の
研
究
で
、
京
都
府
や
奈
良
県
な
ど
を

除
い
て
、
一
つ
の
府
県
融
和
団
体
の
活

動
実
態
と
地
域
社
会
の
関
係
が
詳
細
に

分
析
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

宗
教
者
の
立
場
か
ら
、
平
等
思
想
を

説
き
、
被
差
別
部
落
外
の
人
々
の
差
別

意
識
除
去
を
目
的
と
し
た
運
動
を
展
開

し
た
中
村
無
外
。
共
に
教
師
と
し
て
、

報
徳
思
想
を
主
軸
と
し
て
、
被
差
別
部

落
民
自
体
の
改
善
向
上
を
重
視
し
た
植

木
俊
助
、
長
島
重
三
郎
と
い
っ
た
活
動

家
た
ち
の
真
摯
な
議
論
や
実
践
を
描
い

て
い
る
。

し
か
し
、
戦
時
期
に
は
、
青
和
会
も

戦
争
遂
行
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と

で
部
落
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。

青
和
会
は
同
和
奉
公
会
神
奈
川
県
支
部

と
し
て
改
組
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、

青
和
会
の
常
務
理
事
だ
っ
た
植
木
俊
助

は
、
戦
争
に
勝
つ
た
め
に
部
落
問
題
を

解
決
す
る
べ
き
だ
と
し
、
結
果
と
し
て
、

運
動
と
総
力
戦
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
同

一
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
帰

結
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
、
青
和
会
の
活
動
家
た
ち
は
、

神
奈
川
県
で
は
青
和
会
の
活
動
に
よ
っ

て
部
落
差
別
は
解
消
し
た
と
い
う
認
識

を
し
め
し
て
、
新
た
に
部
落
解
放
運
動

を
立
ち
上
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
水
平
運
動
か
ら
戦
後

部
落
解
放
運
動
へ
と
い
っ
た
図
式
的
な

部
落
解
放
運
動
史
と
は
全
く
異
な
っ
た

叙
述
が
本
書
に
は
あ
る
。
全
国
的
な
視

野
で
見
れ
ば
、
神
奈
川
県
の
よ
う
な
運

動
の
あ
り
よ
う
が
圧
倒
的
に
多
数
派
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後
の
検
証
が
ま

た
れ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
本
書
は

長
島
重
三
郎
日
記
や
、
六
浦
荘
村
の
史

む
つ
う
ら
そ
う

料
な
ど
、
個
人
文
書
や
区
有
文
書
、
行

政
文
書
も
丹
念
に
調
査
・
利
用
さ
れ
、

被
差
別
部
落
の
生
活
や
、
地
域
の
あ
り

方
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一
九
七
○
年
代
に
京
都
部
落
史
研
究

所
が
『
京
都
の
部
落
史
』
編
纂
事
業
を

開
始
し
て
か
ら
、
三
○
年
近
い
月
日
が

流
れ
て
い
る
。
綿
密
な
史
料
調
査
と
、

厳
格
な
史
料
批
判
に
基
づ
い
た
叙
述
と
、

そ
の
後
の
収
集
史
料
の
完
全
公
開
と
い

う
現
在
の
地
域
部
落
史
編
纂
事
業
の
到

達
点
で
あ
り
、
一
つ
の
モ
デ
ル
が
、

『
京
都
の
部
落
史
』
全
一
○
巻
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
『
神
奈
川
の
部
落
史
』
編
纂
事

業
も
、
二
○
○
四
年
度
か
ら
三
年
間
、

着
実
な
史
料
調
査
を
行
い
、
そ
の
上
で
、

毎
月
公
開
さ
れ
た
研
究
会
を
行
っ
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
横
浜
・
横
須
賀
・
秦

野
で
計
四
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
た
と
し
て
い
る
。
「
部
落
史
」
研
究
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
の
よ
う
な
分
野
に

と
っ
て
、
研
究
成
果
の
公
開
や
史
料
利

用
に
、
地
域
社
会
の
理
解
を
得
る
こ
と

は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
公
開
さ
れ
た
研
究
会

を
定
期
的
に
行
い
、
研
究
成
果
を
還
元

し
つ
づ
け
、
そ
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
は
言
う
は
易
く
、
行
う
は

難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
試
み
は
、

今
後
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
や
、
地
域

部
落
史
編
纂
事
業
の
あ
り
か
た
の
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
重
要
な
位
置
を
占

め
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
重
要
な
の
は
、
本
書
が
行
政

の
出
版
物
や
、
人
権
問
題
関
係
出
版
社

で
は
な
く
、
学
術
書
・
史
料
集
の
出
版

で
、
定
評
の
あ
る
不
二
出
版
か
ら
出
さ

れ
た
こ
と
の
意
味
も
大
き
い
。
地
域
の

学
習
会
や
、
人
権
・
同
和
教
育
の
場
で

活
用
さ
れ
、
発
刊
し
て
わ
ず
か
二
ヶ
月

で
、
二
刷
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
が
江

湖
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で

き
よ
う
。

つ
ま
り
、
本
書
の
よ
う
に
、
歴
史
学

研
究
と
し
て
、
社
会
に
発
信
し
え
る
水

準
の
「
部
落
史
」
研
究
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
着
実
な
研
究
成
果
の
発
信
こ
そ
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
を
組
み
込
ん
だ
地
域
史
像

の
構
築
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
。今

後
は
、
編
纂
事
業
に
よ
る
収
集
史

料
を
保
存
し
、
資
料
集
も
刊
行
す
る
計

画
で
あ
り
、
現
在
も
新
た
な
資
料
収
集

を
継
続
し
て
い
る
と
い
う
。
収
集
史
料

の
整
理
・
公
開
は
、
歴
史
学
研
究
の
生

命
線
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
進
展
の

鍵
と
な
る
。
様
々
な
困
難
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
そ
の
実
現
に
期
待
し
た
い
。

（
「
神
奈
川
の
部
落
史
」
編
集
委
員
会
編
著
、

編
集
代
表
・
藤
野
豊
、
不
二
出
版
、
二
〇
〇

七
年
、
一
、
八
〇
〇
円
）
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五
、
就
学
補
助
策
の
頓
挫
と
京
都
府
の

動
き
（
前
号
続
き
）

教
員
不
足
の
解
消
は
、
一
九
〇
〇
（
明

治
三
三
）
年
八
月
の
小
学
校
令
で
待
っ
た

な
し
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
京
都
府
が

そ
れ
ま
で
こ
の
問
題
を
等
閑
に
付
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
年
五
月
の
郡

視
学
会
議
で
本
荘
太
一
郎
視
学
官
は
、

教
員
の
不
足
は
現
時
点
で
約
三
五
〇
名

で
あ
り
、
そ
の
解
決
は
目
下
の
急
務
と

の
認
識
を
示
し
て
い
た
。
彼
は
解
決
策

と
し
て
、
師
範
学
校
の
拡
張
、
師
範
学

校
に
よ
る
正
教
員
（
養
成
―
白
石
注
記
）

講
習
会
や
、
府
教
育
会
に
よ
る
准
教
員

（
養
成
―
同
注
記
）
講
習
会
の
開
催
を
挙

げ
て
い
る
。
同
年
三
月
公
布
の
年
功
加

俸
及
び
特
別
加
俸
に
対
す
る
国
庫
補
助

を
う
け
て
の
教
員
待
遇
の
改
善
が
、
教

員
志
望
者
の
増
大
と
退
職
者
の
歯
止
め

と
な
る
だ
ろ
う
と
、
本
荘
は
期
待
し
て

い
た
（
注
１
）
。
た
だ
し
、
こ
の
教
員
優

遇
策
へ
の
国
庫
補
助
が
圧
縮
さ
れ
た
こ

と
に
、
本
荘
は
触
れ
て
い
な
い
（
注
２
）
。

こ
れ
ら
の
解
決
策
の
主
軸
は
師
範
学

校
卒
業
生
の
増
加
に
あ
る
。
府
は
一
八

九
九
年
度
か
ら
師
範
学
校
生
の
定
員
を

増
や
し
た
が
、
そ
の
結
果
が
出
る
の
に

は
時
間
が
か
か
る
。
そ
の
詳
細
を
清
水

誠
吾
府
師
範
学
校
長
が
語
っ
て
い
る
（
注

３
）
が
、
清
水
校
長
の
悩
み
は
、
新
た
に

教
員
を
教
育
現
場
に
送
り
こ
ん
で
も
、

従
来
か
ら
、
ほ
ぼ
同
数
の
退
・
転
職
者

が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら

生
徒
数
の
拡
大
は
経
費
の
拡
大
と
な
り
、

学
校
経
営
の
困
難
さ
の
増
大
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
寄
宿
舎
生
活

が
必
要
な
師
範
学
校
に
お
い
て
は
、
学

校
経
費
の
半
分
は
生
徒
の
食
費
代
に
消

え
、
残
り
半
分
を
教
員
給
料
と
諸
雑
費

で
二
分
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
そ

の
食
事
も
粗
食
で
、
米
価
高
騰
の
折
に

は
、
粗
食
に
耐
え
兼
ね
て
神
経
衰
弱
患

者
が
続
出
し
た
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た

と
い
う
。
意
欲
あ
る
若
者
に
と
っ
て
も

教
員
へ
の
道
は
魅
力
あ
る
も
の
と
は
思

え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
清
水
校
長
が
、

教
員
優
遇
策
の
充
実
を
求
め
る
の
は
当

然
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
初
等
教
育
の
充
実
を
一
方

で
掲
げ
な
が
ら
、
各
府
県
で
は
、
中
学

校
、
高
等
学
校
の
拡
充
に
予
算
を
ふ
り

む
け
る
傾
向
が
み
え
て
き
て
い
た
。

「
地
方
青
年
の
志
望
は
何
れ
も
中
学
、

高
等
学
校
等
に
入
ら
ん
と
す
る
に
あ
り

国
民
教
育
に
身
を
捧
げ
て
薄
給
の
生
活

に
安
ん
ぜ
ん
と
す
る
も
の
は
寥
々
た
る

次
第
」
（
注
４
）
と
あ
る
。
京
都
府
の
教

員
不
足
は
、
約
三
五
〇
名
か
ら
、
前
号

（
「
セ
ン
タ
ー
通
信
」
第
10
号
）
掲
載
の
表

に
あ
る
よ
う
に
同
年
末
に
は
三
〇
〇
名

を
切
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
解
消
と

は
と
て
も
い
え
な
い
状
況
に
も
拘
ら
ず
、

〇
一
年
の
二
月
に
、
京
都
府
の
教
員
不

足
の
解
消
は
順
調
に
進
ん
で
お
り
、
こ

の
ま
ま
い
け
ば
「
府
下
の
普
通
教
育
は

茲
に
完
成
を
告
げ
た
り
と
云
ふ
こ
と
を

得
べ
し
か
」
と
の
楽
観
的
な
記
事
が
掲

載
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
記
事
の
眼
目

は
、
宮
津
な
ど
の
中
学
校
開
設
や
高
等

女
学
校
増
設
の
す
す
め
に
あ
っ
た
（
注
５
）
。

そ
し
て
、
教
員
不
足
の
解
消
は
、
こ
の

記
事
の
よ
う
に
順
調
で
あ
っ
た
と
は
思

え
な
い
の
は
、
〇
三
年
の
統
計
が
、
高

等
、
尋
常
及
び
尋
常
高
等
併
置
校
を
対

象
と
し
て
お
り
、
前
号
（
「
セ
ン
タ
ー
通

信
」
第
10
号
）
に
掲
載
の
表
と
単
純
に
比

較
で
き
な
い
と
は
い
え
、
教
員
は
全
体

で
一
九
％
、
三
九
八
名
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
で
あ
っ
た
（
注
６
）
。

学
校
設
備
の
整
備
や
教
員
の
適
正
配

置
の
解
決
は
、
地
方
の
負
担
と
な
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
地
方
行
政

か
ら
の
国
へ
の
不
満
が
噴
出
し
て
い
る
。

文
部
省
の
方
針
徹
底
の
意
向
は
地
方
の

実
情
を
無
視
し
た
「
画
一
主
義
」
と
高

崎
親
章
府
知
事
は
批
判
（
注
７
）
、
文
部

省
の
意
向
に
そ
っ
て
動
く
視
学
官
へ
の

不
満
も
生
ま
れ
た
。
視
学
官
は
、
知
事

の
下
に
あ
る
職
責
だ
が
、
そ
の
進
退
は

「
内
閣
総
理
大
臣
を
経
て
内
務
大
臣
及

び
文
部
大
臣
之
を
上
奏
」
し
、
給
料
は

文
部
省
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
。
視
学

官
が
文
部
省
へ
目
が
む
き
、
「
一
般
地

方
行
政
の
振
合
等
に
は
頓
着
せ
ず
知
事

に
対
し
て
も
余
り
従
順
な
ら
ざ
る
の
み

か
却
て
文
部
を
楯
に
之
に
臨
ま
ん
と
す

る
の
風
あ
り
（
注
８
）
」
。
地
方
官
か
ら

内
務
省
に
視
学
官
廃
止
が
要
望
さ
れ
た

り
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
存
続
と
決
着

し
た
が
、
そ
の
過
程
で
の
官
僚
組
織
の

対
抗
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
（
注
９
）

が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

さ
て
、
こ
の
間
、
府
の
就
学
率
は
ど

の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
て
い
た
か
と
い

う
と
、
上
昇
の
一
途
を
辿
っ
た
。
九
六

年
の
七
三
％
か
ら
、
順
次
七
七
、
七
八
、

八
二
％
と
増
え
、
〇
〇
年
に
は
九
一
％

に
達
し
た
。
そ
し
て
、
〇
一
年
に
は
九
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京
都
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・
市
に
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け
る

教
育
の
機
会
均
等
へ
の
施
策
に
つ
い
て
（
５
）

―
第
三
次
小
学
校
令
以
降
を
中
心
に
―

白
石

正
明



三
％
、
〇
五
年
に
は
九
五
％
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
記
し
て
き
た
よ
う
に
、
文
部

省
が
求
め
る
充
実
し
た
教
育
環
境
の
整

備
に
苦
慮
す
る
な
か
で
の
上
昇
で
あ
っ

た
（
注
10
）
。
こ
の
数
字
の
達
成
の
裏
に

は
、
〇
二
年
の
府
県
視
学
官
会
議
で
の

菊
池
大
麓
文
部
大
臣
に
よ
る
半
日
学
校

の
設
置
奨
励
（
注
11
）
に
呼
応
し
た
、
特

別
教
育
と
い
う
名
の
変
則
簡
易
な
形
態

の
教
育
現
場
の
活
用
が
あ
っ
た
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
（
注
12
）
。
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
の
就
学
率
上
昇
に
対
し

て
、
京
都
府
は
自
信
を
深
め
て
い
っ
た

の
だ
ろ
う
、
就
学
児
童
の
増
加
と
い
う

だ
け
で
は
教
育
振
興
だ
と
は
い
え
な
い

と
し
て
、
出
席
率
を
検
証
し
て
い
く
方

針
を
決
め
て
い
く
（
注
13
）
。
出
席
率
に

関
し
て
、
府
は
九
〇
％
以
上
を
期
待
し

た
が
、
〇
五
年
に
そ
れ
を
達
成
し
た
と

し
て
い
る
（
注
14
）
。
た
だ
し
、
そ
の
統

計
方
法
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
一
方
で
教
育
環
境
整
備
の
た

め
の
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
好
調

な
就
学
率
の
上
昇
の
な
か
で
、
就
学
で

き
な
い
子
ど
も
た
ち
へ
の
視
点
は
共
有

さ
れ
る
こ
と
な
く
過
ぎ
て
い
っ
た
。

六
、
不
就
学
児
童
の
状
況

で
は
、
就
学
困
難
な
地
域
の
状
況
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
、
こ
こ
で
少
し
だ
け

触
れ
て
お
き
た
い
。

紀
伊
郡
柳
原
町
の
柳
原
尋
常
小
学
校

の
学
校
運
営
へ
の
起
債
や
寄
付
を
含
め

た
町
民
の
苦
心
は
、
す
で
に
拙
稿
で
述

べ
た
と
お
り
だ
（
注
15
）
が
、
〇
〇
年
と

〇
二
年
に
は
郡
内
最
低
と
だ
け
記
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
数
字
は
不
明
だ
し
、
〇

三
年
で
す
ら
五
六
・
五
％
に
過
ぎ
な
い
。

〇
一
年
に
夜
学
校
を
設
置
（
注
16
）
し
て

も
、
こ
の
状
態
で
あ
っ
た
。
授
業
料
無

償
の
方
向
に
逆
行
す
る
よ
う
に
、
従
来

町
費
で
や
り
く
り
し
て
い
た
教
育
費
が

ま
か
な
え
ず
、
授
業
料
徴
収
に
踏
み
切
っ

て
い
た
（
注
17
）
。
〇
〇
年
の
唐
滝
庄
三

郎
町
長
の
柳
原
町
事
務
報
告
書
に
よ
れ

ば
、
就
学
率
は
郡
内
最
下
位
に
あ
り
、

「
本
町
教
育
上
慨
歎
に
堪
へ
ざ
る
所
な

り
。
蓋
し
校
舎
不
完
全
、
校
具
の
不
足
、

教
員
の
欠
乏
大
に
之
れ
が
原
因
と
な
れ

り
」
と
あ
る
（
注
18
）
。
こ
の
う
ち
校
舎

の
問
題
は
、
九
九
年
に
校
舎
移
転
改
築

が
決
定
、
町
債
発
行
で
資
金
に
メ
ド
が

つ
い
た
が
、
そ
の
位
置
を
め
ぐ
り
町
議

分
裂
、
そ
の
う
ち
に
義
務
教
育
の
延
長

（
〇
七
年
）
に
よ
る
計
画
変
更
。
町
民
が

喜
び
の
う
ち
に
校
舎
地
盛
り
に
繰
り
出

す
な
ど
、
実
際
に
建
築
が
開
始
さ
れ
る

の
は
、
〇
九
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
（
注
19
）
。
ま
た
正
教
員
は
四
名
に
過

ぎ
ず
、
準
教
員
の
雇
用
・
辞
職
が
め
ま

ぐ
る
し
く
、
七
名
が
不
足
し
て
い
る
と

あ
る
が
、
こ
の
状
況
は
、
二
年
後
も
好

転
し
て
い
な
い
（
注
20
）
。

愛
宕
郡
野
口
村
の
例
も
同
様
で
あ
っ

た
。
〇
〇
年
に
六
〇
％
に
達
し
な
い
（
注

21
）
楽
只
尋
常
小
学
校
の
学
校
設
備
改
善

猶
予
を
求
め
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る

（
注
22
）
。
府
知
事
宛
の
、
そ
の
書
類
に

は
、
「
野
口
村
尋
常
小
学
校
設
備
不
適

合
の
箇
所
」
と
し
て
、
「
一
、
教
室
採

光
窓

現
在
四
尺
の
窓
な
り
。
二
、
屋

外
体
操
場

現
在
参
拾
坪
以
上
。
三
、

排
水

排
水
の
方
法
な
し
。
四
、
便
所

大
便
所
、
小
便
所
。
五
、
児
童
用
机

椅
子

凡
参
拾
組
は
不
適
当
な
り
」
。

府
が
制
定
し
た
小
学
校
設
備
規
則
（
〇
〇

年
九
月
）
と
の
比
較
は
省
略
す
る
が
、
排

水
設
備
も
な
く
、
児
童
約
一
二
〇
人
の

四
分
の
一
が
、
不
適
当
な
机
に
向
か
っ

て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

同
じ
く
愛
宕
郡
の
田
中
部
落
の
現
状

は
、
部
落
内
に
分
教
場
を
設
置
し
て
、

な
ん
と
か
子
ど
も
た
ち
に
就
学
の
道
を

開
こ
う
と
す
る
段
階
で
あ
っ
た
。
詳
細

は
拙
稿
「
田
中
親
友
夜
学
校
と
上
田
静

一
」
（
『
大
阪
人
権
博
物
館
紀
要
』
第
九
号
、

二
〇
〇
七
年
一
月
）
に
譲
る
が
、
〇
〇
年

に
、
本
校
で
の
差
別
を
避
け
る
た
め
、

あ
る
い
は
働
き
な
が
ら
学
べ
る
場
と
し

て
の
分
教
場
設
置
を
計
画
す
る
も
失
敗
、

や
っ
と
開
設
さ
れ
た
夜
学
校
も
挫
折
し

て
い
た
。
部
落
の
有
力
者
た
ち
の
、
教

育
講
を
組
織
し
な
が
ら
の
努
力
が
な
ん

と
か
続
い
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
彼

ら
の
努
力
が
日
の
目
を
見
る
の
は
〇
六

年
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
目
配
り
が
、

京
都
府
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
の
は
、

〇
五
年
一
〇
月
の
府
令
第
三
八
号
「
尋

常
小
学
校
児
童
に
対
す
る
教
育
資
金
補

助
規
程
」
と
、
翌
〇
六
年
一
月
の
京
都

府
訓
令
第
二
号
「
学
齢
児
童
皆
就
学
の

督
励
に
関
す
る
訓
令
等
」
を
待
た
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

七
、
教
育
費
補
助
の
実
施
開
始

「
尋
常
小
学
校
児
童
に
対
す
る
教
育

資
金
補
助
規
程
」
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
（
注
23
）
。

第
一
条

市
町
村
、
町
村
学
校
組
合

（
区
ヲ
含
ム
）
ニ
於
テ
貧
困
者
ノ
児

童
ヲ
尋
常
小
学
校
ニ
就
学
セ
シ
ム
ル

ガ
為
学
用
品
ヲ
給
与
シ
若
ハ
貸
与
シ

又
ハ
其
児
童
ニ
対
シ
特
ニ
手
芸
ヲ
授

ク
ル
ト
キ
ハ
教
育
資
金
ヲ
以
テ
其
費

用
ヲ
補
助
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
二
条

補
助
金
ハ
市
町
村
又
ハ
町
村

学
校
組
合
ニ
於
テ
給
与
シ
又
ハ
貸
与

ス
ル
物
品
ノ
購
入
費
并
手
芸
ヲ
授
ク

ル
ガ
為
ニ
要
ス
ル
事
業
費
ノ
幾
部
ト

ス
。

第
三
条

補
助
金
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト

キ
ハ
市
町
村
長
又
ハ
町
村
学
校
組
合
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長
ニ
於
テ
毎
年
四
月
十
五
日
限
リ
左

ノ
事
項
ヲ
具
シ
当
庁
ニ
申
請
ス
ベ
シ
。

一
、
給
与
又
ハ
貸
与
ヲ
要
ス
ル
人
員

及
品
目
金
額
并
ニ
事
業
費
予
算
。

二
、
現
在
就
学
児
童
数
及
不
就
学
児

童
数
、
但
尋
常
小
学
校
就
学
児
童

中
貧
窮
ニ
シ
テ
給
与
又
ハ
貸
与
ヲ

受
ク
ル
モ
ノ
及
不
就
学
児
童
ハ
児

童
別
ニ
其
事
情
ヲ
列
記
ス
ベ
シ
。

三
、
就
学
歩
合
調
査
。

四
、
給
与
又
ハ
貸
与
ニ
関
ス
ル
規
程
。

（
第
四
条
〜
第
八
条
略
）
。

（
規
程
の
施
行
は
翌
〇
六
年
四
月
）
。

こ
の
補
助
規
定
の
内
容
は
、
本
稿
が

先
に
記
し
た
（
「
セ
ン
タ
ー
通
信
」
第
７
号
）

〇
〇
年
の
第
三
次
小
学
校
令
を
目
前
に

し
て
、
京
都
府
が
模
索
し
、
紀
伊
郡
で

そ
の
実
施
が
検
討
さ
れ
た
就
学
条
件
整

備
の
た
め
の
方
策
の
再
現
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。

こ
の
規
程
の
翌
〇
六
年
に
だ
さ
れ
た

府
訓
令
第
二
号
に
も
、
皆
就
学
を
期
す

る
に
付
力
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
に
、
学

費
給
貸
与
と
し
て
、
「
貧
窮
ニ
シ
テ
就

学
シ
能
ハ
ザ
ル
児
童
ニ
ハ
市
町
村
ニ
於

テ
学
用
品
、
被
服
、
雨
具
等
ヲ
給
貸
ス

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
必
要
ニ
応
ジ
食
費
ヲ
支

給
ス
ル
コ
ト
」
と
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

就
学
困
難
児
の
た
め
に
、
子
守
学
校
、

日
曜
学
校
、
職
場
で
の
教
育
、
分
教
場

な
ど
が
八
項
目
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
、

半
日
学
校
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
形
態

の
教
育
の
場
を
用
意
す
る
こ
と
を
、
各

郡
市
区
町
村
長
お
よ
び
小
学
校
長
に
求

め
た
（
注
24
）
。

京
都
府
は
、
こ
の
よ
う
な
方
針
を
採

用
し
て
い
く
理
由
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
従
来
本
府
学
齢

児
童
ノ
就
学
ハ
当
事
者
ノ
督
励
其
宜
シ

キ
ヲ
得
逐
年
其
歩
合
ヲ
進
メ
客
年
四
月

末
ノ
調
査
ニ
依
レ
ハ
実
ニ
男
九
十
八
人

〇
七
厘
、
女
九
十
五
人
七
分
三
厘
、
平

均
九
十
六
人
九
分
四
厘
ニ
達
セ
リ
然
レ

ト
モ
学
齢
児
童
就
学
ノ
成
績
ヲ
挙
ゲ
ツ
ゝ

ア
ル
モ
ノ
ハ
二
十
一
ヶ
村
二
十
学
区
ニ

過
ギ
ズ
シ
テ
府
下
ヲ
通
ジ
尚
男
千
四
百

五
十
七
人
、
女
三
千
五
十
一
人
、
合
計

四
千
五
百
八
人
ノ
不
就
学
者
ヲ
見
ル
ハ

甚
ダ
遺
憾
ト
ス
ル
所
ナ
リ
思
フ
ニ
今
ヤ

平
和
ノ
克
復
ト
共
ニ
国
民
向
学
思
想
ノ

益
勃
興
ス
ベ
キ
ハ
必
然
ニ
シ
テ
真
ニ
得

難
キ
ノ
好
機
会
タ
リ
」
（
注
25
）
。

一
桁
台
ま
で
の
不
就
学
児
童
数
を
挙

げ
、
数
％
の
不
就
学
も
見
逃
さ
な
い
と

の
意
気
込
み
を
表
明
し
て
い
た
が
、
そ

の
あ
と
に
続
く
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ
の

就
学
督
励
の
徹
底
化
の
動
機
と
な
っ
た

の
が
、
日
清
戦
争
と
は
比
較
に
な
ら
な

い
総
力
戦
の
末
に
勝
利
し
た
と
い
う
日

露
戦
争
戦
勝
後
の
高
揚
し
た
気
分
に
支

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
国
家

に
お
け
る
教
育
の
効
用
の
確
認
と
、
大

国
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
体
制
と
い
う
意

識
。
そ
の
意
識
は
、
為
政
者
の
み
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
夜
学
校
の
開
設
に

挫
折
を
繰
り
返
し
て
い
た
田
中
部
落
で

も
、
「
日
本
と
い
ふ
国
家
が
、
世
界
と

い
ふ
大
き
な
地
球
の
中
に
名
を
掲
げ
て
、

孰
れ
の
国
よ
り
も
偉
く
な
っ
た
」
と
の

意
識
の
も
と
、
つ
い
に
は
夜
学
校
開
設

へ
と
向
か
っ
た
（
注
26
）
。

そ
の
動
機
が
何
で
あ
れ
、
府
の
教
育

行
政
が
、
数
％
の
貧
し
い
子
ど
も
た
ち

も
そ
の
視
野
に
い
れ
た
上
で
の
施
策
に

着
手
し
よ
う
と
し
て
い
た
一
方
で
、
戦

勝
気
分
と
は
裏
腹
な
国
民
生
活
の
疲
弊

と
い
う
現
実
と
、
そ
れ
へ
の
不
満
の
噴

出
は
、
政
府
に
地
方
改
良
事
業
の
展
開

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

何
よ
り
も
、
〇
三
年
七
月
の
大
日
本
同

胞
融
和
会
の
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま
で

に
な
っ
て
い
た
部
落
民
に
よ
る
部
落
改

善
運
動
の
展
開
は
、
不
就
学
問
題
を
、

教
育
行
政
の
範
疇
に
と
ど
め
て
お
く
こ

と
を
ゆ
る
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ

れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
第
一
次
世
界
大

戦
後
、
原
敬
政
権
で
国
際
競
争
力
強
化

を
め
ざ
す
と
い
う
論
理
の
下
に
、
初
等

教
育
よ
り
も
高
等
教
育
機
関
の
拡
充
が

叫
ば
れ
て
い
く
（
注
27
）
。
教
育
の
機
会

均
等
を
め
ぐ
る
、
そ
の
あ
り
様
も
含
め

た
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
の
検
証
が
、
次
の

課
題
と
な
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
、

本
論
の
対
象
を
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）

年
三
月
の
「
京
都
市
特
別
教
授
規
程
」

ま
で
と
記
し
た
が
、
前
半
部
分
で
予
想

し
た
紙
幅
を
越
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
、
今
回
は
、
こ
こ
で
一
応
の
区
切
り

と
し
、
後
半
は
、
ま
た
他
の
機
会
に
改

め
て
記
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
と
思
う
。

ご
了
承
願
い
た
い
。

注（
１
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
三
年
五

月
一
八
日
付
。

（
２
）
『
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー

通
信
』
第
一
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
一
月
二
五

日
）
参
照
。

（
３
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
二
年
二

月
二
日
付
。

（
４
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
四
年
四

月
二
四
日
付
、
八
月
二
一
日
付
。
な
お
、
教

員
の
一
般
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
石
戸
谷

哲
夫
『
日
本
教
員
史
研
究
』
（
講
談
社
、
一

九
六
七
年
）
。

（
５
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
四
年
二

月
二
五
日
付
。

（
６
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
五
年
一

〇
月
二
五
日
付
。

（
７
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
四
年
四

月
一
四
日
付
、
七
月
一
八
日
付
。
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（
８
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
四
年
一
〇

月
七
日
付
。

（
９
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
四
年
九
月

二
四
、
二
六
日
付
。
一
〇
月
五
日
付
、
一
一
月

二
日
付
。

（
10
）
『
京
都
小
学
五
十
年
誌
』
（
京
都
市
役

所
、
大
正
七
年
）
八
五
〜
八
六
頁
。

（
11
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
三
五
年
四
月

二
七
日
付
。
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
五
年

五
月
三
日
付
。

（
12
）
小
学
校
「
特
別
教
育
」
の
う
ち
、
京
都

府
下
で
は
そ
の
実
施
例
は
な
い
と
、
報
じ
ら
れ

て
い
る
（
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
四
二
年
五

月
二
六
日
付
）
。

（
13
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
三
年
八
月

一
八
日
付
。

（
14
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
四
〇
年
二
月

一
八
日
付
。

（
15
）
拙
稿
「
明
治
末
期
に
お
け
る
部
落
改
善

運
動
二
つ
の
道
―
京
都
柳
原
を
中
心
に
―
」

（
『
京
都
部
落
史
研
究
所
紀
要
』
第
一
号
、
一

九
八
一
年
三
月
）
参
照
。

（
16
）
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
四
年
六
月

二
日
付
。

（
17
）
「
町
村
引
継
書
類
」
柳
原
町
・
明
治
三

四
年
四
月
（
京
都
部
落
史
研
究
所
編
『
京
都
の

部
落
史
６
・
史
料
近
代
Ⅰ
』
一
九
八
四
年
、
四

八
〇
〜
四
八
一
頁
所
収
）
。

（
18
）
「
同
上
」
明
治
三
三
年
（
『
同
上
書
』

四
七
九
頁
所
収
）
。

（
19
）
前
掲
注
（
15
）
に
同
じ
。

（
20
）
「
町
村
引
継
書
類
」
柳
原
町
・
明
治
三

五
年
（
『
京
都
の
部
落
史
６
』
四
八
二
頁
所
収
）
。

（
21
）
「
町
村
引
継
書
類
」
野
口
村
・
明
治
三

三
年
（
『
同
上
書
』
四
七
七
頁
所
収
）
。

（
22

）
「
同
上
」
野
口
村
・
明
治
三
五
年

（
『
同
上
書
』
四
八
一
頁
所
収
）
。

（
23
）
『
京
都
府
百
年
の
資
料

五

教
育
編
』

（
京
都
府
、
一
九
七
二
年
）
四
三
五
〜
四
三
六

頁
。
『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
八
年
一
〇
月

五
日
付
。

（
24
）
『
同
上
書
』
四
三
六
〜
四
三
八
頁
。

『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
九
年
一
月
一
九
日

付
。
な
お
、
二
部
教
授
が
京
都
市
に
よ
っ
て
施

策
と
し
て
実
施
さ
れ
る
の
は
、
一
九
一
四
（
大

正
三
）
年
度
の｢

京
都
市
特
別
教
授
規
程｣

か
ら

で
あ
る
（
前
掲
『
京
都
小
学
五
十
年
誌
』
八
六

〜
八
七
頁
所
収
）
。

（
25
）
『
同
上
書
』
四
三
六
頁
。

（
26
）
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
京
都
附
録
、
明
治

四
二
年
一
月
一
一
日
付
。

（
27
）
拙
稿
「
有
馬
頼
寧
と
日
本
教
育
者
協
会
」

（
『
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』

第
一
〇
集
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）
参
照
。

（
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
）
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2008年度部落史連続講座 partⅠ

第１回 ６月13日（金）部落史出張講座 ― 地元で学ぶ地元の歴史 ―

「封建制の地固めとなる天部村 ～信長・秀吉・家康にみこまれて～」

辻 ミチ子さん（元京都文化短期大学教授）

◇時 間：午後６時30分～８時30分

◇場 所：京都市三条コミュニティセンター２階 大会議室

（京都市東山区花見小路通古門前上る巽町450番地 TEL：075-541-5151）

◇参加費：無料

第２回 ６月27日（金）部落史出張講座 ― 地元で学ぶ地元の歴史 ―

「近現代の東三条 教育史を中心に」

中西 宏次さん（京都精華大学・立命館大学非常勤講師）

◇時間・場所・参加費：第１回と同じです

第３回 ７月11日（金）「戦国時代の祇園祭」 河内 将芳さん（奈良大学文学部准教授）

◇時 間：午後６時30分～８時30分

◇場 所：京都府部落解放センター２階 実習室

◇参加費：無料

～ 参加希望の方は京都部落問題研究資料センターまで電話・FAX・電子メールでご連絡ください ～

2008年4月25日
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部落解放 592号（解放出版社刊，2008.1）：1,050円

部落解放・人権入門2008 第38回部落解放・人権夏期講

座報告書

部落解放 593号（解放出版社刊，2008.2）：630円

特集 軍命は続いている 切り捨てられる沖縄

大西正義・部落解放同盟元中央本部顧問（兵庫県連合会

元委員長）を偲ぶ

アメリカ大統領選挙とオバマ上院議員 神林毅彦

資料 部落解放運動への提言 一連の不祥事の分析と部落

解放運動の再生にむけて 部落解放運動に対する提言委

員会

部落解放 594号（解放出版社刊，2008.2）：1,050円

部落解放研究第41回全国集会報告書

部落解放 595号（解放出版社刊，2008.2）：630円

特集 インターネットにおける差別事件

本の紹介

『箕作り弥平商伝記』（熊谷達也著） 小島伸豊／『い

ま、連帯をもとめて』（鎌田慧著）

被差別部落代表、日本代表として 「国連世界人権デー」

コンサート 渡辺千賀子

入居差別裁判をたたかって 原告として、弁護士として

康由美

『神奈川の部落史』を編集して 藤野豊

初出!?英語版全国水平社創立宣言 米田富さんの証言の

真偽を追って 駒井忠之

「生きてきてよかった」と感じられるつながりを！ 生

活困窮者の交流の場「サロン・ド・カフェこもれび」と

コーヒー焙煎プロジェクト 稲葉剛

部落文化を訪ねて 2 と場の労働と食肉文化 東京・品川

川元祥一

部落・差別の歴史 そのとらえ直しと論点 4 第1章 差別

された人々―「賤民」「被差別民」とその「活動領域」

4 長吏・かわたとその呼称 藤沢靖介

部落解放研究 180（部落解放・人権研究所刊，2008.2）：

1,000円

特集 人権啓発推進リーダー養成と解放大学

遠き旅を夢みて フランソワ・トレリ 窪誠（抄訳）

フリーター“選択”と学校生活―「高校生の生活と進路

意識調査」から 1― 菅野正之

資料紹介 松本治一郎記念会館旧蔵資料―松本治一郎関

係書簡・資料から 6― 本多和明

書評

デビッド・バッキンガム著/鈴木みどり監訳『メディア・

リテラシー教育―学びと現代文化』 赤尾勝己／大阪の

部落史委員会編『大阪の部落史 第3巻 史料編 近世3』

阿南重幸

部落解放ひろしま 82号（部落解放同盟広島県連合会

刊，2008.1）：1,000円

特集 差別事件が問いかけるもの

差別事件を「三つの命題」の視点から検証する 小森龍

邦

火葬業者に対する「おんぼう（隠亡）」意識 その背景

と歴史 小武正教

融和運動における「国民意識」と「自覚」 初期山本政

夫の思想 山本真一

部落問題研究 183（部落問題研究所刊，2007.12）：1,

111円

真宗教団批判の発展 鈴木良

北原泰作文書の調査・研究の意義と課題 広川禎秀

史料が語るハンセン病史・岡山県と邑久町の試み―紹介

『長島は語る・前編』・『邑久町史 史料編（下）』―

廣川和花

史料紹介 近世京都六条村文書について―香川大学附属

図書館所蔵『神原文庫』所収史料から― 杉森哲也

史料紹介 滋賀県豊田・輯睦会文書 3 西尾泰広

ライツ 104（鳥取市人権情報センター刊，2008.1）

今月のいちおし！ 『アフリカの瞳』（帚木蓬生著） 坂

根政代

リージョナル 9（奈良県立同和問題関係史料センター

刊，2008.1）

夙村の慨歎と深憂 吉田栄治郎

もうひとつの森田節斎碑―中尾靖軒による建碑をめぐっ

て― 奥本武裕

中世の白石畑と法隆寺―『昭和資材帳 法隆寺の至宝』

第8巻を読む― 嵜本和臣

春日山異聞―乞食へのまなざしをめぐって― 井岡康時

ソビエト連邦からロシア連邦へ―ロシア語教科書の変遷

から― 岩橋瑞穂

リベラシオン 128（福岡県人権研究所刊，2007.12）：

1,000円

特集 地球市民としての想像力

「語り」を「聴く」こと 熊本理抄

太鼓製作と中世筥崎宮散所 服部英雄

堺利彦農民労働学校 5 第4期・第5期と学校の再編 小正

路淑泰

立命館言語文化研究 90号（立命館大学国際言語文化

研究所刊，2007.11）

特集 アルチュセール・マラソン・セッション 再生産は

長く続く？

継続する暴力・搾取への抗いに向けて―社会構成体の＜

周辺＞をめぐる＜呼びかけ＞ 大野光明／門司港の朝鮮

人港湾労務者―主体になり損ね、暴力を記憶する― 小

野俊彦／寄場―流動的下層労働者の抵抗史― 原口剛／

抵抗の領域における邂逅―出会い損ねる主体の詩学から

― 阿部小涼／都市下層における反差別のかたち―日雇

労働者のなかの「部落」と「在日」― 山本崇記

歴史学研究 837（歴史学研究会編，2008.2）：720円

都市社会事業の成立と地域社会―1920年代前半の京都市

の場合― 松下孝昭

2008年4月25日
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1,155円

特集 「貧困」「格差」の拡大と生きる権利

人権と部落問題 771（部落問題研究所刊，2008.3）：

630円

特集 食の安全 暮らしといのち

差別と向き合うマンガたち 48 情緒としての差別と制度

としての差別 2 ―山野車輪『嫌韓流』シリーズ― 表智

之

文芸の散歩道 「貧富の懸隔」と拝金主義 ―夏目漱石と

明治を歩く8― 水川隆夫

「解同」裁判40年―到達点と課題― 3 最初の勝利―公

会堂事件、八尾市議除名事件、東大阪市など 石川元也

月刊スティグマ 140号（千葉県人権啓発センター刊，

2007.12）：500円

特集 特別支援教育が始まって半年

男女共同参画通信 別冊（京都市男女共同参画推進課

刊，2008.1）

テーマ デートDV

月刊地域と人権 289（全国地域人権運動総連合刊，20

08.2）：350円

現状認識など時代錯誤の「部落解放運動への提言」に危

惧を感じます 森岡忠生

月刊地域と人権 290（全国地域人権運動総連合刊，20

08.3）：350円

第4回地域人権問題全国研究集会

格差＝不平等・貧困社会とセーフティーネット＝人権

井上英夫／子どもの人権と人権教育 梅田修

であい 550（全国同和教育研究協議会編，2008.1）：1

50円

人権文化を拓く 128 今日の世界における最悪の病 ちょ

ふ

であい 551（全国同和教育研究協議会編，2008.2）：1

50円

人権文化を拓く 129 人権教育の源流 中川健一

どの子も伸びる 386（部落問題研究所刊，2008.1）：

735円

「人権教育」批判 『人権教育学習プログラム』の「学

習事例」の問題点 1 谷口幸男

どの子も伸びる 387（部落問題研究所刊，2008.2）：

735円

「人権教育」批判 『人権教育学習プログラム』の「学

習事例」の問題点 2 谷口幸男

どの子も伸びる 388（部落問題研究所刊，2008.3）：

735円

「人権教育」批判 『人権教育学習プログラム』の「学

習事例」の問題点 3 谷口幸男

なら解放新聞 751号（奈良県部落解放同盟支部連合会

刊，2007.12）

特集 第44回対県交渉報告 対県交渉の終結を宣言

なら解放新聞 752号（奈良県部落解放同盟支部連合会

刊，2008.1）

実態と離れた危機意識で何を再生するというのか 「部

落解放運動に対する提言 一連の不祥事の分析と部落解

放運動の再生に向けて」を読む 山下力

ねっとわーく京都 229（ねっとわーく京都21刊，2008.

2）：500円

特集 経済界に抱き込まれた教育を市民の手に取り戻せ

いつまで続ける「同和教育」 今も続く「同和教育」は

学校教育の柱に 新谷一男

ねっとわーく京都 230（ねっとわーく京都21刊，2008.

3）：500円

特集 同和・教育・高速道路

ある職務強要事件にみる京都市の悲しい役回り 寺園敦

史

同和奨学金問題で指摘したい二つの点 井関佳法

ひょうご部落解放 127（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2007.12）：700円

部落解放研究第28回兵庫県集会報告書

元部落解放同盟兵庫県連合会委員長 大西正義さんの死

を悼む 領家穰

ヒューマンライツ 238（部落解放・人権研究所刊，20

08.1）：525円

格差社会で働くこと 熊沢誠

走りながら考える 企業経営とコンプライアンス―法令

遵守だけではない～ 北口末広

「同和教育論」の教室から 13 同和教育・部落問題を

「教える」こと 福嶋順

『長吏文書』の世界 4 「風聞探索」について 中尾健次

追悼 内山一雄さん―識字で学ぶ人びとへの愛情と敬意

森実

ヒューマンライツ 239（部落解放・人権研究所刊，20

08.2）：525円

「同和教育論」の教室から 14 自分の「立ち位置」を引

き受ける～ある冷や汗体験から 松波めぐみ

シリーズ いっしょに動こう、語りあおう 4 条例「廃止」

後の矢田もと青少年会館 池内正史

『長吏文書』の世界 5 「長吏文書」について―付け加

えたいことなど― 中尾健次

書評 黒川みどり編著 『＜眼差される者＞の近代 部落

民・都市下層・ハンセン病・エスニシティ』 マイノリ

ティ研究の新しい可能性 渡邉明彦

ヒューマンライツ 240（部落解放・人権研究所刊，20

08.3）：525円

走りながら考える 83 全国の地方自治体に大きな示唆を

与える 大阪府同和問題解決推進審議会の提言 1 北口末

広

ジェンダーで考える教育の現在 15 セクシュアル・マイ

ノリティと学校 渡辺大輔

書評 北崎豊二編著『明治維新と被差別民』 移行期の研

究課題明らかに 廣岡浄進

2008年4月25日
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かわとはきもの 142（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2008.1）

靴の歴史散歩 87 稲川實

正倉院と皮革 7 波乱の歴史を秘める武具の数々―恵美

押勝の乱に数多く流出― 出口公長

皮革関連統計資料

季節よめぐれ 233号（京都解放教育研究会刊，2008.2）

大阪府における人権教育の現状と課題 糀秀章

季節よめぐれ 234号（京都解放教育研究会刊，2008.3）

ＤＶが高校生に与える影響 井上摩耶子

京都部落問題研究資料センター通信 10号（京都部

落問題研究資料センター刊，2008.1）

報告 部落史連続講座 京都の被差別部落と仕事 2

サントリー美術館蔵『日吉山王祇園祭礼図屏風』にみえ

る犬神人について 河内将芳

京都府・市における教育の機会均等への施策について 4

―第三次小学校令以降を中心に― 白石正明

収集逐次刊行物目次（2007年10月～12月）

キリスト教社会問題研究 56号（同志社大学人文科学

研究所刊，2008.2）：1,000円

田中真人教授追悼記念号

グローブ 52（世界人権問題研究センター刊，2008.1）

まっとうな歴史認識の再生をめざして―朝鮮通信使400

年をふりかえって― 仲尾宏

「私たちを抜きに、私たちのことを決めるな」 Nothing

about us without us 坂元茂樹

男女共同参画社会時代のジェンダー平等教育 古久保さ

くら

春日山の乞丐 井岡康時

全国在日外国人教育研究集会京都大会 参加報告記 松下

佳弘

日本における人身売買対策の課題 米田眞澄

国際人権ひろば 77（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2008.1）：350円

特集 46年目の軍政―ミャンマー（ビルマ）の今を考え

る

こぺる 179（こぺる刊行会刊，2008.2）：300円

ひろば 116 自著を語る―『笑顔を取り戻した女たち マ

イノリティー女性たちのDV被害―在日外国人・部落・障

害―』 福岡ともみ

尼崎だより 26 沖縄のチムグクルに触れる 中村大蔵

ある光景 22 詮方なし―行間を読む 重信陽子

いのちを生きる 7 自由のたてがみ 長谷川洋子

こぺる 180（こぺる刊行会刊，2008.3）：300円

「部落解放運動への提言」を読む 1 危機のありかを見

つめ、私にできることは何かを考える 佐々木寛治

ひろば 117 問われているのは誰か―北村淳さんの意見

を読んで 高田嘉敬

横浜・寿識字学校から 11 郷隼人のこと 大沢敏郎

いのちを生きる 8 職場に復帰！ 長谷川洋子

狭山差別裁判 399号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2007.3）：300円

狭山事件と野間宏 1 庭山英雄

狭山差別裁判 400号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2007.4）：300円

特集 袴田事件

狭山事件と野間宏 2 庭山英雄

狭山差別裁判 401号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2007.5）：300円

狭山事件と野間宏 3 庭山英雄

月刊滋賀の部落 414（滋賀県同和問題研究所刊，2008.

1）：400円

滋賀における部落解放運動の証言 水平社運動の戦士、

元部落解放同盟滋賀県連副委員長 朝野温知 22 鈴木悛

亮

月刊滋賀の部落 415（滋賀県同和問題研究所刊，2008.

2）：400円

滋賀県同和問題研究所のあゆみ その1

『月刊・滋賀の部落』終刊のお知らせ

滋賀における部落解放運動の証言 水平社運動の戦士、

元部落解放同盟滋賀県連副委員長 朝野温知 23 鈴木悛

亮

人権と部落問題 768（部落問題研究所刊，2008.1）：

630円

特集 講座「同和行政の終結」

「同和」問題とは何か―「同和行政」終結とかかわって

鈴木良

差別と向き合うマンガたち 46 世代と国境を越える＜マ

ンガ読者＞たち―これから向き合うべき課題― 吉村和

真

文芸の散歩道 『破戒』起稿時の習作にみる人物像 川端

俊英

「解同」裁判40年―到達点と課題― 1 連載をはじめる

にあたって 石川元也

人権と部落問題 769（部落問題研究所刊，2008.2）：

630円

特集 ネパールの「カースト社会」は今

ネパールのカースト社会とその変化 石井溥／低カース

ト・ガンダルバの職業とその変化 今井史子／病院出産

時代の職業カースト ネワールの出産文化を支える女性

たち 幅崎麻紀子／ネパールの社会運動と留保制度の開

始 南真木人

沖縄県民大会と大江・岩波沖縄戦裁判 小牧薫

差別と向き合うマンガたち 47 「差別」の現実とどう向

き合うか―梶原一騎の視点― 田中聡

文芸の散歩道 『尊皇歌人 佐久良東雄』小論―“戦時下

の住井すゑ論”の前進のために 1― 秦重雄

「解同」裁判40年―到達点と課題― 2 矢田事件とそれ

をめぐる動き、たたかいの原点 石川元也

人権と部落問題 770（部落問題研究所刊，2008.2）：
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2008年度一般運動方針（第1次草案）

ぶらくを読む 30 部落史入門の世界 イメージの現状 湧

水野亮輔

解放新聞 2356号（解放新聞社刊，2008.2.11）：80円

解放の文学 22 山の民の誇りを明示 トパスと『最後の

猟人』 音谷健郎

今週の1冊 『「破戒」百年物語』（宮武利正著）

解放新聞 2357号（解放新聞社刊，2008.2.18）：80円

今週の1冊 『戦後日本は戦争をしてきた』（姜尚中，小

森陽一著）

解放新聞 2358号（解放新聞社刊，2008.2.25）：80円

今週の1冊 『文章のみがき方』（辰濃和男著）

山口公博が読む 今月の本

『高田渡読本』／『旅する名前』（車育子著）／『幕末

下級武士の絵日記 その暮らしと住まいの風景を読む』

（大岡敏昭著）

解放新聞 2359号（解放新聞社刊，2008.3.3）：120円

ぶらくを読む 31 蹴鞠の技芸と工芸 湧水野亮輔

解放新聞 2360号（解放新聞社刊，2008.3.10）：80円

解放の文学 23 政治の季節の青春像―柴田翔と『されど

われらが日々―』 音谷健郎

今週の1冊 『怒らない人』（辛淑玉著）

解放新聞 2361号（解放新聞社刊，2008.3.17）：80円

第65回全国大会特集

解放新聞大阪版 1725号（解放新聞社大阪支局刊，200

8.3）：70円

部落解放同盟大阪府連合会第55回定期大会 一般活動方

針（第1次案） 討議資料

解放新聞改進版 368号（部落解放同盟改進支部刊，20

08.1.1）

取り残される底辺の子どもたち 崩壊していく教育から

子どもたちを守るために

解放新聞改進版 369号（部落解放同盟改進支部刊，20

08.1.20）

唄い継ぐこころ～私の中の「竹田の子守唄」～ 2 語り

部 楳村君江さん 上

改進地区の歴史 18

解放新聞改進版 370号（部落解放同盟改進支部刊，20

08.2）

唄い継ぐこころ～私の中の「竹田の子守唄」～ 2 語り

部 楳村君江さん 中

改進地区の歴史 19

解放新聞京都版 779号（解放新聞社京都支局刊，2008.

2.10）：70円

ホームレスの実態把握、そして支援へ 4 小林克次

解放新聞京都版 781号（解放新聞社京都支局刊，2008.

3.1）：70円

「日の丸・君が代」の強要を許さない 西暦での卒業証

書の発行を

解放新聞京都市版 194号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2007.12）：100円

『ムーブ』の差別的報道、ここが問題だ！

解放新聞京都市版 197号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2008.3）：100円

京都市環境局職員「免職撤回裁判」が結審 やっていな

い横領による処分！一日も早い職場復帰を!!

解放新聞東京版 683・684号（解放新聞社東京支局刊，

2008.1・15）：180円

浮世絵に描かれた被差別民 浦本誉至史

解放新聞兵庫版 696号（解放新聞社兵庫支局刊，2008.

1.1）：50円

兵庫における被差別部落の就労実態と課題 5 就労実態

アンケート調査結果より

解放新聞兵庫版 697号（解放新聞社兵庫支局刊，2008.

1.20）：50円

兵庫における被差別部落の就労実態と課題 6 就労実態

アンケート調査結果より

解放新聞兵庫版 698号（解放新聞社兵庫支局刊，2008.

2.5）：50円

兵庫における被差別部落の就労実態と課題 7 就労実態

アンケート調査結果より

解放新聞兵庫版 699号（解放新聞社兵庫支局刊，2008.

2.20）：50円

兵庫における被差別部落の就労実態と課題 8 就労実態

アンケート調査結果より

解放新聞兵庫版 700号（解放新聞社兵庫支局刊，2008.

3.5）：50円

兵庫における被差別部落の就労実態と課題 9 就労実態

アンケート調査結果より

解放新聞広島版 1905号（解放新聞社広島支局刊，200

8.1.23）

講演要旨 2008年解放運動の現状と展望 1 小森龍邦

解放新聞広島版 1906号（解放新聞社広島支局刊，200

8.1.30）

講演要旨 2008年解放運動の現状と展望 2 小森龍邦

語る・かたる・トーク 155（横浜国際人権センター刊，

2008.1）：500円

わたしと部落とハンセン病 28 林力

信州の近世部落の人びと 32 一把稲と旦那場 4 斎藤洋

一

同和問題再考 85 骨抜きにされた特措法 田村正男

部落差別の現実 66 部落差別の事例 2 江嶋修作

語る・かたる・トーク 156（横浜国際人権センター刊，

2008.2）：500円

わたしと部落とハンセン病 29 林力

信州の近世部落の人びと 33 一把稲と旦那場 5 斎藤洋

一

同和問題再考 86 特措法はスタートしたけれど 田村正

男

部落差別の現実 67 部落差別の事例 3 江嶋修作
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□所 在 地 〒603-8151 京都市北区小山下総町5-1 京都府部落解放センター３階

□TEL/FAX 075-415-1032

□U R L http://www.asahi-net.or.jp/~qm8m-ndmt/

□開室日時 月曜日～金曜日 第２・４土曜日 10時～17時（祝日・年末年始は休みます）

□交通機関 市営地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅（京都駅より約10分）下車 北へ徒歩２分

事務局よりお知らせ

○９頁でお知らせしていますように、今年も６月から７月にかけて「部落史連続講座 part１」を予定し
ています。今回は６月に出張講座を京都市三条コミュニティセンターで２回開催し、東三条の歴史につ
いてお話していただきます。また、祇園祭さなかの７月には「戦国時代の祇園祭」についてお話しいた
だきます。どうぞみなさん、ふるってご参加ください。
○昨年度の「部落史連続講座講演録」ができました。ご希望の方は下記までご連絡ください。

愛生 746号（長島愛生園慰安会刊，2008.2）：270円

ネタとしてハンセン病 尾崎元昭

講演録 灼熱の地で～パキスタン・アフガニスタンの現

状報告～ 中村哲

明日を拓く 71（東日本部落解放研究所刊，2007.12）：

1,050円

講演 部落解放運動が問われているもの―奈良の「不祥

事」から考える 吉田智弥

群馬県被差別部落史料―小頭三郎右衛門家文書の刊行に

ついて 松浦利貞

書評

『神奈川の部落史』（1 前近代）を読んで 大熊哲雄／

『神奈川の部落史』（「神奈川の部落史」編集委員会編）

第2部 関口寛

＜女＞について語られてきたこと 2 「おれのものだ」

という宣言をした＜人間＞から 井桁碧

本と論文 紹介と雑感 北崎豊二編著『明治維新と被差別

部落』， 服部英雄「太鼓製作と中世筥崎宮散所」

（『リベラシオン』） 藤沢靖介

跡地発 38（大阪市人権協会，大阪市立浅香人権文化セ

ンター刊，2008.1）

十人十色の部落問題 29 もう黙っていられない！団結し

だした“ハーフ”たち 水谷麻理子Caroline

大阪の部落史通信 41（大阪の部落史委員会刊，2007.

12）

森清五郎と中江兆民 八箇亮仁

新刊紹介 北崎豊二編著『明治維新と被差別民』 小林丈

広

大原社会問題研究所雑誌 591（法政大学大原社会問

題研究所刊，2008.2）：1,000円

戦前期都市社会調査における調査活動と社会事業行政職

員―京都市社会課調査を事例に 杉本弘幸

解放教育 483（解放教育研究所編，2008.2）：750円

特集 ジェンダーをめぐる新たな課題―歴史に学び未来

を拓く

元気のもとはつながる仲間 35 「差別ゆるさんど」の声、

全国に届け！―私の人生の目標として― 外川正明

元気の出る学校！ 10 伝統と革新―松原第三中学校 志

水宏吉

解放研究とっとり 10号（鳥取県部落解放研究所刊，2

008.2）1,200円

史料紹介 藩政資料「御目付日記」にみる部落とその周

辺 1 宇田川宏

舞鶴市新興部落の形成と解放への主体の形成 2～鳥取県

移住者の子孫からの聴き取りを中心に～ 國歳眞臣

同和教育の源流を求めて 郷土の同和教育史 2 融和教育

（戦前の同和教育）の部 山本寛

三明寺の歴史を探ねて 鳥取県部落解放研究所

鳥取県人権救済条例と歴史認識 部落史研究の視点から

新井宏則

解放教育 484（解放教育研究所編，2008.3）：750円

特集 2007年の教育をふりかえる―人権教育指針を中心

に

元気のもとはつながる仲間 36 厳しい立場の子どもを中

心に据えて―同和教育の基本姿勢を原則に― 外川正明

解放新聞 2353号（解放新聞社刊，2008.1.21）：80円

解放の文学 21 戦後思想をどう持続したか 大江健三郎

と『飼育』 音谷健郎

解放新聞 2354号（解放新聞社刊，2008.1.28）：80円

山口公博が読む今月の本

『されどわれらが日々』（柴田翔著）／『国家の罠 外

務省のラスプーチンと呼ばれて』（佐藤優著）／『酒止

めようかどの本能と遊ぼうか』（金子兜太著）

解放新聞 2355号（解放新聞社刊，2008.2.4）：120円

収集逐次刊行物目次（2008年1月～3月受入）

～各逐次刊行物の目次の中から部落問題関係のものを中心にピックアップしました～


