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京都部落問題

研究資料センター通信
第19号 発行日 2010年4月25日（年４回発行） 編集・発行 京都部落問題研究資料センター

2010年4月25日

2010年度部落史出張講座
―地元で学ぶ地元の歴史―

崇仁地区に関わる歴史についての講座を開催します。ふるってご参加ください。

第１回 ５月28日（金）「川の流れに人の身は ―近世 六条村の歴史―」

辻 ミチ子さん（元京都文化短期大学教授）

第２回 ６月11日（金）「柳原銀行とその時代」

重光 豊さん（柳原銀行記念資料館企画運営委員）

第３回 ６月25日（金）「柳原銀行社屋保存運動からまちづくり運動

―歴史とまちづくりの交差―」

山内 政夫さん（NPO法人崇仁まちづくりの会）

第４回 ７月９日（金）「菱野貞次と京都市政

―菱野は京都市に何を訴えたか？―」

白木 正俊さん

（京都市上下水道局琵琶湖疏水記念館研究員）

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◇時 間：午後６時30分～８時30分

◇場 所：崇仁コミュニティセンター 多目的ホール
京都市下京区上之町38 TEL：075-371-8220
ＪＲ京都駅から東へ徒歩8分（河原町塩小路東入ル）

◇参加費：無料

◇協 力：ＮＰＯ法人崇仁まちづくりの会

～参加希望の方は、当資料センターまで電話・FAX・電子メールでご連絡ください～



本
書
は
、
京
都
を
拠
点
に
各
地
の
民

俗
調
査
と
芸
能
史
の
研
究
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
山
路
興
造
氏
に
よ
る
、
待
望
の

論
集
で
あ
る
。
山
路
氏
が
、
芸
能
史
・

民
俗
芸
能
研
究
の
最
前
線
で
多
く
の
重

要
な
成
果
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
著
作
は
膨

大
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
論
集
と

し
て
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
の
は

僅
か
に
『
翁
の
座
』
の
み
で
あ
っ
た
。

公
に
さ
れ
た
論
文
は
比
較
的
入
手
の
困

難
な
報
告
書
や
機
関
誌
に
書
か
れ
た
も

の
も
多
く
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
全
貌
を

見
渡
す
こ
と
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

今
こ
う
し
て
、
氏
の
論
文
の
う
ち
京
都

の
芸
能
に
関
す
る
も
の
が
一
書
に
ま
と

め
ら
れ
た
こ
と
を
、
何
よ
り
も
心
か
ら

喜
び
た
い
。

ま
ず
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

冒
頭
の
「
序
に
か
え
て
―
月
な
み
の
京

都
」
で
は
美
し
い
文
体
で
京
都
の
四
季

が
描
か
れ
る
。
前
近
代
の
史
料
と
現
代

の
民
俗
の
間
を
軽
や
か
に
往
復
し
、
失

わ
れ
た
行
事
も
紹
介
し
な
が
ら
京
都
の

一
年
に
つ
い
て
語
る
。
単
な
る
紀
行
文

で
は
な
く
、
随
所
に
山
路
氏
に
よ
る
研

究
成
果
の
要
点
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
、

以
降
の
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
種
々

の
問
題
を
京
都
の
一
年
と
い
う
時
間
の

な
か
で
俯
瞰
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ

て
い
る
。

続
く
「
祇
園
御
霊
会
と
祇
園
祭
り
」

に
は
、
所
謂
「
祇
園
祭
」
に
関
す
る
論

文
が
集
め
ら
れ
る
。
第
一
章
「
二
つ
の

祇
園
祭
り
」
で
は
、
「
祇
園
祭
」
が
祇

園
社
の
「
御
霊
会
」
と
町
衆
に
よ
る

「
祇
園
祭
り
」
の
二
重
構
造
を
も
つ
こ

と
を
指
摘
し
、
創
始
か
ら
現
代
ま
で
の

変
遷
を
描
く
。
第
二
章
「
祇
園
御
霊
会

の
芸
能
」
は
、
羯
鼓
稚
児
へ
の
関
心
か

か

つ　

こ　

ち　

ご

ら
執
筆
さ
れ
た
も
の
。
「
祇
園
祭
」
を

神
社
と
信
仰
集
団
に
よ
る
儀
礼
と
に
区

別
す
る
必
要
性
を
指
摘
す
る
。
神
輿
渡

御
は
神
社
が
主
催
し
て
行
う
も
の
で
、

専
門
の
芸
能
が
伴
う
形
態
は
春
日
や
稲

荷
で
も
見
ら
れ
る
行
列
の
典
型
で
あ
る

と
指
摘
。
一
方
で
鉾
は
疫
神
の
神
座
と

ほ

こ

し
て
信
仰
集
団
に
よ
り
引
き
出
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、
後
に
洛
中
町
衆
の
手
で

風
流
の
精
神
で
飾
り
立
て
ら
れ
た
と
す

ふ

り

ゆ

う

る
。
ま
た
、
室
町
期
に
な
る
と
当
時
流

行
し
て
い
た
久
世
舞
を
演
じ
る
舞
台
の

く　

せ　

ま

い

つ
い
た
車
が
幕
府
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
、

久
世
舞
車
が
姿
を
消
す
と
従
来
の
鉾
と

舞
車
が
一
体
化
し
、
現
行
の
「
鉾
」
に

な
る
と
す
る
。
そ
し
て
久
世
舞
と
い
う

芸
能
は
、
女
性
だ
け
で
は
な
く
稚
児
も

行
っ
て
お
り
、
稚
児
の
主
要
な
芸
能
が

羯
鼓
稚
児
舞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鉾
の

上
で
羯
鼓
稚
児
が
舞
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
し
た
。
「
鉾
」
の
成
立
過
程
を
大

胆
に
推
測
し
た
も
の
で
、
山
路
氏
の
議

論
の
核
心
部
分
で
あ
る
。

第
三
章
「
祇
園
祭
り
の
芸
能
と
囃
子
」

は

や

し

で
は
、
祇
園
囃
子
の
変
遷
を
明
ら
か
に

す
る
。
囃
子
を
鉾
・
曳
山
・
傘
に
わ
け
、

ひ

き

や

ま

鉾
の
囃
子
は
鉾
上
で
行
わ
れ
る
稚
児
舞

を
囃
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
絵
画
資

料
か
ら
そ
の
変
遷
を
描
き
出
す
。
一
方

で
、
曳
山
は
も
と
も
と
趣
向
と
し
て
山

の
上
で
寸
劇
が
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
音

楽
も
寸
劇
を
囃
す
た
め
も
の
で
あ
っ
た

と
し
た
。
鉾
の
稚
児
や
山
の
趣
向
が
人

形
化
す
る
こ
と
で
稚
児
舞
や
寸
劇
の
囃

子
が
不
要
と
な
り
、
囃
子
が
鉾
や
山
を

動
か
す
た
め
の
も
の
に
変
容
し
、
音
が

大
き
く
聞
こ
え
や
す
い
鉦
が
中
心
に
な

か

ね

り
現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ

う
し
て
、
現
在
な
ら
誰
も
が
鉦
の
音
が

想
起
す
る
祇
園
囃
子
に
、
か
つ
て
は
鉦

が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
思
い
が

け
な
い
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
絵
画

や
文
献
の
楽
器
構
成
か
ら
、
そ
こ
で
の

演
奏
さ
れ
た
囃
子
を
推
測
し
、
生
き
生

き
と
し
た
芸
能
の
姿
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
変
遷
を
説
得
力
を
持
っ
て
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。
「
音
」
と
い
う
歴
史
研
究

の
対
象
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
を
、

絵
画
か
ら
復
元
し
て
変
遷
を
明
ら
か
に

し
た
手
際
は
実
に
鮮
や
か
だ
。
た
だ
、

初
出
論
文
で
掲
載
さ
れ
た
四
〇
点
を
超

え
る
図
版
が
大
幅
に
省
略
さ
れ
て
い
る

の
は
残
念
で
あ
っ
た
。

第
四
章
「
補
論

祇
園
祭
り
の
稚
児
舞
・

再
考
」
は
二
、
三
章
初
出
後
の
批
判
に

対
し
て
答
え
る
も
の
だ
。
主
要
な
批
判
・

疑
問
点
を
①
羯
鼓
稚
児
の
源
流
は
女
曲く

せ

舞
で
は
な
く
風
流
囃
子
物
の
羯
鼓
稚
児

ま

いで
は
な
い
か
、
②
鉾
の
舞
台
は
曲
舞
車

と
は
別
で
は
な
い
か
、
③
羯
鼓
稚
児
舞

は
語
り
を
主
体
と
し
た
曲
舞
で
は
な
く

稚
児
舞
楽
や
延
年
な
ど
の
系
統
で
は
な

い
か
、
と
整
理
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

①
は
囃
子
物
の
稚
児
は
「
踊
り
」
の
系

統
で
あ
り
、
一
方
で
鉾
上
の
羯
鼓
稚
児

は
「
舞
」
で
あ
り
、
「
踊
り
」
と
は
系
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本
の
紹
介

山
路
興
造
著

『
京
都

芸
能
と
民
俗
の
文
化
史
』村

上

紀

夫



譜
が
異
な
る
と
反
論
す
る
。
②
の
舞
車

の
問
題
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
も
あ

る
こ
と
を
認
め
る
が
、
多
賀
社
参
詣
曼

荼
羅
の
舞
車
を
批
判
の
根
拠
と
す
る
こ

と
に
対
し
て
は
、
他
所
の
舞
車
を
例
に

反
論
す
る
。
異
論
を
認
め
つ
つ
も
自
説

を
修
正
、
補
強
し
て
今
後
の
研
究
に
ゆ

だ
ね
て
い
る
。

五
章
「
室
町
幕
府
と
祇
園
祭
り
」
で

は
、
女
曲
舞
の
賀
歌
と
幕
府
の
関
係
な

ど
か
ら
、
曲
舞
車
は
「
新
参
の
京
都
支

配
者
で
あ
っ
た
室
町
幕
府
が
パ
ト
ロ
ン

と
な
っ
て
、
新
た
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
」

と
推
測
す
る
。
山
鉾
を
女
曲
舞
の
舞
車

に
始
ま
る
と
す
る
氏
の
議
論
で
は
、
鉾

を
神
聖
視
し
て
女
性
を
乗
せ
な
い
禁
忌

が
問
題
に
な
る
が
、
六
章
「
祇
園
祭
り

の
鉾
と
女
性
」
で
元
和
年
間
の
「
洛
中

洛
外
図
屏
風
」
に
描
か
れ
た
鉾
に
多
く

の
女
性
が
乗
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
鉾
に
女
性
が
乗
る
こ
と
が
古
く
か

ら
忌
避
さ
れ
て
い
た
と
い
う
先
入
観
を

覆
す
も
の
だ
。
七
章
「
も
う
一
つ
の
鉾

祭
り
」
は
、
祇
園
祭
以
外
に
も
鉾
祭
り

が
洛
中
洛
外
で
行
わ
れ
、
現
在
も
近
郊

農
村
部
で
古
い
か
た
ち
が
伝
承
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
う
し
た
山
路
氏
の
一
連
の
研
究
に

よ
り
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
祇

園
祭
の
変
遷
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
羯

鼓
稚
児
舞
や
久
世
舞
と
い
っ
た
芸
能
か

ら
迫
る
の
は
、
政
治
史
や
経
済
史
の
視

点
か
ら
は
出
て
こ
な
い
、
山
路
氏
な
ら

で
は
の
切
り
口
で
あ
る
と
い
え
る
。
近

年
、
中
世
の
祇
園
会
に
つ
い
て
盛
ん
に

論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
山
路

氏
が
祇
園
祭
の
構
造
を
整
理
し
、
神
社
・

町
衆
に
加
え
室
町
幕
府
な
ど
の
関
与
を

示
す
論
点
を
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
民

俗
学
と
、
中
世
史
の
な
か
で
論
じ
ら
れ

た
中
世
都
市
論
や
町
衆
論
の
視
点
、
さ

ら
に
芸
能
史
な
ど
の
議
論
を
共
通
の
土

俵
で
議
論
す
る
下
地
が
作
ら
れ
、
の
ち

の
研
究
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
も

で
き
る
。

続
く
「
京
都
の
民
俗
芸
能
」
の
第
一

章
「
大
念
仏
狂
言
考
」
で
は
、
念
仏
会

と
し
て
の
大
念
仏
と
大
念
仏
狂
言
と
を

混
同
し
た
り
、
壬
生
を
中
心
に
論
じ
た

大
念
仏
狂
言
に
関
す
る
先
行
研
究
を
修

正
す
る
。
ま
ず
大
念
仏
会
と
狂
言
を
区

別
し
、
大
念
仏
会
は
鎌
倉
中
期
以
降
、

融
通
大
念
仏
勧
進
の
僧
に
よ
り
広
め
ら

れ
、
京
都
の
庶
民
の
集
ま
る
寺
院
で
行

わ
れ
て
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
隆
盛

を
迎
え
た
も
の
と
し
、
大
念
仏
会
と
狂

言
の
始
ま
り
は
別
に
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
。
大
念
仏
会
の
な
か
で
狂

言
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
や
絵

画
か
ら
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
千
本

焔
魔
堂
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
千
本
・

壬
生
・
嵯
峨
の
各
寺
院
で
行
わ
れ
る
狂

言
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章
「
六
斎
念
仏
考
」
で
六
斎
念

仏
に
つ
い
て
論
じ
る
。
南
北
朝
か
ら
室

町
期
に
か
け
て
成
立
し
た
「
六
斎
衆
」

が
念
仏
を
修
す
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち

に
干
菜
寺
（
光
福
寺
）
が
六
斎
念
仏
衆
を

ほ

し

な

支
配
す
る
が
、
京
都
近
郊
村
落
の
六
斎

念
仏
が
盆
に
町
ま
わ
り
を
始
め
る
と
、

次
第
に
芸
能
化
し
て
干
菜
寺
と
は
溝
を

生
じ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
干
菜
寺
か

ら
離
れ
た
集
団
を
空
也
堂
が
支
配
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
京
都

の
芸
能
六
斎
に
も
鉦
の
曲
に
は
他
地
域

の
六
斎
と
も
共
通
す
る
も
の
が
伝
わ
っ

て
お
り
、
六
斎
念
仏
が
、
芸
能
の
行
き

交
う
京
都
な
ら
で
は
の
発
展
を
遂
げ
た

も
の
が
芸
能
六
斎
で
あ
る
と
す
る
。

な
お
、
山
路
氏
は
干
菜
寺
や
空
也
堂

の
存
在
を
「
信
仰
的
支
柱
」
「
精
神
的

支
柱
」
と
表
現
す
る
が
、
近
年
の
芸
能

者
や
宗
教
者
に
対
す
る
近
世
的
本
所
支

配
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
六
斎

衆
と
干
菜
寺
・
空
也
寺
と
の
関
係
に
は

精
神
面
だ
け
で
は
な
い
、
現
実
的
利
害

も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
「
や
す
ら
い
花
考
」
は
、
平

安
期
の
政
治
状
況
と
の
関
係
で
「
や
す

ら
い
花
」
を
論
じ
る
河
音
能
平
氏
の
研

究
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ
る
。
河
音

説
に
理
解
は
示
し
つ
つ
も
、
政
治
的
に

つ
く
ら
れ
た
単
発
の
行
事
は
定
例
化
し

な
い
と
し
、
「
や
す
ら
い
花
」
の
形
態

も
音
楽
も
既
存
の
も
の
で
、
基
本
的
に

は
政
治
的
意
図
に
関
わ
り
な
く
、
既
に

存
在
し
て
い
た
疫
神
に
対
す
る
民
俗
が

原
動
力
で
あ
る
と
見
る
。
こ
の
あ
た
り

が
、
政
治
的
事
件
を
画
期
と
し
て
明
確

な
始
点
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
政
治
史

と
、
下
地
に
民
俗
の
心
意
を
想
定
し
て

始
点
を
無
限
遠
に
設
定
す
る
民
俗
芸
能

の
視
点
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
重
ね
て
氏

は
「
や
す
ら
い
花
」
は
平
安
期
か
ら
続

い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
郷
民
の
祭

り
と
し
て
室
町
期
に
囃
子
物
と
し
て
再

出
発
し
、
近
世
に
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の

歌
は
う
た
わ
れ
ず
、
現
在
の
も
の
は
明

治
期
に
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
第
四
章
「
松
尾
大
社
の
御
田
植

祭
り
」
で
は
、
松
尾
社
の
御
田
植
祭
に

つ
い
て
、
進
行
や
氏
子
の
関
わ
り
方
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
現
況
に
つ
い
て

も
触
れ
る
。

次
の
「
京
都
芸
能
史
考
」
の
第
一
章

「
山
城
国
一
宮
賀
茂
社
の
御
戸
代
神
事
」

み

と

し

ろ

も
田
植
神
事
に
つ
い
て
の
も
の
だ
。
御

戸
代
神
事
が
諸
国
の
一
宮
で
行
わ
れ
て

い
た
勧
農
儀
礼
と
し
て
の
田
植
え
神
事

で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
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第
二
章
「
貴
船
の
さ
さ
神
輿
考
」
で

は
、
上
京
の
子
ど
も
が
「
さ
さ
神
輿
」

と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
神
輿
を
か
く
行
事

に
つ
い
て
論
じ
る
。
『
日
次
紀
事
』
か

ひ

な

み

き

じ

ら
、
一
六
世
紀
の
後
奈
良
天
皇
の
時
に

流
行
病
で
多
く
の
子
ど
も
が
死
ん
だ
際

に
、
貴
船
社
を
鎮
め
る
た
め
に
行
わ
れ

た
行
事
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
紹
介
し
、

続
い
て
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
な
ど
の
絵

画
資
料
で
一
六
世
紀
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
『
山
城
四

季
物
語
』
に
「
弘
治
二
年
」
開
始
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
同
時

代
資
料
か
ら
確
か
に
弘
治
二
年
に
疱
瘡

で
多
く
の
子
ど
も
が
死
ん
で
い
た
事
実

を
明
ら
か
に
し
、
さ
さ
神
輿
の
成
立
を

弘
治
二
年
と
す
る
伝
承
は
史
実
を
反
映

し
て
い
る
と
推
定
す
る
。
す
る
と
、
さ

さ
神
輿
の
有
無
は
上
杉
本
洛
中
洛
外
図

や
風
俗
画
な
ど
の
絵
画
資
料
の
成
立
年

代
を
判
定
す
る
材
料
に
も
な
り
う
る
と

指
摘
し
て
い
る
。

地
誌
や
随
筆
を
歴
史
史
料
と
し
て
積

極
的
に
活
用
す
る
方
法
に
は
、
私
自
身

も
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
初
出
論
文
を

読
ん
だ
時
は
そ
の
鮮
や
か
さ
に
大
き
な

衝
撃
を
受
け
た
。
た
だ
問
題
は
、
約
百

年
後
の
地
誌
が
弘
治
二
年
と
い
う
年
代

ま
で
正
確
に
史
実
を
伝
え
て
い
る
か
ど

う
か
で
あ
る
。
疱
瘡
流
行
と
い
う
文
献

の
記
載
と
地
誌
の
伝
承
、
絵
画
の
推
定

成
立
年
代
の
一
致
か
ら
、
絶
対
年
代
を

設
定
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

絵
画
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
美

術
史
に
不
案
内
な
評
者
は
発
言
を
控
え

た
い
。
弘
治
二
年
当
時
の
文
献
に
疱
瘡

流
行
の
事
実
が
見
え
る
点
だ
が
、
『
山

城
四
季
物
語
』
の
さ
さ
神
輿
に
関
す
る

伝
承
で
は
「
疱
瘡
」
で
は
な
く
「
咳
逆

疫
病
」
（
あ
る
い
は
小
児
喘
息
だ
ろ
う
か
）

で
あ
り
、
状
況
証
拠
と
し
て
採
用
す
る

に
は
若
干
の
不
安
が
残
る
。
ま
た
、

『
日
次
紀
事
』
の
著
者
黒
川
道
祐
は
、

『
遠
碧
軒
記
』
に
「
小
狭
輿
の
事
に
今

一
説
有
、
田
舎
に
て
老
婆
を
ち
や
と
云
、

後
奈
良
院
の
と
き
に
、
貴
布
禰
よ
り
狂

婆
来
る
を
、
洛
中
の
小
児
驚
て
ち
ゃ
あ

ち
ゃ
あ
が
来
る
と
云
て
、
逃
奔
て
は
其

ま
ゝ
疫
を
や
む
。
于
時
こ
れ
は
貴
布
禰

た
ゝ
り
と
て
、
小
き
神
輿
を
造
か
き
あ

り
き
て
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ゝ
各
平
癒
す
。

そ
れ
故
に
ち
や
あ
ち
や
あ
こ
し
と
い
う

事
と
云
な
り
」
と
別
の
伝
承
を
載
せ
る
。

「
貴
布
禰
の
神
の
祟
」
に
後
奈
良
天
皇

が
「
宣
下
あ
り
て
、
疫
病
を
は
ら
は
せ
」

た
こ
と
を
創
始
と
す
る
と
い
う
伝
承
も

確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
山

路
氏
の
地
誌
と
文
献
・
絵
画
を
リ
ン
ク

さ
せ
る
手
法
に
魅
力
を
感
じ
る
が
、
不

安
定
な
根
拠
に
相
互
依
存
し
、
際
ど
い

均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
状
況
に
思
え
て

し
ま
う
。
『
日
次
紀
事
』
に
「
貴
船
狭

小
神
輿
」
を
「
一
説
是
誤
、
幸
神
神
輿
」

と
し
て
い
る
よ
う
に
祭
神
が
曖
昧
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
貴
船
神
社
や
幸
神
社
と

は
無
関
係
な
、
上
京
の
子
ど
も
に
よ
る

行
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

伝
存
す
る
神
輿
が
「
特
定
の
神
社
に
保

管
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
町
組
に
よ
っ

て
当
番
で
管
理
」
す
る
こ
と
も
そ
れ
を

裏
書
き
す
る
。
一
六
世
紀
半
ば
頃
に
神

社
と
は
無
関
係
に
上
京
の
子
ど
も
の
間

で
流
行
神
を
祀
り
神
輿
を
か
く
行
事
が

始
ま
っ
た
と
い
う
程
度
の
結
論
に
と
ど

め
て
お
い
た
方
が
無
難
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

最
後
の
「
京
都
の
民
俗
行
事
」
の

「
京
都
の
盆
行
事
」
と
「
京
都
の
盆
踊

り
と
民
俗
行
事
」
は
盆
行
事
や
烏
帽
子

着
・
修
正
会
な
ど
に
つ
い
て
の
報
告
で

お

こ

な

い

あ
る
。
報
告
書
の
原
稿
と
し
て
書
か
れ

た
も
の
だ
が
、
単
な
る
事
例
報
告
に
と

ど
ま
ら
ず
、
史
料
に
も
と
づ
く
検
討
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
京
都
の

盆
行
事
」
に
つ
い
て
、
「
収
録
論
文
解

題
」
で
は
一
九
八
八
年
の
無
形
文
化
財

記
録
作
成
時
に
執
筆
し
た
原
稿
で
、
初

出
は
一
九
九
八
年
『
無
形
の
民
俗
文
化

財
記
録
』
と
す
る
が
、
一
九
九
二
年
の

『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
一
〇
号

で
既
に
公
に
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
や
や
詳
し
く
内
容
を
見
て
き

た
。
著
者
の
手
法
は
芸
能
や
民
俗
を
歴

史
的
背
景
の
な
か
で
理
解
し
、
そ
の
歴

史
的
な
変
遷
や
そ
れ
を
受
容
し
た
社
会

像
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
そ

の
た
め
、
氏
の
研
究
は
芸
能
・
民
俗
の

み
な
ら
ず
、
歴
史
学
に
も
多
大
な
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
。

山
路
氏
は
「
「
芸
能
」
の
機
能
と
類

型
」
（
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
８
』
）
に
お

い
て
、
芸
能
研
究
の
原
点
は
、
昭
和
三

〇
年
代
に
旅
先
の
村
で
見
た
祭
の
体
験

や
戦
争
直
後
の
焼
け
野
原
で
見
た
芸
者

衆
の
総
踊
り
の
記
憶
で
あ
り
、
民
俗
芸

能
調
査
で
は
常
に
「
芸
能
」
の
機
能
と

そ
の
力
を
考
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
う

し
た
体
験
が
、
芸
態
よ
り
も
芸
能
を
受

け
入
れ
た
社
会
や
芸
能
を
必
要
と
し
た

共
同
体
の
側
へ
関
心
を
向
か
わ
せ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
芸
態
に

無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な

い
。
『
五
来
重
宗
教
民
俗
集
成
５
』
の

「
解
説
」
で
、
「
芸
能
史
を
考
え
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
が
持
つ
芸

態
の
具
体
像
を
し
っ
か
り
と
頭
に
思
い

描
く
、
す
な
わ
ち
、
時
代
に
生
き
る
芸

能
の
実
態
を
、
映
像
と
し
て
頭
の
な
か

で
動
か
し
、
そ
れ
に
熱
狂
す
る
民
衆
像

を
、
文
化
史
の
上
に
定
着
さ
れ
る
こ
と
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に
こ
だ
わ
っ
て
」
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

山
路
氏
は
歴
史
的
手
法
で
社
会
生
活
の

な
か
の
文
化
現
象
と
し
て
芸
能
を
見
る

「
環
境
論
」
で
は
、
「
周
縁
の
環
境
や

時
代
相
は
明
ら
か
に
で
き
て
も
、
芸
態

そ
の
も
の
に
迫
る
こ
と
は
難
し
い
」
と

い
う
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
多
く
の
民
俗
芸
能
を
実
見
し
て

い
る
山
路
氏
は
、
史
料
や
絵
画
に
出
て

く
る
芸
能
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
な

が
ら
、
芸
能
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
政
治
史
や
経
済
史
か
ら
、

社
会
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
芸
能

を
見
る
の
で
は
な
く
、
芸
能
の
変
遷
を

明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
変
化
を
も
た

ら
し
た
社
会
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
論
じ

て
い
る
点
が
特
徴
だ
。

こ
う
し
た
方
法
論
に
つ
い
て
、
山
路

氏
は
前
掲
「
解
説
」
で
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。
関
東
で
学
生
の
頃
か
ら
民
俗

芸
能
を
調
査
し
て
い
た
氏
は
、
調
査
成

果
を
ど
の
よ
う
に
学
問
と
す
る
か
悩
ん

で
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

五
来
重
氏
の
論
文
「
芸
能
史
と
民
俗
芸

能
」
（
初
出
は
『
芸
能
史
研
究
』
第
二
号
）

と
出
会
っ
た
。
五
来
氏
は
、
民
俗
芸
能

は
文
献
上
の
芸
能
や
古
典
芸
能
と
交
渉

が
あ
り
、
「
芸
能
史
研
究
に
民
俗
学
を

も
ち
い
る
こ
と
は
常
識
」
と
断
じ
て
い

た
。
民
俗
学
的
方
法
に
懐
疑
的
だ
っ
た

山
路
氏
は
、
「
民
俗
学
と
歴
史
学
の
ド
ッ

キ
ン
グ
、
そ
れ
も
芸
態
に
関
す
る
文
献

史
料
の
少
な
い
芸
能
史
の
分
野
に
、
地

方
に
残
る
民
俗
芸
能
を
説
得
力
有
る
資

料
と
し
て
援
用
し
、
ま
た
逆
に
、
地
方

伝
承
の
民
俗
芸
能
研
究
に
、
中
央
に
残

さ
れ
た
文
献
史
料
を
使
っ
て
、
そ
の
伝

播
や
変
容
の
歴
史
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
」
す
る
と
と
も
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
人
が
熱
狂
し
た
芸
能
の
具
体
的
姿

を
描
き
出
し
た
日
本
芸
能
史
が
書
」
き

た
い
と
「
若
き
心
を
躍
ら
せ
た
」
と
い

う
。
本
格
的
な
芸
能
史
研
究
が
始
ま
ろ

う
と
し
て
い
た
関
西
の
動
向
に
強
い
影

響
を
受
け
た
山
路
氏
は
、
関
東
か
ら
京

都
に
活
動
の
拠
点
を
移
し
、
多
く
の
成

果
を
世
に
問
う
た
の
で
あ
っ
た
。
本
書

を
見
る
と
、
確
か
に
文
献
史
料
と
民
俗

芸
能
を
駆
使
し
て
芸
能
史
を
描
く
と
と

い
う
「
若
き
心
」
に
抱
か
れ
た
目
標
が

見
事
に
実
現
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。

こ
れ
は
、
京
都
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド

と
の
邂
逅
が
成
功
に
導
い
た
面
も
あ
る

だ
ろ
う
。
長
く
都
が
置
か
れ
た
京
都
は
、

芸
能
に
関
す
る
も
の
は
決
し
て
多
い
と

は
言
え
な
い
が
古
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
の
史
料
の
量
は
や
は
り
群
を
抜
い
て

い
る
。
そ
の
上
、
洛
中
洛
外
図
や
風
俗

図
な
ど
の
絵
画
も
残
る
。
そ
し
て
近
世

に
は
年
中
行
事
を
日
毎
に
記
し
た
『
日

次
紀
事
』
と
い
う
希
有
な
史
料
が
残
り
、

近
代
に
お
い
て
も
戦
前
に
京
都
の
宮
座

や
講
の
行
事
を
記
し
た
井
上
頼
寿
『
京

都
古
習
志
』
が
あ
り
、
戦
後
に
失
わ
れ

た
行
事
も
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
か
る
条
件
に
恵
ま
れ
た
こ
と
で
、
史

料
に
よ
り
行
事
の
変
遷
を
長
期
に
わ
た
っ

て
追
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
諸
史
料
を

芸
能
史
料
と
し
て
駆
使
す
る
手
法
そ
の

も
の
が
山
路
氏
ら
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
山
路
氏
の
研
究
は
、

そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
多
く
の
事
実

に
加
え
、
方
法
論
も
含
め
て
評
価
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
近
世
史
に
関
心
が
あ
る
評
者

と
し
て
は
、
全
体
的
に
躍
動
的
に
叙
述

さ
れ
た
中
世
に
比
べ
、
近
世
の
評
価
が

相
対
的
に
低
い
こ
と
が
気
に
か
か
っ
た
。

中
世
は
、
町
衆
の
経
済
的
発
展
と
共
同

体
の
成
熟
が
風
流
踊
り
や
祇
園
祭
の
よ

う
な
祭
や
芸
能
を
発
展
さ
せ
る
と
積
極

的
に
評
価
さ
れ
る
が
、
近
世
は
近
郊
農

村
の
芸
能
や
大
念
仏
狂
言
を
取
り
入
れ

た
近
松
の
手
法
な
ど
を
除
け
ば
、
概
し

て
消
極
的
な
評
価
で
あ
る
。
例
え
ば
、

祇
園
会
の
稚
児
舞
や
風
流
踊
り
の
形
骸

化
、
女
性
を
め
ぐ
る
タ
ブ
ー
の
発
生
、

千
本
閻
魔
堂
の
特
色
喪
失
な
ど
で
あ
る
。

多
岐
に
わ
た
る
豊
か
な
論
旨
を
、
印
象

論
に
基
づ
い
て
単
純
化
し
て
批
判
す
る

こ
と
は
慎
ま
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
『
翁
の
座
』
の
序
を
見
る
と
、

こ
う
し
た
整
理
も
当
た
ら
ず
と
も
遠
か

ら
ず
と
い
え
そ
う
な
の
だ
。
氏
は
芸
能

の
本
質
を
一
回
性
に
あ
る
と
し
、
時
と

場
を
共
有
し
た
者
の
共
感
を
重
視
す
る
。

そ
こ
で
人
の
耳
目
を
驚
か
せ
る
一
回
性

に
本
質
を
求
め
た
美
意
識
で
あ
る
「
風

流
」
を
中
世
文
化
を
解
く
鍵
と
見
る
。

そ
の
上
で
、
近
世
に
「
風
流
」
の
精
神

は
歌
舞
伎
な
ど
を
除
け
ば
「
封
建
体
制

の
な
か
で
影
を
薄
め
て
い
く
」
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
「
風
流
」
を
中
心
に
芸
能

を
見
れ
ば
、
確
か
に
芸
能
が
固
定
化
す

る
こ
と
は
「
形
骸
化
」
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
山
路
氏
の
よ

う
な
芸
能
や
文
化
の
創
造
や
変
容
を
歴

史
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
社
会

を
照
射
す
る
方
法
論
で
は
、
芸
能
が
固

定
化
し
た
近
世
社
会
は
必
然
的
に
停
滞

し
た
社
会
と
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
貴
族
や
室
町
幕
府
が
衰

退
し
た
頃
に
町
衆
の
経
済
的
発
展
と
共

同
体
の
成
熟
が
「
風
流
」
を
生
む
が

「
封
建
体
制
」
に
よ
っ
て
停
滞
せ
し
め

ら
れ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
民
衆
自
治
が

戦
国
期
に
一
向
一
揆
や
自
由
都
市
堺
と

し
て
高
ま
り
を
見
せ
る
が
、
近
世
に
は
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武
家
に
屈
服
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
戦

後
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
歴
史
観
を

無
意
識
に
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
て
し
ま
う
。

「
風
流
」
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、

「
固
定
」
は
形
骸
化
で
あ
り
、
「
創
造

性
の
喪
失
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
見

す
れ
ば
「
固
定
化
」
し
た
よ
う
に
見
え

る
社
会
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と

が
、
政
治
史
や
経
済
史
な
ら
ぬ
民
俗
学

や
文
化
史
・
社
会
史
の
手
法
で
あ
れ
ば

可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
風
流
踊
り
の
流
行
歌
謡
の
移
入

や
、
六
斎
念
仏
が
様
々
な
芸
能
と
の
交

流
か
ら
芸
能
六
斎
を
生
ん
だ
こ
と
、
近

松
が
作
品
中
に
壬
生
の
大
念
仏
狂
言
を

趣
向
と
し
た
こ
と
の
よ
う
な
、
い
わ
ば

文
化
の
坩
堝
と
も
い
う
べ
き
社
会
の
な

か
で
相
互
に
影
響
し
合
い
化
学
反
応
を

起
こ
す
状
況
を
、
文
化
創
造
の
ひ
と
つ

の
形
態
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
。
多
様
な
情
報
が
行
き
交
う

な
か
で
、
芸
能
や
メ
デ
ィ
ア
の
直
接
・

間
接
の
交
流
を
積
極
的
に
評
価
す
る
な

ら
ば
、
近
世
も
違
っ
た
見
え
方
を
し
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
は

「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
山
路
氏
が
新
た
な
角
度
か
ら
光

を
あ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
中
世
像
の
鮮

や
か
さ
を
見
る
に
つ
け
、
中
世
と
同
じ

よ
う
に
新
し
い
近
世
像
が
描
け
な
い
か

と
思
わ
ず
に
は
い
わ
れ
な
い
。
無
論
、

こ
れ
は
山
路
氏
だ
け
に
求
め
る
こ
と
で

は
な
く
、
私
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
課
題

で
も
あ
る
。

以
上
、
拙
い
紹
介
に
終
始
し
た
。
実

は
、
評
者
も
氏
が
代
表
を
務
め
る
芸
能

史
研
究
会
な
ど
で
ご
指
導
い
た
だ
い
て

い
る
。
研
究
会
で
は
氏
の
ご
意
見
に
対

し
て
、
何
か
違
っ
た
新
し
い
こ
と
を
言

え
な
い
か
と
論
戦
を
挑
む
の
だ
が
、
い

つ
も
論
破
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た

意
味
で
私
自
身
に
と
っ
て
は
前
に
立
ち

は
だ
か
る
大
き
な
壁
で
あ
る
。
事
務
局

か
ら
本
書
の
紹
介
を
ご
依
頼
頂
い
た
際

に
は
躊
躇
し
た
が
、
今
回
は
敢
え
て
胸

を
借
り
る
つ
も
り
で
紹
介
を
さ
せ
て
頂

い
た
。
誤
読
や
理
解
不
足
の
た
め
的
は

ず
れ
な
批
判
も
あ
ろ
う
し
、
紹
介
の
域

を
超
え
た
部
分
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
遙
か
彼
方
を
駈
け
る
山
路
氏
の

後
を
青
息
吐
息
で
追
い
か
け
る
後
進
に

よ
る
精
一
杯
の
「
挑
戦
」
と
し
て
ご
容

赦
い
た
だ
き
た
い
。

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
Ａ
五
判
、

三
六
八
頁
、
七
五
〇
〇
円
＋
税
）

「
路
地
を
旅
す
る
」
と
い
う
と
、
ひ

と
こ
ろ
の
赤
瀬
川
原
平
た
ち
が
や
っ
て

い
た
路
上
観
察
学
と
か
、
テ
レ
ビ
だ
と

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ブ
ラ
タ
モ
リ
」
み
た
い
な

も
の
を
思
い
出
し
た
。
な
ん
と
な
く
、

日
本
各
地
の
下
町
の
路
地
を
歩
き
な
が

ら
、
「
ま
だ
、
江
戸
情
緒
が
残
っ
て
い

ま
す
ね
ぇ
」
と
い
う
類
の
も
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
本
書
は
そ
う
で
は
な
い
。

こ
こ
で
の
「
路
地
」
と
は
被
差
別
部
落

の
こ
と
で
、
中
上
健
次
が
被
差
別
部
落

を
「
路
地
」
と
よ
ん
だ
の
に
倣
い
、
著

者
も
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

著
者
は
、
大
阪
更
池
の
出
身
。
「
独
り

で
旅
す
る
な
か
で
路
地
を
見
つ
め
直
し

た
い
」
と
思
い
旅
を
は
じ
め
、
そ
の
旅

は
「
路
地
と
路
地
と
を
つ
な
ぐ
糸
と
糸

を
た
ど
る
よ
う
な
旅
で
も
あ
っ
た
」
と

い
う
。

ま
ず
は
、
筆
者
の
故
郷
で
あ
る
大
阪

は
、
「
第
一
章

ル
ー
ツ
―
大
阪
・
更
池

物
語
」
で
語
ら
れ
る
。

更
池
は
食
肉
業
の
土
地
で
、
父
は
、

商
売
の
た
め
な
ら
共
産
党
か
ら
部
落
解

放
同
盟
、
同
和
会
は
て
は
極
道
ま
で
も

利
用
し
て
い
た
。
節
操
が
な
い
と
い
う

も
の
で
は
な
い
、
行
政
か
ら
の
保
護
を

う
け
な
が
ら
生
活
し
て
い
く
だ
け
で
は

生
活
は
成
り
立
た
ず
、
そ
れ
以
外
の

「
別
種
の
才
覚
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。

父
の
才
覚
は
「
路
地
の
中
で
も
と
て
も

評
判
が
悪
か
っ
た
が
、
本
人
は
そ
れ
を

何
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」
こ
と
だ
っ

た
。団

地
の
中
で
は
犬
は
飼
っ
て
は
い
け

な
か
っ
た
が
「
そ
ん
な
こ
と
は
皆
お
構

い
な
し
」
。
母
は
無
免
許
で
「
更
池
の

中
だ
け
は
良
い
と
い
う
独
自
の
ル
ー
ル
」

で
原
付
を
運
転
し
て
い
た
と
い
う
。
幼

い
頃
の
思
い
出
は
、
ド
ブ
川
に
突
っ
伏

し
て
死
ん
だ
牡
牛
や
障
が
い
者
で
車
い

す
の
「
車
イ
ス
隊
長
」
だ
っ
た
り
、
保

育
所
の
二
階
か
ら
三
輪
車
で
滑
り
降
り

投
げ
出
さ
れ
て
気
絶
し
た
こ
と
、
銭
湯

に
行
か
ず
団
地
の
ベ
ラ
ン
ダ
で
簡
易
バ

ス
タ
ブ
に
入
っ
た
こ
と
、
狭
山
の
ゼ
ッ

ケ
ン
登
校
で
さ
え
「
ち
ょ
っ
と
し
た
お

祭
り
騒
ぎ
で
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
。
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「
第
二
章

最
北
の
路
地
」
は
、
八
戸
、

弘
前
、
秋
田
だ
。

八
戸
に
は
寛
文
年
間
に
別
の
地
域
か

ら
皮
革
職
人
と
し
て
請
わ
れ
、
移
住
し

た
の
が
路
地
の
始
ま
り
と
い
う
。
文
政

期
に
は
、
加
賀
藩
か
ら
も
う
一
軒
皮
革

職
人
を
移
住
さ
せ
、
明
治
初
年
に
は
八

軒
・
五
四
人
ま
で
に
な
っ
た
が
、
現
在

で
は
消
滅
し
て
い
る
と
い
う
。

弘
前
で
は
、
小
林
と
谷
口
の
二
人
の

太
鼓
職
人
か
ら
話
を
聞
く
。
津
軽
の
太

鼓
は
馬
皮
を
使
う
と
い
う
。
音
が
軽
い

か
ら
ね
ぷ
た
に
い
い
の
だ
そ
う
だ
。
皮

の
毛
抜
き
は
臭
気
が
凄
く
、
差
別
な
ど

は
な
い
が
、
「
孫
が
臭
い
っ
て
言
っ
て

来
な
く
な
る
」
の
だ
そ
う
だ
。

弘
前
に
は
「
追
掛
稲
荷
」
が
あ
る
と

い
う
。
こ
の
稲
荷
は
「
長
吏
乞
食
頭

追
掛
長
助
」
を
祀
る
。
こ
の
長
助
の
由

来
は
、
た
し
か
『
編
年
差
別
史
資
料
集

成
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
覚
え

て
い
る
が
、
ま
さ
か
弘
前
に
長
助
の
稲

荷
社
が
あ
る
な
ん
て
こ
と
を
思
っ
て
も

み
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
は
正
直
驚

い
た
。
こ
ん
な
現
地
に
行
っ
て
し
か
分

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

秋
田
の
路
地
は
「
茨
城
県
か
ら
左
遷

さ
れ
た
大
名
、
佐
竹
義
宣
に
従
っ
て
き

た
者
た
ち
が
始
祖
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、

も
と
も
と
港
の
方
に
い
た
中
世
か
ら
続

く
エ
タ
た
ち
も
合
流
」
し
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。
少
な
い

記
録
に
よ
れ
ば
、
城
下
町
周
辺
に
あ
っ

た
路
地
は
、
皮
細
工
の
店
が
並
び
、
袋

物
や
雪
靴
・
足
袋
を
軒
先
に
並
べ
て
い

た
と
い
う
。
二
五
年
程
前
に
は
秋
田
の

路
地
は
「
太
鼓
、
は
く
製
、
精
肉
、
靴

製
造
な
ど
の
店
が
集
中
」
し
て
い
た
が
、

現
在
で
は
閑
静
な
住
宅
街
へ
と
変
貌
し
、

面
影
が
残
る
の
は
二
軒
の
肉
屋
く
ら
い

だ
と
い
う
。

市
内
か
ら
移
転
し
た
皮
職
人
の
津
島

さ
ん
は
、
現
在
で
は
太
鼓
の
製
造
と
剥

製
を
生
業
と
す
る
。
太
鼓
は
夏
場
、
冬

に
剥
製
を
作
る
。
津
島
さ
ん
の
太
鼓
皮

は
、
自
分
で
屠
場
か
ら
仕
入
れ
、
自
分

で
な
め
す
。
馬
皮
に
は
違
い
が
な
い
が
、

牛
皮
は
黒
毛
和
牛
の
牝
が
一
番
上
等
だ

そ
う
だ
。
肉
も
黒
毛
和
牛
が
う
ま
い
か

ら
、
皮
と
関
係
が
あ
る
の
か
と
思
っ
て

し
ま
う
。
郊
外
に
移
転
し
て
き
た
の
は
、

臭
い
が
す
る
と
苦
情
が
あ
り
、
そ
れ
で

今
の
場
所
に
引
っ
越
し
た
と
い
う
。
弟

子
に
な
る
に
は
、
一
五
〇
万
円
。
太
鼓

一
ヶ
月
で
一
〇
〇
万
円
、
剥
製
一
〇
回

分
で
五
〇
万
円
と
い
う
。
う
ー
ん
、
こ

れ
が
高
い
の
か
、
安
い
の
か
。

「
第
三
章

地
霊
」
は
、
ち
ょ
っ
と
お
ど

ろ
お
ど
ろ
し
い
タ
イ
ト
ル
で
、
こ
こ
で

の
路
地
は
東
京
と
滋
賀
。

東
京
墨
田
区
に
は
、
皮
な
め
し
工
場

や
石
鹸
や
ラ
ー
ド
を
扱
う
油
脂
工
場
が

二
〇
軒
程
あ
る
。
そ
の
た
め
、
以
前
に

は
「
あ
の
臭
い
と
こ
ろ
」
と
い
わ
れ
て

い
た
。
輸
入
皮
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に

よ
り
、
一
〇
〇
軒
程
あ
っ
た
工
場
は
激

減
し
た
と
い
う
。
東
京
の
ガ
イ
ド
は
木

口
く
ん
と
い
う
資
材
工
場
に
勤
め
る
青

年
だ
。

墨
田
で
は
、
戦
後
東
北
か
ら
の
移
住

者
が
多
く
、
二
三
区
の
路
地
に
住
む
多

く
の
人
は
路
地
と
は
直
接
関
係
な
い
と

い
う
。
実
際
木
口
く
ん
の
父
親
も
集
団

就
職
で
福
島
県
か
ら
出
稼
ぎ
に
来
た
ら

し
い
。
ま
た
、
皮
工
場
に
就
職
す
る
日

本
人
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
従
業
員
は

セ
ネ
ガ
ル
や
ガ
ー
ナ
の
ア
フ
リ
カ
人
が

多
い
と
い
う
。
木
口
く
ん
曰
く
「
臭
い
っ

て
言
わ
れ
る
の
が
嫌
」
だ
が
引
越
そ
う

と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
親
切

な
人
が
多
く
て
「
こ
の
町
が
好
き
」
だ

か
ら
だ
そ
う
だ
。
部
落
差
別
は
「
最
近

は
落
書
き
が
あ
る
程
度
」
と
い
う
。

「
東
京
に
い
る
と
部
落
っ
て
ほ
と
ん

ど
意
識
し
な
い
」
と
い
う
東
京
の
若
者

た
ち
。
著
者
は
そ
れ
で
も
結
婚
の
時
に

気
に
な
ら
な
い
の
か
、
と
食
い
さ
が
る

が
、
「
全
然
気
に
な
ら
な
い
」
「
ち
ょ
っ

と
気
に
な
る
」
と
い
っ
た
感
想
は
、
そ

の
ま
ま
、
著
者
へ
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

す
る
。
受
け
た
こ
と
の
な
い
差
別
を
心

配
す
る
こ
と
よ
り
「
路
地
と
い
う
も
の

を
背
負
っ
た
こ
と
に
よ
る
間
接
的
な
影

響
が
大
き
い
」
か
ら
だ
と
…
…
。

部
落
問
題
と
は
直
接
は
関
係
は
な
い

が
、
板
橋
の
岩
の
坂
が
紹
介
さ
れ
る
。

昭
和
五
年
の
「
貰
い
子
殺
し
事
件
」
と

い
う
猟
奇
的
な
犯
罪
で
、
一
躍
有
名
と

な
っ
た
岩
の
坂
の
ス
ラ
ム
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
空
襲
で
灰
燼
に
帰
し
、
敗

戦
後
の
都
市
計
画
に
よ
り
消
滅
し
た
。

東
京
の
路
地
も
、
そ
の
多
く
は
高
度
経

済
成
長
期
か
ら
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

前
後
し
て
、
路
地
か
ら
出
て
行
く
人
、

出
稼
ぎ
な
ど
で
路
地
に
入
っ
て
く
る
人

が
多
く
な
り
、
「
い
わ
ゆ
る
路
地
の
系

譜
を
も
っ
て
い
る
昔
な
が
ら
の
人
は
一

〇
分
の
一
も
い
な
い
」
と
著
者
は
推
測

す
る
。

東
京
の
肉
食
文
化
は
豚
が
中
心
で
、

牛
は
近
江
牛
が
中
心
だ
と
い
う
。
滋
賀

県
の
路
地
か
ら
、
明
治
に
入
り
移
住
が

進
ん
だ
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
、
と
い

う
。
近
江
彦
根
藩
は
、
近
世
か
ら
牛
の

屠
畜
を
行
い
、
肉
は
味
噌
漬
け
に
し
将

軍
家
や
各
地
の
大
名
に
贈
ら
れ
て
い
た
。

幕
末
に
な
る
と
近
江
の
か
わ
た
た
ち
は
、

約
六
〇
キ
ロ
も
離
れ
た
京
都
ま
で
も
天

秤
棒
を
担
ぎ
牛
肉
の
行
商
に
出
か
け
た

と
い
う
。

食
肉
業
で
潤
っ
て
い
た
滋
賀
の
あ
る

路
地
は
、
「
解
放
令
」
以
降
皮
な
め
し

な
ど
の
生
業
を
捨
て
、
現
在
は
電
気
工

事
を
地
場
産
業
と
し
て
い
る
。
山
の
斜
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面
に
路
地
が
あ
っ
た
の
で
、
電
柱
の
木

材
の
伐
り
だ
し
か
ら
始
ま
り
、
結
果
的

に
電
気
工
事
が
地
場
産
業
と
な
っ
た
と

い
う
。

著
者
の
歩
い
た
滋
賀
の
路
地
は
、

「
寝
た
子
を
起
こ
す
な
」
で
「
あ
ま
り

差
別
を
い
わ
ん
ほ
う
が
良
い
」
と
い
う

方
針
だ
そ
う
だ
。
路
地
の
中
心
を
流
れ

る
「
清
水
川
」
は
、
近
世
に
は
皮
な
め

し
も
行
い
、
非
人
が
平
民
に
戻
る
際
の

「
身
を
清
め
る
」
儀
式
を
し
た
川
だ
っ

た
が
、
も
ち
ろ
ん
今
で
は
そ
の
面
影
は

な
い
。

「
第
四
章

時
代
」
は
、
山
口
と
岐
阜
を

歩
く
。

山
口
で
は
光
市
を
訪
ね
る
。
九
州
か

ら
嫁
い
で
き
た
と
い
う
路
地
の
お
ば
さ

ん
は
、
最
初
は
言
葉
が
わ
か
ら
ず
「
お

嬢
さ
ん
が
来
た
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。

言
葉
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
サ

ン
シ
ョ
ウ
」
と
言
わ
れ
る
隠
語
が
多
か
っ

た
か
ら
だ
っ
た
。
昔
は
「
み
ん
な
す
ご

い
貧
乏
で
し
た
。
確
か
に
ヤ
ク
ザ
者
も

多
」
か
っ
た
が
、
今
で
は
「
静
か
で
住

み
や
す
い
町
」
に
な
っ
た
と
い
う
。

吉
田
松
陰
に
手
に
よ
る
「
討
賊
始
末
」

は
、
宮
番
・
登
波
の
二
〇
年
を
か
け
た

と

わ

敵
討
ち
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
敵
討
ち

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
現
場
の
滝
部
八

幡
に
は
「
烈
婦
登
波
の
碑
」
が
あ
る
が
、

著
者
は
嫁
ぎ
先
の
神
社
へ
と
赴
い
て
い

く
。
苦
労
し
て
尋
ね
だ
し
た
神
社
は
、

社
殿
の
他
は
な
に
も
な
く
、
近
く
の
老

婆
に
よ
る
と
「
昭
和
二
五
年
頃
ま
で
は
、

こ
こ
に
も
宮
番
が
住
ん
」
で
い
た
が
、

「
萩
に
引
っ
越
し
」
た
と
い
う
。

岐
阜
で
は
、
北
原
泰
作
の
甥
で
あ
る

中
山
さ
ん
を
訪
れ
る
。
中
山
さ
ん
は
東

京
で
生
ま
れ
た
が
、
北
原
の
直
訴
事
件

に
よ
り
、
岐
阜
の
Ｋ
と
い
う
路
地
に
引
っ

越
し
て
き
た
と
い
う
。
Ｋ
は
近
世
初
頭

に
、
加
藤
貞
泰
と
い
う
大
名
に
従
っ
て

来
、
そ
の
ま
ま
居
つ
い
た
の
が
始
ま
り

だ
。
こ
こ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
靴
職
人

か
皮
な
め
し
を
生
業
と
し
て
い
た
。
中

山
さ
ん
の
家
で
は
コ
ウ
モ
リ
傘
の
す
げ

替
え
と
犬
肉
の
行
商
を
し
て
い
た
。
犬

肉
は
「
野
獣
肉
」
と
し
て
販
売
し
て
い

た
。草

履
作
り
の
小
田
さ
ん
の
紹
介
で
、

三
味
線
の
皮
張
り
職
人
の
中
野
さ
ん
を

訪
ね
る
。
「
猫
皮
は
中
国
で
、
犬
は
タ

イ
か
ら
の
輸
入
だ
」
そ
う
だ
。
中
野
さ

ん
の
仕
事
は
猫
皮
の
な
め
し
ま
で
で
、

そ
の
あ
と
は
三
味
線
を
組
み
立
て
る
職

人
の
も
と
へ
送
る
。
差
別
は
「
皮
な
め

し
は
犬
と
か
猫
皮
だ
か
ら
一
番
き
つ
い

な
。
部
落
の
中
で
も
一
番
き
つ
い
」
と

い
う
。

「
第
五
章

温
泉
め
ぐ
り
」
、
温
泉
場
と

い
え
ば
大
分
の
別
府
だ
。
こ
こ
で
は
、

別
府
の
的
ヶ
浜
と
長
野
を
歩
く
。

的
ヶ
浜
焼
き
討
ち
事
件
の
概
要
が
語

ら
れ
る
が
、
的
ヶ
浜
は
現
在
は
地
名
に

そ
の
名
を
と
ど
め
て
い
る
だ
け
だ
。
こ

こ
で
は
路
地
を
歩
く
の
で
は
な
く
、
別

府
の
夜
の
繁
華
街
の
わ
び
し
さ
が
語
ら

れ
る
。

信
州
の
野
沢
温
泉
の
路
地
は
、
墓
地

の
中
に
あ
っ
た
が
、
墓
は
移
転
し
「
今

は
何
の
変
哲
も
な
い
民
宿
街
へ
と
変
わ

た
」
。
上
諏
訪
温
泉
の
路
地
は
、
密
集

し
た
住
宅
街
へ
と
変
貌
し
て
い
る
。
近

世
に
は
、
街
道
警
備
や
牢
屋
の
仕
事
を

務
め
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
は
茅
野
の

山
城
で
番
太
を
し
て
い
た
の
が
、
高
島

城
が
で
き
た
際
に
城
主
に
従
っ
て
移
転

し
た
来
た
と
い
う
。
別
所
温
泉
の
路
地

は
、
近
く
の
Ｈ
と
い
う
路
地
か
ら
の
移

転
と
い
う
。
Ｈ
の
路
地
は
美
濃
国
か
ら

の
落
ち
武
者
と
い
う
伝
承
を
持
つ
。
こ

の
Ｈ
か
ら
別
所
温
泉
に
湯
番
と
し
て
、

新
兵
衛
と
い
う
者
を
出
し
て
い
た
が
、

の
ち
に
新
兵
衛
が
独
立
し
た
こ
と
が
、

こ
の
別
所
温
泉
の
路
地
の
始
ま
り
と
い

う
。
現
在
で
は
、
宅
地
と
し
て
開
発
さ

れ
、
区
別
は
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
。

「
第
六
章

島
々
の
忘
れ
ら
れ
た
路
地
」

で
は
、
新
潟
の
佐
渡
と
対
馬
を
歩
く
。

佐
渡
の
路
地
の
特
徴
は
、
非
人
と

「
え
た
」
の
区
別
が
な
い
こ
と
だ
。
資

料
に
は
非
人
と
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に

は
非
人
集
団
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
、
北
陸
の
能
登
か
ら
来
た
と
伝

え
ら
れ
る
非
人
頭
久
六
が
代
々
世
襲
で

皮
な
め
し
や
牢
番
な
ど
を
担
っ
て
い
た
、

と
い
う
。
そ
の
せ
い
か
、
佐
渡
で
は
路

地
の
こ
と
を
「
ホ
イ
ト
」
と
呼
ぶ
。
近

世
期
に
は
相
川
の
非
人
集
団
が
一
番
大

き
く
「
二
六
軒
二
三
〇
人
」
と
記
録
さ

れ
る
。
現
在
の
相
川
は
廃
屋
が
多
く
、

人
が
暮
ら
し
て
い
る
の
は
一
〇
戸
程
だ

と
い
う
。
佐
渡
全
体
が
過
疎
化
し
て
い

る
中
、
路
地
も
又
同
様
だ
っ
た
。
佐
和

田
の
路
地
は
、
自
動
車
で
は
と
て
も
通

る
こ
と
の
で
き
な
い
小
路
を
挟
ん
で
一

五
軒
ほ
ど
が
並
ぶ
。
こ
の
路
地
も
「
一

〇
年
も
た
て
ば
、
廃
屋
だ
け
の
寂
れ
た

無
人
の
地
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
確
実
」

だ
と
思
え
る
の
だ
。
佐
渡
で
は
話
ら
し

い
話
は
ほ
と
ん
ど
聞
け
な
か
っ
た
。

対
馬
で
は
路
地
に
対
す
る
差
別
は
こ

れ
ま
で
の
旅
の
中
で
一
番
き
つ
い
と
こ

ろ
の
よ
う
に
み
え
る
。

食
堂
の
オ
ヤ
ジ
さ
ん
は
「
結
婚
の
時

は
今
で
も
言
い
ま
す
」
と
い
う
し
、
五

〇
代
の
主
婦
は
以
前
息
子
の
路
地
の
友

達
の
こ
と
を
、
学
校
の
会
合
で
「
家
に

出
入
り
さ
せ
な
い
方
が
い
い
」
と
言
わ

れ
、
地
元
の
有
力
者
は
「
彼
ら
の
こ
と

は
、
エ
タ
と
か
ヨ
ツ
と
呼
ん
で
ま
し
た
」

「
地
元
の
者
は
結
婚
し
ま
せ
ん
」
と
言

い
切
る
の
だ
っ
た
。
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路
地
の
老
人
に
案
内
し
て
も
ら
う
の

は
、
断
首
場
と
呼
ば
れ
て
い
た
刑
場
だ
っ

だ

ん

ず

え

ば

た
が
、
途
中
で
「
マ
ム
シ
が
た
く
さ
ん

出
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
断
念
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。

「
第
七
章

孤
独
」
は
、
鳥
取
と
群
馬
を

歩
く
。

明
治
中
期
に
松
江
市
に
住
居
し
て
い

た
小
泉
八
雲
は
、
被
差
別
民
を
「
ハ
ツ

チ
ヤ
」
「
小
屋
の
者
」
「
山
の
者
」

「
エ
タ
」
と
分
け
て
表
現
し
て
い
た
。

「
小
屋
の
者
」
と
は
い
ま
ひ
と
つ
の

「
え
た
」
系
の
路
地
、
「
山
の
者
」
は

非
人
系
、
「
ハ
ツ
チ
ヤ
」
は
鉢
屋
。
鉢

屋
は
、
一
九
七
六
年
に
は
「
県
内
最
後

の
『
鉢
屋
』
姿
消
す
／
拷
問
跡
の
大
黒

柱
／
県
警
に
保
存
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

で
『
新
日
本
海
新
聞
』
に
報
じ
ら
れ
た

そ
う
だ
。

鉢
屋
の
末
裔
で
あ
る
武
田
さ
ん
に
話

を
聞
く
。
武
田
さ
ん
は
「
若
い
頃
に
一

度
、
結
婚
を
決
め
た
相
手
が
い
た
の
だ

が
、
鉢
屋
と
言
う
こ
と
で
破
談
」
に
な

り
、
そ
れ
以
来
独
身
で
暮
ら
し
て
い
る
。

群
馬
の
話
は
、
路
地
の
出
身
で
、
二

〇
〇
二
年
に
女
子
高
生
を
殺
害
し
た
山

下
と
い
う
男
の
話
を
中
心
に
進
め
ら
れ

る
。
山
下
が
育
っ
た
路
地
に
は
、
三
つ

の
組
に
分
か
れ
る
。
「
白
山
神
社
の
組
」

「
山
神
の
組
」
「
稲
荷
神
社
の
組
」
が

そ
れ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
ル
ー
ツ

の
伝
承
を
持
つ
。
山
下
は
「
白
山
神
社

の
組
」
に
生
ま
れ
、
実
家
は
畜
産
業
を

営
み
、
路
地
一
の
富
豪
と
ま
で
い
わ
れ

て
い
た
が
、
山
下
が
高
校
の
時
に
倒
産

し
、
そ
れ
か
ら
転
落
の
一
途
を
辿
る
こ

と
に
な
っ
た
。
中
心
と
は
い
っ
て
も
、

著
者
は
あ
ま
り
こ
の
話
に
深
入
り
は
し

な
い
。
同
じ
出
身
と
い
う
こ
と
も
含
め
、

著
者
と
山
下
と
「
何
か
深
い
闇
が
ど
こ

か
で
連
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
」
、

「
深
く
事
件
に
関
わ
る
こ
と
が
不
安
」

だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
第
八
章

若
者
た
ち
」
、
「
若
者
た
ち
」
っ

て
い
う
と
、
な
ん
か
六
〇
年
代
し
て
い

て
、
ち
ょ
っ
と
気
恥
ず
か
し
く
な
っ
て

き
ま
す
が
、
長
崎
と
熊
本
の
若
者
た
ち

の
今
だ
。

長
崎
の
山
本
く
ん
は
長
崎
県
大
村
市

の
出
身
で
、
サ
ー
フ
ィ
ン
が
生
き
甲
斐

と
い
う
二
七
歳
。
彼
は
被
爆
三
世
、

「
部
落
出
身
で
被
爆
者
で
し
ょ
。
も
う

敵
な
し
で
す
よ
ね
。
ま
さ
に
サ
ラ
ブ
レ
ッ

ド
」
な
ん
だ
そ
う
だ
。
山
本
く
ん
よ
り

ひ
と
つ
後
輩
の
岡
崎
く
ん
は
、
不
動
産

会
社
で
働
く
若
者
。
不
動
産
関
係
の
差

別
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
彼
が
経
験
し

た
の
は
三
件
だ
と
い
う
。
や
は
り
、
同

和
地
区
は
「
マ
イ
ナ
ス
ポ
イ
ン
ト
」
だ

そ
う
だ
。
で
、
岡
崎
く
ん
に
と
っ
て
の

部
落
は
「
故
郷
」
だ
そ
う
だ
。

熊
本
で
は
道
仁
会
系
の
ヤ
ク
ザ
の
武

藤
く
ん
。
武
藤
く
ん
の
シ
ノ
ギ
は
、
闇

金
融
に
風
俗
そ
れ
に
美
人
局
な
ど
の
恐

喝
だ
。
武
藤
く
ん
は
件
の
中
学
代
表
と

し
て
部
落
研
の
活
動
も
牽
引
し
、
高
校

生
の
時
に
は
県
民
集
会
で
泣
き
な
が
ら

決
意
表
明
を
し
「
部
落
民
宣
言
」
も
し

た
程
だ
っ
た
と
い
う
。
高
校
卒
業
後
理

髪
店
に
勤
め
る
が
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚

炎
の
た
め
仕
方
な
く
そ
こ
を
辞
め
、
道

仁
会
系
下
部
組
織
の
構
成
員
と
な
っ
た
。

武
藤
く
ん
の
シ
ノ
ギ
は
実
家
の
借
金
と

看
護
学
校
に
行
っ
て
い
る
妹
の
学
費
に

な
る
の
だ
そ
う
だ
。

「
終
章

血
縁
」
で
は
、
沖
縄
を
歩
く
。

沖
縄
に
は
路
地
は
な
い
。
し
か
し
、
本

土
か
ら
移
住
し
た
念
仏
者
や
京
太
郎
と

呼
ば
れ
た
被
差
別
民
が
い
た
。
今
日
で

は
、
京
太
郎
は
エ
イ
サ
ー
を
先
導
す
る

道
化
役
と
し
て
の
認
識
し
か
な
い
。
京

太
郎
は
も
と
も
と
人
形
回
し
の
芸
で
あ
っ

た
が
、
今
は
廃
れ
て
い
る
と
い
う
。
京

太
郎
の
舞
は
、
京
都
か
ら
来
た
京
太
郎

達
の
恨
み
節
だ
。
京
太
郎
達
の
村
は
安ア

ン

仁
屋
村
と
い
い
、
古
地
図
に
は
「
行
脚

ニ

ヤ

屋
敷
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
門
付
け

に
由
来
す
る
名
で
あ
る
よ
う
だ
。
安
仁

屋
村
の
跡
は
住
宅
街
と
な
り
、
京
太
郎

た
ち
の
痕
跡
は
何
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
あ
る
路
地
を
訪
れ
、

現
況
と
歴
史
的
な
由
来
を
叙
述
し
て
い

く
、
歴
史
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な

ス
タ
イ
ル
で
進
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る

「
え
た
」
系
の
路
地
だ
け
で
は
な
く
、

非
人
系
や
芸
能
者
の
路
地
な
ど
、
ひ
ろ

く
被
差
別
民
の
路
地
を
訪
ね
歩
く
本
書

は
、
そ
の
意
味
で
す
ぐ
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
で
あ
る
と
い
え
る
。

著
者
の
路
地
へ
の
こ
だ
わ
り
の
旅
は
、

「
各
地
の
路
地
を
訪
ね
歩
く
こ
と
で
、

少
し
ず
つ
自
分
の
心
の
中
で
傷
つ
き
途

切
れ
た
糸
を
つ
む
い
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

路
地
の
歴
史
は
私
の
歴
史
で
あ
り
、
路

地
の
悲
し
み
は
私
の
悲
し
み
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
の
路
地
と
は
、
故
郷
と
い

う
に
は
あ
ま
り
に
複
雑
で
切
な
い
、
悲

し
み
の
象
徴
で
あ
っ
た
」
と
い
う
と
き
、

著
者
に
と
っ
て
は
路
地
を
求
め
て
歩
く

そ
の
こ
と
が
、
自
分
自
身
を
捜
し
求
め

る
旅
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
ジ
ャ
ー
ニ
ー
な
の
か
。

最
後
に
、
文
中
に
は
本
書
を
倣
っ
て

「
路
地
」
と
い
う
表
現
と
し
た
が
、
な

れ
な
い
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
な
ん

と
な
く
違
和
感
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

尚
、
本
書
は
第
41
回
大
宅
壮
一
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
八
〇
円
）
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は
じ
め
に
―
―
遠
い
記
憶

佐
賀
に
背
振
と
い
う
名
の
山
が
あ
る
。

せ　

ふ

り

標
高
一
〇
五
五
・
二
メ
ー
ト
ル
、
佐
賀

県
の
北
東
部
に
位
置
し
、
尾
根
は
福
岡

と
の
県
境
を
な
す
。
和
銅
二
年
創
建
の

霊
仙
寺
を
中
心
に
「
背
振
千
坊
」
と
称

せ
ら
れ
た
修
験
道
場
が
ひ
し
め
く
信
仰

の
山
で
あ
っ
た
が
、
筑
紫
山
系
の
最
高

峰
と
し
て
玄
界
灘
と
有
明
海
ふ
た
つ
な

が
ら
見
渡
せ
る
軍
事
的
重
要
拠
点
で
も

あ
っ
た
。
近
世
前
期
、
そ
の
頂
上
の
領

有
を
め
ぐ
っ
て
筑
前
福
岡
藩
と
肥
前
佐

賀
藩
が
一
〇
年
ご
し
の
争
論
を
繰
り
広

げ
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。

そ
の
背
振
山
に
つ
い
て
、
「
セ
フ
リ
」

と
い
う
名
は
漂
泊
民
の
「
サ
ン
カ
」
と

何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。

サ
ン
カ
の
住
居
、
ま
た
サ
ン
カ
そ
の
も

の
を
さ
す
「
セ
ブ
リ
」
と
、
音
が
似
通
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
の
問
い
で
、
調
べ
て

み
た
が
、
管
見
の
限
り
で
は
関
係
性
を

見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
サ

ン
カ
と
呼
ば
れ
た
人
び
と
が
、
九
州
に

も
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
を
聞
き
知
っ

て
は
い
た
も
の
の
、
一
九
五
四
年
生
ま

れ
の
筆
者
に
と
っ
て
は
書
物
の
な
か
の

知
識
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
時
、
ふ
い
に
蘇
っ
て
き
た

の
は
「
ミ
ノ
サ
キ
ゼ
ン
モ
ン
」
と
い
う

言
葉
で
あ
っ
た
。
す
っ
か
り
忘
れ
て
い

た
言
葉
で
あ
っ
た
。

佐
賀
の
「
ミ
ノ
サ
キ
ゼ
ン
モ
ン
」

そ
の
言
葉
を
、
い
つ
、
ど
こ
で
聞
い

た
の
か
、
ま
っ
た
く
憶
え
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
幼
児
の
こ
ろ
、
祖
父
母
や
周

辺
の
老
人
た
ち
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た

そ
れ
が
、
記
憶
の
底
に
沈
ん
で
い
た
の

だ
ろ
う
。

「
ゼ
ン
モ
ン
」
と
は
「
禅
門
」
で
あ

り
、
本
来
は
仏
教
用
語
で
あ
る
が
、
九

州
と
富
山
県
の
一
部
で
は
物
も
ら
い
・

乞
食
の
称
で
あ
る
。
た
と
え
ば
佐
賀
藩

の
史
料
に
「
新
小
屋
禅
門
」
と
い
う
語

が
み
え
る
の
は
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）

に
再
び
建
て
増
し
さ
れ
た
新
し
い
非
人

小
屋
に
住
む
乞
食
の
意
で
、
非
人
の
別

称
で
あ
る
。
佐
賀
藩
の
非
人
身
分
の
人

び
と
は
、
乞
食
が
も
っ
ぱ
ら
の
な
り
わ

い
で
あ
っ
た
。
「
ミ
ノ
サ
キ
ゼ
ン
モ
ン
」

と
い
う
の
も
同
じ
用
例
で
、
箕
を
製
造

販
売
す
る
乞
食
と
い
っ
た
意
味
あ
い
で

使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
「
蓑
」

を
着
た
乞
食
を
さ
す
言
葉
で
あ
っ
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
往
来
で
物

を
乞
う
人
び
と
を
筆
者
自
身
一
九
六
〇

年
代
半
ば
ま
で
は
た
し
か
に
見
た
覚
え

が
あ
り
、
そ
う
し
た
人
び
と
は
僧
形
の

人
で
あ
れ
白
衣
を
着
た
傷
痍
軍
人
風
の

人
で
あ
れ
、
風
体
に
か
か
わ
ら
ず
な
べ

て
「
ゼ
ン
モ
ン
サ
ン
」
で
あ
り
「
ミ
ノ

サ
キ
ゼ
ン
モ
ン
」
と
は
呼
ん
で
い
な
か
っ

た
。
九
州
に
は
ほ
か
に
「
ミ
ツ
ク
リ
ク

ワ
ン
ジ
ン
」
と
い
う
呼
び
方
も
あ
っ
た

と
い
い
、
東
日
本
に
お
け
る
サ
ン
カ
の

呼
称
「
ミ
ツ
ク
リ
（
箕
作
り
）
」
「
ミ
ナ

オ
シ
（
箕
直
し
）
」
「
ミ
ヤ
（
箕
屋
）
」

「
ミ
ー
ヤ
」
「
ミ
ー
ブ
チ
（
箕
打
ち
）
」

を
想
起
さ
せ
る
。
そ
こ
に
強
烈
な
賤
視

が
付
随
し
て
い
た
こ
と
も
相
似
て
い
る
。

筆
者
よ
り
二
、
三
歳
年
長
の
女
性
の

脳
裏
に
は
、
幼
い
こ
ろ
、
子
連
れ
の
貧

し
げ
な
一
団
が
定
期
的
に
や
っ
て
来
て

村
は
ず
れ
の
祠
な
ど
に
宿
っ
て
い
た
姿

が
あ
る
と
い
う
。
昭
和
初
期
に
生
ま
れ

た
人
た
ち
に
は
、
箕
や
ソ
ウ
ケ
（
笊
）
を

背
中
に
担
い
だ
行
商
人
た
ち
の
様
子
が

鮮
明
に
残
っ
て
い
て
、
「
当
時
は
〝
一

段
低
い
人
た
ち
〞
と
い
う
感
じ
で
見
て

い
た
」
と
、
や
や
口
ご
も
り
な
が
ら
話

す
婦
人
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
人
た
ち

が
ど
こ
か
ら
来
て
い
た
の
か
、
確
か
め

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
佐
賀
に
は

農
家
の
副
業
と
し
て
竹
製
品
を
作
る
と

こ
ろ
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
は

〝
一
段
低
い
人
た
ち
〞
と
は
認
識
さ
れ

て
い
な
い
。
「
ミ
ノ
サ
キ
ゼ
ン
モ
ン
」

と
は
、
竹
製
品
を
扱
う
特
定
の
行
商
に

投
げ
ら
れ
た
呼
称
の
よ
う
で
あ
る
。
充

分
に
差
別
的
な
視
線
を
伴
っ
て
い
た
と

聞
く
が
、
明
治
生
ま
れ
の
老
人
た
ち
な

ど
は
、
戦
後
も
さ
ほ
ど
の
抵
抗
も
な
く

そ
れ
を
口
に
し
て
い
た
ら
し
い
。
筆
者

の
記
憶
の
底
の
「
ミ
ノ
サ
キ
ゼ
ン
モ
ン
」

も
、
家
族
や
隣
人
た
ち
の
会
話
の
断
片

が
耳
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

佐
賀
の
民
俗
学
関
係
の
報
告
書
に
サ
ン

カ
と
お
ぼ
し
き
記
述
は
僅
少
だ
が
、
筆

者
の
生
ま
れ
育
っ
た
佐
賀
の
有
明
海
沿

岸
地
方
の
農
漁
村
に
、
少
な
く
と
も
一

九
五
〇
年
代
半
ば
こ
ろ
ま
で
は
竹
製
品

を
ひ
さ
ぐ
行
商
の
小
集
団
が
廻
っ
て
い

た
痕
跡
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
―
―
京
都
の
「
山
家
」

こ
の
ほ
ど
白
石
正
明
氏
か
ら
『
京
都

日
出
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
山
家
」

の
記
事
を
ご
提
示
い
た
だ
い
た
。
「
浮

世
絵
」
と
い
う
欄
に
、
明
治
四
一
年
（
一

九
〇
八
）
一
二
月
八
日
か
ら
大
晦
日
の
三

一
日
ま
で
、
二
〇
回
に
わ
た
っ
て
掲
載

さ
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
、
文
末
に

「
泉
山
」
の
筆
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。

「
泉
山
」
の
実
名
は
審
ら
か
で
は
な
い

が
、
白
石
氏
に
よ
れ
ば
、
『
京
都
日
出

新
聞
』
編
集
委
員
中
川
元
治
郎
の
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
。
明
治
四
一
年
五
月

一
〇
日
付
け
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
関
係
記

事
に
「
中
川
泉
山
子
訳
」
の
文
字
が
あ

り
、
勘
案
す
れ
ば
、
「
泉
山
」
は
第
三

回
万
国
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
大
会
に
参
加
し
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エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
訳
文
な
ど
も
手
が
け

た
「
中
川
泉
山
子
」
な
る
人
物
に
比
定

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
類
推
さ
れ
て

い
る
。
泉
山
子
の
名
は
、
三
十
三
間
堂

近
く
の
住
居
に
帰
る
夜
道
の
経
験
を
描

い
た
「
夜
の
大
仏
前
」
に
も
登
場
す
る

が
、
客
引
き
を
す
る
「
売
春
婦
」
へ
の

ま
な
ざ
し
に
容
赦
は
な
い
（
明
治
四
一
年

二
月
二
一
日
）
。
そ
れ
よ
り
さ
き
、
明
治

三
九
年
九
月
二
七
日
か
ら
八
回
連
続
で

「
大
仏
前
の
魔
窟
」
な
る
記
事
が
同
紙

「
京
都
の
暗
黒
面
」
欄
に
載
っ
た
が
、

そ
こ
に
は
署
名
が
な
く
、
筆
者
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
「
売
醜
婦
」

や
窃
盗
犯
た
ち
の
生
活
を
綴
っ
た
最
後

に
、
そ
れ
以
外
の
「
不
正
の
徒
」
と
し

て
挙
げ
ら
れ
た
山
家
の
描
写
が
、
二
年

後
の
「
浮
世
絵
」
欄
に
載
っ
た
山
家
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
共
通
す
る
の
は
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

泉
山
の
「
山
家
」
記
事
は
、
一
見
し

て
差
別
的
言
辞
に
充
ち
て
い
る
。
「
探

検
」
と
い
う
語
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

未
知
の
異
集
団
に
潜
入
し
て
生
活
実
態

を
観
察
・
取
材
し
、
実
況
報
告
す
る
と

い
う
体
裁
で
、
い
か
に
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
「
内
地
に

無
智
蒙
昧
人
道
の
何
た
る
か
を
解
せ
ぬ

人
物
は
沢
山
あ
る
、
中
に
も
山
家
は
普

通
の
盗
賊
と
違
つ
て
慓
悍
獰
猛
掠
奪
を

是
れ
事
と
し
到
る
処
の
家
な
き
処
に
起

臥
を
す
る
、
帝
国
の
臣
民
と
し
て
戸
籍

を
有
し
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
（
後
略
）
」

（
明
治
四
一
年
一
二
月
八
日
）
と
い
う
連
載

（
一
）
の
書
き
出
し
が
そ
れ
を
端
的
に

示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
て
そ
の
「
巣

窟
を
探
検
し
て
生
活
状
態
を
極
め
た
記

事
を
掲
載
」
す
る
理
由
に
、
彼
ら
が

「
自
然
に
繁
殖
し
て
社
会
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
行
く
、
頗
る
危
険
で
あ
る
」

（
同
上
）
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
こ
の
泉
山
が
当
時
に
お
い
て

こ
と
さ
ら
強
固
な
差
別
意
識
の
持
ち
主

で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
明
治
期

に
限
ら
ず
戦
前
期
の
新
聞
は
、
庶
民
な

か
ん
ず
く
社
会
的
に
「
下
層
」
と
み
な

さ
れ
る
人
び
と
に
対
し
て
は
往
々
に
し

て
侮
蔑
的
・
揶
揄
的
な
表
現
を
用
い
て

お
り
、
た
と
え
ば
『
佐
賀
新
聞
』
な
ど

に
お
い
て
も
同
様
の
筆
致
は
珍
し
く
な

い
。
い
わ
ゆ
る
社
会
面
の
警
察
が
ら
み

の
記
事
に
は
、
と
く
に
顕
著
で
あ
る
。

新
聞
紙
面
は
社
会
の
風
潮
の
反
映
と
も

い
え
る
わ
け
で
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば

な
お
さ
ら
、
泉
山
の
同
情
の
な
い
記
述

は
、
読
者
の
興
味
を
掻
き
た
て
こ
そ
す

れ
、
厳
し
い
批
判
を
よ
び
お
こ
す
こ
と

は
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
。

「
山
家
」
の
「
実
像
」

記
事
の
内
容
と
し
て
は
、
連
載
（
一
）

か
ら
（
七
）
は
山
家
の
一
般
的
な
概
略
、

（
八
）
以
降
が
実
地
「
探
検
記
」
で
あ

る
。
な
お
、
泉
山
は
連
載
（
二
）
の
冒

頭
、
一
昨
年
の
明
治
三
九
年
に
も
山
家

の
記
事
を
連
載
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
明

治
四
一
年
一
二
月
一
二
日
）
。
現
時
点
で

そ
の
記
事
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
二
年
後
に
再
び
山
家
の
連
載
を

試
み
る
の
は
「
近
時
の
山
家
」
を
知
ら

し
め
る
た
め
で
、
「
山
家
と
て
も
日
進

月
歩
す
る
か
ら
」
と
い
う
理
屈
で
あ
っ

た
。泉

山
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
山
家
」
は
、

「
サ
ン
カ
」
と
訓
ず
る
こ
と
は
自
明
ら

し
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
呼
称
を
冠
せ

ら
れ
る
人
び
と
が
存
在
す
る
こ
と
自
体

を
、
あ
え
て
説
明
す
る
必
要
は
感
じ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
京
都
の
市
中
・

近
郊
に
、
普
通
に
眼
に
す
る
人
び
と
、

し
か
し
も
ち
ろ
ん
京
都
人
と
は
異
質
の

存
在
で
あ
る
こ
と
も
知
悉
し
て
い
る
は

ず
と
い
う
前
提
が
あ
る
ら
し
い
。
ま
た

警
察
と
の
関
わ
り
を
随
所
に
ち
ら
つ
か

せ
な
が
ら
、
警
察
用
語
に
由
来
す
る
と

さ
れ
る
「
山
窩
」
を
使
用
し
て
い
な
い

の
は
、
い
ま
だ
「
山
窩
」
が
用
語
と
し

て
一
般
化
し
て
い
な
か
っ
た
ゆ
え
な
の

だ
ろ
う
か
。

泉
山
は
山
家
を
定
義
し
て
、
群
雄
割

拠
の
時
代
に
戦
に
敗
れ
山
中
に
逃
れ
た

落
武
者
が
時
代
を
経
て
零
落
し
山
賊
に

堕
し
た
も
の
と
い
い
、
「
昔
を
尋
ね
れ

ば
由
緒
あ
る
が
今
は
乞
食
半
分
の
泥
棒

半
分
」
と
断
じ
て
い
る
（
明
治
四
一
年
一

二
月
八
日
）
。
さ
ら
に
そ
の
種
類
を
ア

「
親
代
々
系
統
的
の
も
の
」
、
イ
「
己

れ
丈
一
代
の
も
の
」
、
ウ
「
一
時
の
も

の
」
に
三
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
を
加

え
て
い
る
。
ア
は
「
漸
次
に
世
襲
と
な

り
、
随
分
悲
惨
な
宛
然
で
人
間
で
な
い

や
う
な
畜
生
に
近
い
経
歴
」
の
両
親
の

も
と
で
五
、
六
歳
こ
ろ
ま
で
育
っ
た
後

は
多
く
親
に
遺
棄
さ
れ
、
生
き
る
た
め

に
乞
食
を
し
つ
つ
窃
盗
に
も
手
を
染
め

る
、
成
長
後
は
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
異

性
と
結
婚
し
て
子
を
産
む
、
よ
っ
て

「
種
族
は
倍
々
蕃
殖
す
る
一
方
」
と
い

う
。
イ
は
「
大
抵
良
民
の
果
で
壮
い
時

分
に
素
行
が
修
ら
な
い
親
□
弟
に
見
放

さ
れ
勘
当
さ
れ
る
、
自
棄
を
起
す
、
悪

い
伴
侶
が
出
来
る
、
流
浪
す
る
、
遂
う

山
家
の
群
に
投
」
じ
た
結
果
と
す

る
。
ウ
は
前
二
者
と
は
「
全
く
趣
が
ち

が
ふ
、
是
れ
は
悉
く
罪
人
で
あ
」
り
、

警
察
に
追
わ
れ
て
「
即
ち
山
家
の
部
落

を
一
時
の
隠
遁
所
」
と
す
る
が
、
「
禽

獣
の
如
く
猛
い
の
み
で
智
慮
の
足
ら
ぬ

山
家
に
一
層
奸
計
を
伝
授
す
る
か
ら
山

家
が
癒
々
社
会
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
」

に
い
た
る
と
す
る
。
近
世
非
人
の
発
生

を
説
明
し
た
荻
生
徂
徠
の
『
政
談
』
を

彷
彿
さ
せ
る
が
、
さ
ら
に
泉
山
は
、
彼

ら
が
遊
郭
に
あ
が
り
「
娼
妓
買
」
を
す

る
こ
と
に
よ
り
「
然
る
べ
き
病
気
の
媒

介
」
に
な
る
と
さ
え
つ
け
加
え
て
い
る

（
明
治
四
一
年
一
二
月
一
二
日
）
。

連
載
（
三
）
は
乞
食
と
山
家
の
比
較

で
あ
る
。
両
者
は
そ
も
そ
も
「
先
天
的

性
質
が
違
つ
て
居
る
」
し
居
住
地
も
違

う
、
乞
食
に
は
得
意
場
が
あ
り
集
団
が

あ
り
頭
領
の
統
率
も
き
く
が
、
山
家
は

個
人
で
「
水
草
を
追
う
て
東
漂
西
泊
」

す
る
の
み
で
団
結
心
は
な
い
と
す
る
。

は
た
ま
た
経
済
観
念
も
な
く
、
性
質
は

「
至
極
慓
悍
」
、
「
強
盗
や
人
殺
し
は
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屁
の
河
童
」
な
山
家
は
「
人
間
の
零
落

し
た
乞
食
」
と
は
異
な
り
「
全
く
半
獣

的
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
（
明
治
四
一
年

一
二
月
一
三
日
）
。

連
載
（
四
）
で
は
、
山
家
の
漂
泊
す

る
場
所
と
そ
の
住
居
・
携
帯
品
等
を
詳

述
す
る
。
す
な
わ
ち
「
渡
り
鳥
同
然
」

に
山
中
や
墓
地
、
河
原
の
芦
原
の
窪
地

や
穴
な
ど
に
「
襤
褸
製
の
天
幕
」
を
張
っ

て
雨
露
を
凌
ぎ
、
日
中
は
賭
博
、
夜
は

「
出
稼
ぎ
」
あ
る
い
は
乞
食
で
稼
ぐ
と

い
う
。
泉
山
は
こ
こ
で
セ
ブ
リ
と
い
う

語
は
用
い
て
い
な
い
（
明
治
四
一
年
一
二

月
一
四
日
）
。

連
載
（
五
）
で
は
「
余
程
進
歩
し
た
」

山
家
の
仕
事
と
し
て
「
羅
宇
仕
替
」

「
鋳
掛
屋
」
「
剃
刀
磨
」
な
ど
を
挙
げ

る
が
、
一
方
で
彼
ら
を
油
断
も
隙
も
な

い
窃
盗
犯
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
「
窃

盗
の
方
が
本
職
で
正
業
は
附
」
だ
か
ら

犬
と
警
察
官
の
鉄
拳
は
何
よ
り
恐
ろ
し

が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少

数
な
が
ら
「
社
会
の
美
風
に
感
化
し
て

少
し
も
昔
の
俤
が
な
い
」
よ
う
な
者
も

い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
「
満
更
山
家
を

良
民
化
す
る
事
が
出
来
ぬ
と
も
限
ら
な

い
」
と
も
説
く
。
社
会
の
側
が
忌
み
嫌

う
か
ら
「
僻
み
根
性
」
も
強
ま
る
の
で

あ
っ
て
、
適
当
な
方
法
で
導
く
こ
と
が

肝
要
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
明
治
四
一
年

一
二
月
一
五
日
）
。

連
載
（
六
）
は
山
家
の
恋
愛
と
結
婚

に
つ
い
て
、
（
七
）
は
妊
娠
・
出
産
と

死
お
よ
び
葬
儀
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、

い
ず
れ
も
酷
薄
な
表
現
が
目
立
つ
。

「
欲
望
の
単
純
な
野
蛮
人
に
な
る
と
恋

愛
は
頗
る
濃
厚
」
で
あ
る
と
か
「
分
娩

法
は
珍
無
類
」
と
か
「
矢
張
人
並
に
悲

し
い
に
違
ひ
な
い
」
と
か
、
こ
れ
で
も

か
と
い
う
ほ
ど
異
相
・
異
風
を
強
調
す

る
の
で
あ
る
（
明
治
四
一
年
一
二
月
一
七
日
）
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
探
検
談
が
始
ま
る
。

い
か
に
も
異
境
に
踏
み
込
む
探
検
家
よ

ろ
し
く
同
僚
と
二
人
、
売
卜
者
に
や
つ

し
て
京
都
東
山
の
山
中
、
山
家
の
「
巣

窟
」
に
入
り
込
み
、
た
く
み
に
取
材
を

開
始
す
る
様
子
が
冒
険
小
説
風
に
描
か

れ
る
。
後
年
の
三
角
寛
の
サ
ン
カ
小
説

も
ど
き
の
筆
な
が
ら
、
好
意
は
は
る
か

に
感
じ
ら
れ
な
い
。
出
会
っ
た
男
女
の

暮
ら
し
ぶ
り
や
身
の
上
話
が
具
体
的
に

展
開
さ
れ
る
が
、
も
と
よ
り
真
偽
を
確

か
め
る
術
は
な
い
。
し
か
し
、
地
蔵
山
・

惣
山
・
長
柄
・
稲
荷
山
裏
・
大
亀
谷
・

七
面
山
裏
・
天
神
山
妙
見
堂
山
科
の
松

原
三
昧
・
東
福
寺
の
藪
・
九
条
下
加
茂

の
磧
・
陶
化
橋
・
勧
進
橋
、
さ
ら
に
は

小
栗
栖
野
八
幡
墓
地
・
醍
醐
五
里
山
の

墓
地
・
大
江
崎
湖
岸
の
芦
原
・
柳
谷
・

淀
河
岸
の
芦
原
等
々
、
細
か
な
地
名
を

多
数
列
記
し
て
い
る
の
は
そ
れ
な
り
の

根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

出
会
っ
た
サ
ン
カ
の
名
前
は
、
符
牒
と

は
思
え
な
い
も
の
も
多
い
が
、
実
名
か

仮
名
か
そ
の
あ
た
り
も
し
か
と
は
分
か

ら
な
い
。
当
時
の
新
聞
社
と
し
て
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
を
期
待
す
る
の

は
困
難
か
も
し
れ
な
い
。

「
山
家
」
へ
の
ま
な
ざ
し

記
事
に
は
、
泉
山
自
身
の
見
聞
の
み

な
ら
ず
、
警
察
情
報
が
多
分
に
採
用
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
、
警

察
は
嫌
疑
対
象
者
と
し
て
サ
ン
カ
を
監

視
・
監
督
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い

た
。
明
治
四
四
年
か
ら
四
五
年
に
か
け

て
発
表
さ
れ
た
柳
田
國
男
の
「
イ
タ
カ

及
び
サ
ン
カ
」
は
、
近
代
日
本
に
お
け

る
サ
ン
カ
論
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
が
、
そ

こ
で
も
柳
田
の
情
報
源
と
し
て
岐
阜
県

大
垣
警
察
署
長
・
広
瀬
寿
太
郎
の
名
が

挙
げ
ら
れ
、
広
瀬
が
す
で
に
明
治
二
六

年
か
ら
サ
ン
カ
の
問
題
を
注
視
し
研
究

し
て
き
た
こ
と
、
広
瀬
の
目
に
は
山
家

が
犯
罪
集
団
と
近
似
の
も
の
と
映
っ
て

い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
柳
田

自
身
、
大
正
二
年
に
『
国
家
学
会
雑
誌
』

に
提
出
し
た
論
文
「
所
謂
特
殊
部
落
ノ

種
類
」
に
お
い
て
、
サ
ン
カ
を
「
乞
食

モ
ス
レ
バ
野
荒
シ
モ
敢
テ
辞
セ
ズ
」

「
特
殊
部
落
ノ
問
題
中
最
モ
解
決
シ
難

キ
ハ
此
等
ノ
未
定
住
者
ナ
リ
」
と
し
て
、

治
安
対
策
上
の
必
要
を
力
説
し
て
い
る
。

泉
山
の
思
考
も
、
こ
う
し
た
論
調
と
乖

離
し
て
は
い
な
い
。

泉
山
の
連
載
は
、
サ
ン
カ
に
関
す
る

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
は
初
期
の
も

の
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
後
も
つ
ぎ
つ

ぎ
と
発
表
さ
れ
る
報
告
・
研
究
は
、
牧

歌
的
な
存
在
と
と
ら
え
る
も
の
で
あ
れ

反
社
会
的
集
団
と
し
て
厳
し
い
視
線
を

注
ぐ
も
の
で
あ
れ
、
猟
奇
的
に
「
異
人
」

を
強
調
す
る
も
の
で
あ
れ
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
時
々
の
社
会
情
勢
・
社
会
思

潮
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
戦

後
の
そ
れ
も
同
様
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
研
究
者
の
ほ
か
、
多

く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
サ
ン
カ
研
究

に
従
事
し
て
い
る
の
は
、
サ
ン
カ
と
い

う
存
在
に
、
民
俗
学
研
究
の
対
象
に
と

ど
ま
ら
な
い
何
も
の
か
を
、
私
た
ち
の

「
近
代
」
を
照
射
す
る
大
き
な
何
も
の

か
を
感
じ
と
っ
て
い
る
ゆ
え
で
は
な
か

ろ
う
か
。

【
参
考
文
献
】

『
柳
田
國
男
全
集
』
６
（
筑
摩
書
房･

一
九
九

八
年
）
／
同
24
（
筑
摩
書
房･

一
九
九
九
年
）

／
『
三
角
寛
サ
ン
カ
選
集
』
第
六
巻
／
同
第

七
巻
（
現
代
書
館･

二
〇
〇
一
年
）
／
同
第
八

巻
（
現
代
書
館･

二
〇
〇
四
年
）
／
同
第
十
巻

（
現
代
書
館･

二
〇
〇
五
年
）
／
赤
坂
憲
雄

『
山
の
精
神
史
』
（
小
学
館･

一
九
九
一
年
）

／
飯
尾
恭
之
『
サ
ン
カ･

廻
游
す
る
職
能
民
た

ち
』
（
批
評
社･

二
〇
〇
五
年
）
／
沖
浦
和
光

『
幻
の
漂
泊
民･

サ
ン
カ
』
（
文
藝
春
秋･

二

〇
〇
一
年
）
／
礫
川
全
次
『
サ
ン
カ
学
入
門
』

（
批
評
社･

二
〇
〇
三
年
）
／
礫
川
全
次
『
サ

ン
カ
と
三
角
寛
』
（
平
凡
社･

二
〇
〇
五
年
）

／
礫
川
全
次
『
異
端
の
民
俗
学
』
（
河
出
書

房
新
社･

二
〇
〇
六
年
）
／
杉
山
二
郎
『
遊
民

の
系
譜
』
（
青
土
社･

一
九
九
二
年
）
／
筒
井

巧
『
サ
ン
カ
社
会
の
深
層
を
さ
ぐ
る
』
（
現

代
書
館･

二
〇
〇
六
年
）
／
筒
井
巧
『
サ
ン
カ

と
犯
罪
』
（
現
代
書
館･

二
〇
〇
八
年
）
／
和

田
敏
『
サ
ン
カ
の
末
裔
を
訪
ね
て
』
（
批
評

社･

二
〇
〇
五
年
）
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ルパーから派遣ヘルパーの22年』（白崎朝子著）

DVD 「ホームレス」と出会う子どもたち 製作：ホーム

レス問題の授業づくり全国ネット 肥下彰男

20年のときを越えて 部落問題に関する学生意識調査結

果から 森実

部落・差別の歴史 そのとらえ直しと論点 23 第3章 近

世における社会的位置 8 領主支配・政治権力、身分

（集団）と身分制度 3 藤沢靖介

部落解放研究 16（広島部落解放研究所刊，2010.1）：

1,000円

広島県における部落解放運動の経緯―その行政闘争の側

面を辿る― 小森龍邦

部落解放教育における今日的課題としての進路保障 井

上寿美、笹倉千佳弘

他者のまなざし＝部落はどう見られてきたか―部落ディ

アスポラ論序論― 笹川俊春

被差別部落の文化の研究―方法序説― 青木秀男

被差別部落と公教育に関する「定説」の批判的検討―い

わゆる部落学校と権力（のテクノロジー）― 小早川明

良

在日一世女性の高齢者福祉問題―広島市西区福島地区の

通所介護施設の事例より― 安錦珠

部落解放研究 188（部落解放・人権研究所刊，2010.1）：

1,000円

特集 第4回部落解放・人権研究者会議

『大阪の部落史』第十巻（本文編）の刊行によせて 渡

辺俊雄／食肉業・食肉労働に対する偏見と差別撤廃をめ

ざして―第二次プロジェクトの報告書発刊を踏まえて

友永健三／2008年度版『CSR報告書』における人権情報・

グッドプラクティス調査の結果と課題 中村清二／大阪

の部落女性実態調査から見えてきたもの 内田龍史

大坂四ケ所の支配・御用と勧進―塚田孝『近世大坂の非

人と身分的周縁』に関わらせて のびしょうじ

「第三次とりまとめ」と「人権教育の推進に関する取組

状況の調査結果」が示唆するもの 平沢安政

多言語環境に育つ子どもたちの母語保持伸長と日本語習

得（上）―その現状と課題 櫻井千穂

国勢調査小地域集計を利用した被差別部落の実態把握の

可能性 妻木進吾

部落解放研究くまもと 58号（熊本県部落解放研究会

刊，2009.10）

差別をなくす法制度の検討―障害者権利条約と人権侵害

救済法案によせて― 東俊裕

差別発言から学んだこと 小山照博

Ｓ高校での差別発言事件に学ぶ―高同研の課題として―

福永洋一

本の紹介

妙に納得、読んで納得 『史料で読む部落史』（山本尚

友著） 大森奈美子／阿南重幸著『被差別民の長崎・学

―貿易とキリシタンと被差別部落』 山本尚友

部落解放ひろしま 86号（部落解放同盟広島県連合会

刊，2010.1）：1,000円

特集 法期限切れから8年―県内の部落の課題と克服への

思索

解放運動的人間像 27 「人間なるもの」の考究と理論学

習 小森龍邦

部落問題研究 191（部落問題研究所刊，2009.12）：1,

111円

近代京都の町共同体に関する基礎的考察―西陣・妙蓮寺

前町を素材に― 藤井正太

書評

梅田千尋著『近世陰陽道組織の研究』 澤博勝／広川禎

秀編『近代大阪の地域と社会変動』 飯塚一幸

史料紹介 北原泰作文書（その2）昭和十七年「日記」

本井優太郎，西尾泰広

リージョナル 13（奈良県立同和問題関係史料センター

刊，2010.1）

般若寺層塔について 山川均

明治前期奈良県の遊郭・貸座敷に関する史料をめぐって

井岡康時

三業惑乱における大和国穢多村の動向 1―洞村教宗寺門

徒の去就― 奥本武裕

西里の回り地蔵習俗について 津浦和久

立命館経済学 341号（立命館大学経済学会刊，2009.9）：

500円

歴史における「身分」をどう教えるか―社会科教科書記

述の分析を中心に― 畑中敏之

リベラシオン 136（福岡県人権研究所刊，2009.12）：

1,050円

特集 ボランティアとは何か

史料紹介 高松差別裁判糾弾闘争における「馬場公会堂

事件」に関する史料 上 石瀧豊美

第28回九州地区部落解放史研究集会報告

第15回全国部落史研究大会報告

和歌山研究所通信 35（和歌山人権研究所刊，2010.1）

和歌山の部落史編纂事業に関わって 小倉英樹

和歌山研究所通信 36（和歌山人権研究所刊，2010.3）

今、あらためて「実態」をみる 池田清郎

京都部落問題研究資料センター通信 第19号

13

2010年4月25日



市民ウォッチャーの「同和奨学金滞納状況全国調査」で

明らかになったこと 寺園敦史

ねっとわーく京都 255（ねっとわーく京都21刊，2010.

4）：500円

同和奨学金返還一律免除は欠陥条例だった―新たな負担

3億4千万円を抱えてしまった京都市― 寺園敦史

ヒューマンJournal 191（自由同和会中央本部刊，200

9.12）：500円

融和運動の再評価 7 官を動かす三好伊平次のこと 宮崎

学

ヒューマンJournal 192（自由同和会中央本部刊，201

0.3）：500円

福岡県久留米市立南筑高校教諭の差別文書郵送について

自由同和会福岡県本部の声明

融和運動の再評価 8 自彊と解放 岡本弥のこと 宮崎学

ヒューマンライツ 262（部落解放・人権研究所刊，20

10.1）：525円

格差社会への挑戦―政権交代と政治の役割 山口二郎

ヒューマンライツ 263（部落解放・人権研究所刊，20

10.2）：525円

大学における、これからの同和・人権教育、研究のため

に 若手研究者が先輩研究者に学び・考える 1 上杉孝實

先生 阿久澤麻理子

ヒューマンライツ 264（部落解放・人権研究所刊，20

10.3）：525円

大学における、これからの同和・人権教育、研究のため

に 若手研究者が先輩研究者に学び・考える 2 川元祥一

先生 阿久澤麻理子

ひょうご部落解放 135（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2009.12）：700円

部落解放研究第30回兵庫県集会報告書

記念講演 部落解放運動のかなたへ 高山文彦

本の紹介 『差別と日本人』（野中広務・辛淑玉著） 竹

本貞雄

広島修大論集 96号（広島修道大学学術交流センター

刊，2010.2）

人権の視点抜きでの道徳教育は可能か？―「いじめ指導」

を例にして― 大庭宣尊

部落解放 623（解放出版社刊，2010.1）：630円

特集 生きづらい子どもたち

学校における排除と不平等の構造 青木紀／スクールソー

シャルワーカーから見た児童虐待の現状と課題 岩永靖

／みんなが集まる「居場所」づくり CVVが考える「居場

所活動」 Childrenn's Views & Voices事務所／「社会

的排除」とは何か？子どもたちの生きづらさを理解する

ために 岩田正美

本の紹介

『スィンティ女性三代記（上・下巻）』 友永健三／

『差別のカラクリ』（奥田均著） 渡辺俊雄／『日本の

人権保障システムの改革に向けて』（日本弁護士連合会

編）／『子どもの貧困白書』（子どもの貧困白書編集委

員会編）／『絞首刑』（青木理著）／『冤罪』（菅谷利

和著）／『八〇万本の木を植えた話』（イ・ミエ著）／

『ドキュメント高校中退』（青砥恭著）

リサーチ会社・広告代理店・デベロッパーの差別の構造

いわゆる“土地差別調査事件”の真相 赤井隆史

「かわ」の世界への誘い 『皮革の歴史と民俗』刊行に

よせて のびしょうじ

おいしい「山の粥」を作る 部落文化の実践 川元祥一

資料 「差別ハガキ偽造事件」について 最終見解と決意

部落解放同盟福岡県連合会

部落解放 624号（解放出版社刊，2010.1）：1,050円

第40回部落解放・人権夏期講座報告書

部落解放 625号（解放出版社刊，2010.2）：630円

特集 精神科ユーザー隔離収容政策の転換を

本の紹介

『世界一のパン チェルシーバンズ物語』（市居みか絵

と文，中島敏子ルポ）／『私はマイノリティ あなたは？

難病をもつ「在日」自立「障害」者』（李清美著）／

『ルポ母子家庭 「母」の老後、「子」のこれから』

（関千枝子著）／『橋の上の「殺意」 畠山鈴香はどう

裁かれたか』（鎌田慧著）／『狙われた「集団自決」

大江・岩波裁判と住民の証言』（栗原佳子著）／『いの

ちをいただく』（内田美智子文，諸江和美絵，佐藤剛史

監修）

町田宗夫師のご逝去を悼む 小森龍邦

部落・差別の歴史 そのとらえ直しと論点 22 第3章 近

世における社会的位置 7 領主支配・政治権力、身分

（集団）と身分制度 2 藤沢靖介

部落解放 626号（解放出版社刊，2010.2）：1,050円

部落解放研究第43回全国集会報告書

部落解放 627号（解放出版社刊，2010.3）：630円

特集 「韓国併合」100年

本の紹介

『長州藩維新団 明治維新の水平軸』（布引敏雄著） 桐

原健真／『生きていくための短歌』（南悟著）／『施設

で育った子どもたちの居場所「日向ぼっこ」と社会的養

護』（日向ぼっこ編著）／『介護労働を生きる公務員へ
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地域と人権 1085（全国地域人権運動総連合刊，2010.2.

15）：150円

国民的融合論との対話─部落問題解決への理論的軌跡と

展開─ 3 丹波正史

地域と人権 1086（全国地域人権運動総連合刊，2010.3.

15）：150円

福岡・立花町「解同見解」批判 中 「糾弾」至上主義の

本音

国民的融合論との対話─部落問題解決への理論的軌跡と

展開─ 4 丹波正史

市民が「差別者」にされた理由―滋賀県東近江市の新

「見解」について― 寺園敦史

地域と人権京都 564号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.1.1）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 4

地域と人権京都 565号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.1.15）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 5

地域と人権京都 566号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.2.1）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 6

地域と人権京都 567号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.2.15）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 7

地域と人権京都 568号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.3.1）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 8

地域と人権京都 569号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.3.15）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 9

ちくま 466（筑摩書房刊，2010.1）：100円

青春の光芒―異才・高橋貞樹の生涯 32 第八章 密出国

でモスクワ留学へ 1 沖浦和光

平野小剣を追う 3 国家主義運動への転身 朝治武

ちくま 467（筑摩書房刊，2010.2）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 33 第八章 密出国

でモスクワ留学へ 2 沖浦和光

ちくま 468（筑摩書房刊，2010.3）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 34 第八章 密出国

でモスクワ留学へ 3 沖浦和光

創 443号（創出版刊，2010.2）：600円

吉本隆明氏の著書に差別表現との抗議が 朝日新聞出版

刊『老いの超え方』が出荷停止、在庫断裁に 長岡義幸

であい 573（全国人権教育研究協議会刊，2009.12）：

150円

人権文化を拓く 150 アイヌ協会に名称変更 竹内渉

であい 574（全国人権教育研究協議会刊，2010.1）：1

50円

人権文化を拓く 151 おわりから何かがはじまる… 山中

千枝子

であい 575（全国人権教育研究協議会刊，2010.2）：1

50円

人権のまちをゆく 49 もやいなおしのまち 水俣

人権文化を拓く 152 映画『南京―引き裂かれた記憶』

の制作に関わって 松岡環

同和教育論究 29（同和教育振興会刊，2009.12）：1,5

00円

岩本慶輝顧問追悼特集号

追悼史料紹介 近世真宗差別問題史料―本願寺末寺帳―

杉本昭典／追悼論文1 「格差」問題と部落差別 齊藤真

／追悼論文2 「御同朋の教学」構築の前提―親鸞の生き

方に学ぶ― 神戸修／追悼論文3 国家の部落差別におけ

る当事者性について―'89.8.4「法務省通知」批判を通

して― 岩本朋樹／追悼座談会―「岩本慶輝顧問と同朋

運動」―

どの子も伸びる 411（どの子も伸びる研究会刊，2010.

1）：735円

「人権教育」批判 連載「人権教育」批判を終結するに

あたって 1 谷口幸男

どの子も伸びる 413（どの子も伸びる研究会刊，2010.

2）：700円

「人権教育」批判 連載「人権教育」批判を終結するに

あたって 2 谷口幸男

どの子も伸びる 414（どの子も伸びる研究会刊，2010.

3）：735円

「人権教育」批判 連載「人権教育」批判を終結するに

あたって 3 谷口幸男

日本建築学会計画系論文集 647号（日本建築学会刊，

2010.1）

京都盲唖院における空間構成と教育プログラムに関する

研究 木下知威、大原一興

ねっとわーく京都 252（ねっとわーく京都21刊，2010.

1）：500円

ウォッチャーレポート 66 運動団体の「公益性」を認め

ず―解放センター用地ただ貸し事件高裁判決 寺園敦史

ねっとわーく京都 253（ねっとわーく京都21刊，2010.

2）：500円

不正な同和枠融資で8億円もの焦げ付き 岡根竜介
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て―天王寺長吏組織下における様相― 小野田一幸／宝

暦―天明期における「長吏の組織」と大坂町奉行 高久

智広／戦後初期高知県の部落解放運動―1945～1960―

吉田文茂／戦後初期広島県の部落解放運動―1945～1960

― 割石忠典

人権21 調査と研究 204（おかやま人権研究センター

刊，2010.2）：650円

特集 立花一也先生を悼む

人権と部落問題 796（部落問題研究所刊，2010.1）：

630円

特集 貧困と子どもの人権

文芸の散歩道 近世文芸に著された賤民―『閑■（そう）

瑣談』より― 小原亨

本棚 東京部落問題研究会『東京部落問題研究会50年の

歩み』 中野功

人権と部落問題 797（部落問題研究所刊，2010.2）：

630円

特集 セーフティネットの危機

文芸の散歩道 笹川俊春の「丑松論」を論評する 川端俊

英

本棚 成澤榮壽著『島崎藤村「破戒」を歩く＜下＞「藤

村」を歩く』 谷彌兵衛

人権と部落問題 798（部落問題研究所刊，2010.2）：

1,155円

特集 国連から見た日本の人権

追悼 杉之原寿一先生

理事長としての杉之原さん 学者としての杉之原さん 東

上高志／杉之原寿一先生の人と業績への回想 鳥飼慶陽

／杉之原寿一先生に思う―部落問題での功績と、今後の

私たちの課題― 丹波正史／「国民的融合」路線の優位

性について―大阪府・八尾市からみて― 内藤義道

人権と部落問題 799（部落問題研究所刊，2010.3）：

630円

特集 講座「住民自治と同和行政の終結」

テレビ・ドラマ「坂の上の雲」第一部を見る―加藤拓川

と部落問題に触れて― 成澤榮壽

「河合村事件」の思い出―1955年の部落解放運動― 仲

上一一

本棚 古川康彦著『新たなまちづくりに挑む―東大阪市

のこころみ―』 広原盛明

文芸の散歩道 早船ちよ著・大河小説『ちさ・女の歴史』

第一部『峠』に描かれた開明的な母親像 桑原律

季刊人権問題 358（兵庫人権問題研究所刊，2010.1）：

735円

八鹿高校事件の真実―野中広務・辛淑玉共著『差別と日

本人』を読み解く― 三木裕和

振興会通信 90（同和教育振興会刊，2009.12）

「御同朋の教学」と「差別の現実から出発する」という

ことについて 6 岩本孝樹

信州農村開発史研究所報 110号（信州農村開発史研

究所刊，2009.12）

「長野県部落問題関係記事概要」こぼれ話 3 記録に見

る「冤罪」と強制移転事件 川向秀武

月刊スティグマ 162（千葉県人権啓発センター刊，20

09.12）：500円

特集 キーワード＝人権問題＋解放運動＋千葉県＋私た

ち

千葉県の部落問題と解放運動の現況 鎌田行平

月刊スティグマ 163（千葉県人権啓発センター刊，20

10.1）：500円

特集 気管切開の子どもと暮らそう（上）

明治維新後遺症としての日本人…差別問題をすべての人

のものにするための試論 8 「循環の思想」の核心…

「穢れ」と「清め」そして部落の先祖の仕事 鎌田行平

月刊スティグマ 164（千葉県人権啓発センター刊，20

10.2）：500円

明治維新後遺症としての日本人…差別問題をすべての人

のものにするための試論 9 清めの仕事と「竹」細工の

関係 鎌田行平

ソシオロジ 167（京都大学文学部社会学研究会刊，201

0.2）

同和行政における執行基準の画一化と逸脱の条件―京都

市における属地属人方式の検討を通して― 山本崇記

月刊地域と人権 312（全国地域人権運動総連合刊，20

10.2）：350円

同和教育を始めた頃、いま学ぶこと 大同啓五

「部落問題」の今を考える―戦後の歴史的変化をふまえ

て― 石倉康次

問われる行政の主体性と「解同」のえせ差別行為 植山

光朗

月刊地域と人権 313（全国地域人権運動総連合刊，20

10.3）：350円

行政と運動による「差別」づくり―滋賀県東近江市・同

和地区所在地問い合わせ事件の顛末― 寺園敦史

地域と人権 1084（全国地域人権運動総連合刊，2010.1.

15）：150円

2010新春鼎談 杉之原氏の業績を語り逆流現象を検証 丹

波正史，鳥飼慶陽，尾川昌法，植山光朗

2010年4月25日
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「満州」における「からゆき」救済事業―益富政助と満

州婦人救済会をめぐって 3 倉橋克人

中国戦線に形成された日本人町―従軍慰安婦問題補論―

倉橋正直

「醜業婦」と「美人」のあいだでゆらぐ芸妓像―東京大

正博覧会と大正天皇即位礼をめぐる『廓清』の論説を中

心に 林葉子

堺利彦の第一次共産党事件獄中書簡 1―市ヶ谷刑務所未

決期― 小正路淑泰

グローブ 60（世界人権問題研究センター刊，2010.1）

融和運動が提起するもの 本郷浩二

朝鮮籍在日朝鮮人の韓国入国問題 鄭栄桓

性犯罪者への処遇プログラムにかかわって 中村正

改めて「部落差別の起源」を問うことを考える 外川正

明

国際人権ひろば 89（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2010.1）：350円

特集 日韓交流シンポジウム「外国籍市民と共に暮らす

地域を考える」

こぺる 202（こぺる刊行会刊，2010.1）：300円

尼崎だより 32 人は人にかかわって、はじめて人となる

中村大蔵

自分史のこころみ 5 「朝鮮」を受け入れる―「在日」

から見えてくるもの 2 金光敏

最近読んだ本から 20 あらためて「屠場差別」について

考える―佐川光晴『牛を屠る』 小澤覚

いのちを生きる 27 うれしい出会い 長谷川洋子

映画の現場―写真と文 小林茂

こぺる 203（こぺる刊行会，2010.2）：300円

ひろば128 地域で共に生きる―障害者政策の新しい動き

大谷強

最近読んだ本から21 個性的な自分史として―ホーキン

グ青山『差別をしよう！』 高田嘉敬

いのちを生きる28 通夜の席で 長谷川洋子

記憶の旅から明日へ―写真提供と文 小林茂

こぺる 204（こぺる刊行会刊，2010.3）：300円

ひろば 129 「ごちゃまぜ」の生き方―一歩前へ 坂倉加

代子

播州からの便り 4 性犯罪と裁判員裁判―傍聴して考え

たこと 福岡ともみ

自分史のこころみ 6 自己を見つめ、歴史につながる―

「在日」から見えてくるもの 3 金光敏

いのちを生きる 29 人びとが幸せになれるお金の使い道

とは 長谷川洋子

記憶の旅から明日へ―写真提供と文 小林茂

こぺる 205（こぺる刊行会刊，2010.4）：300円

ひろば130 アメリカにおける「両側から超える」試み

―ウィリアム・Ｊ・ウィルソン『アメリカのアンダーク

ラス』への遅れた訳者解説 平川茂

いのちを生きる30 「生身といのち」を実感してほしい

長谷川洋子

記憶の旅から明日へ―写真提供と文 小林茂

こりあんコミュニティ研究会通信 4号（こりあんコ

ミュニティ研究会刊，2010.2）

戸手四丁目河川敷地区の暮らしの記憶 1 河原のまちの

情況 新井信幸

広島の在日高齢者問題 安錦珠

「集中」・「分散」するコリアン・コミュニティで考え

ること 中山徹

在日朝鮮人史研究 39（緑蔭書房刊，2009.10）：2,40

0円

福音印刷合資会社と在日朝鮮人留学生の出版史（1914～

1922） 小野容照

大阪―済州島航路の経営と済州島民族資本―「済友社」・

「済州島汽船」・「企業同盟」― 塚崎昌之

戦前・戦時下における石川県の在日朝鮮人の諸相―人口

移動・内鮮融和団体・朝鮮飴売り― 砂上昌一

常磐炭田朝鮮人戦時動員被害者と遺族からの聞き取り調

査 龍田光司

「解放」直後の福岡県における朝鮮人「帰還」 鈴木久

美

神奈川における在日朝鮮人の民族教育―1945～49年を中

心に― 今里幸子

資料紹介 『外国人登録関係』 金浩

狭山差別裁判 412号（部落解放同盟中央狭山闘争本部

刊，2009.7）：300円

特集 再審と証拠開示

野間宏と関巡査部長問題 6 庭山英雄

狭山差別裁判 413号（部落解放同盟中央狭山闘争本部

刊，2009.8）：300円

野間宏と関巡査部長問題 7 庭山英雄

試行社通信 281号（八木晃介刊，2010.3）

解放運動組織の解散

しこく部落史 12号（四国部落史研究協議会刊，2010.

2）：1,000円

特集 第15回全国部落史研究大会

土佐の自由民権と部落問題 筒井秀一／紀州藩非人身分

の諸相 藤井寿一／近世大坂市中における垣外番につい
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の営み 藤沢靖介

解放新聞東京版 734号（解放新聞社東京支局刊，2010.

2.15）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 13 全国一律の差別

法令と江戸後期の動向 藤沢靖介

解放新聞東京版 735号（解放新聞社東京支局刊，2010.

3.1）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 14 近世社会―その

変化と部落の位置 藤沢靖介

解放新聞東京版 736号（解放新聞社東京支局刊，2010.

3.15）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 15 幕末・明治維新

期―活発化する被差別部落 藤沢靖介

解放新聞広島県版 1980号（解放新聞社広島支局刊，2

010.1.25）

2010年部落解放運動の方向 上 小森龍邦

解放新聞広島県版 1981号（解放新聞社広島支局刊，2

010.2.5）

2010年部落解放運動の方向 下 小森龍邦

解放新聞福岡県版 441号（解放新聞社福岡支局刊，20

09.12）：50円

「差別ハガキ偽造事件」運動への意見と検証を 有識者7

人での提言委員会設置

解放新聞三重版 288号（解放新聞社三重支局刊，2010.

2.1）

戦後の部落解放運動 3 磯部会談 山崎智

架橋 22号（鳥取市人権情報センター刊，2010.3）

「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」の持

つ意味、アイヌ政策推進会議に求めるもの、アイヌ民族

の未来像について 萱野志朗

人と人としての希望ある出会いとするために～「ホーム

レス問題の授業づくり全国ネット」の活動をとおして

生田武志

心の居場所を求める子どもたち―いじめの連鎖を断つた

めに 北村年子

ライフストーリー調査への思いとこれから 林光宏

語る・かたる・トーク 178（横浜国際人権センター刊，

2009.12）：500円

わたしと部落とハンセン病 49 林力

信州の近世部落の人びと 55 一把稲と旦那場 27 斎藤洋

一

同和問題再考 108 神様も「部落」を差別？ 田村正男

部落差別の現実 89 露骨な結婚差別 2 江嶋修作

語る・かたる・トーク 179（横浜国際人権センター刊，

2010.1）：500円

わたしと部落とハンセン病 50 林力

信州の近世部落の人びと 56 一把稲と旦那場 28 一把稲

は部落の人びとへの「初穂」のようなものではないか

斎藤洋一

同和問題再考 109 根が深い「穢れ」の意識 田村正男

部落差別の現実 90 古典的差別 1 江嶋修作

語る・かたる・トーク 180（横浜国際人権センター刊，

2010.2）：500円

わたしと部落とハンセン病 51 林力

信州の近世部落の人びと 57 吉本隆明著『老いの超え方』

へ一言 斎藤洋一

同和問題再考 110 足元に迫る「ヒンズー教の影」 田村

正男

部落差別の現実 91 古典的差別 2 江嶋修作

カトリック大阪教会管区部落差別人権活動センター

たより 19（カトリック大阪教会管区部落差別人権活動

センター刊，2010.1）

2009年対話集会 「部落差別」は人と人との関係性を照

射してきたのか［報告］ 佐藤めぐみ，篠原誠，友永健

吾，高濱和浩，福岡ともみ

聖歌における見えない差別 5 太田勝

かわとはきもの 150（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2009.12）

靴の歴史散歩 95 稲川實

皮革関連統計資料

かわとはきもの博物館めぐり 7 日本はきもの博物館 1

福原一郎

紀州経済史文化史研究所紀要 30号（和歌山大学紀州

経済史文化史研究所刊，2009.12）

一九世紀、紀州藩のかわた村々締方臘皮締方体制 藤本

清二郎

季節よめぐれ 252号（京都解放教育研究会刊，2010.1）

死んだら終わり、だから生きるんだ 具志アンデルソン

飛雄馬

季節よめぐれ 253号（京都解放教育研究会刊，2010.2）

学校のサンクチュアリ―マイノリティ理解と在日コリア

ン教育― 金光敏

京都文教短期大学研究紀要 48（京都文教短期大学刊，

2010.3）

知的障害者福祉の変遷―京都、滋賀を中心として2― 石

野美也子

キリスト教社会問題研究 58号（同志社大学人文科学

研究所刊，2010.1）：1,000円
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本の紹介 『『遠野物語』を読み解く』（石井正己著）

解放新聞 2452号（解放新聞社刊，2010.1.11）：80円

教育の課題と展望 同和教育が不可欠 冨田稔

解放新聞 2453号（解放新聞社刊，2010.1.18）：80円

解放の文学 45 「震災後」を生きるとは 木辺弘児と

『無明銀河』 音谷健郎

今週の1冊 『アマテラスの誕生』（溝口睦子著）

解放新聞 2454号（解放新聞社刊，2010.1.25）：80円

山口公博が読む今月の本

『日本の深層文化』（森浩一著）／『松下竜一の青春』

（新木安利著）／『闘うレヴィ＝ストロース』（渡辺公

三著）

今週の1冊 『へこたれへん 差別はきっとなくせる』

（松村智広著）

解放新聞 2455号（解放新聞社刊，2010.2.1）：120円

2010年度一般運動方針（第1次草案）

解放新聞 2456号（解放新聞社刊，2010.2.8）：120円

解放の文学 46 兵隊作家の戦後とは 火野葦平と『革命

前後』 音谷健郎

解放新聞 2457号（解放新聞社刊，2010.2.15）：80円

映画 「インビクタス 負けざる者たち」 中村一成

今週の1冊 『ルポ 貧困大国アメリカ2』（堤未果著）

解放新聞 2458号（解放新聞社刊，2010.2.22）：80円

今月の本

『「悪所」の民俗誌 色町・芝居町のトポロジー』（沖

浦和光著）／『平家の群像 物語から史実へ』（高橋昌

明著）／『愚の力』（大谷光真著）

今週の1冊 『自由訳イマジン』（新井満著）

解放新聞 2459号（解放新聞社刊，2010.3.1）：80円

今週の1冊 『つないで、手と心と思い』（原案 本多真

紀子，絵 佐谷洋子）

ぶらくを読む 49 部落に守られ育てられた革命家梅川文

男 湧水野亮輔

解放新聞 2460号（解放新聞社刊，2010.3.8）：80円

解放の文学 47 大江健三郎『水死』 音谷健郎

今週の1冊 『ホームレスと人権』（九州ホームレス支援

団体連合会編）

解放新聞 2461号（解放新聞社刊，2010.3.15）：80円

第67回全国大会特集号

解放新聞 2462号（解放新聞社刊，2010.3.22）：80円

部落解放同盟綱領改正案

解放新聞愛知版 362号（部落解放同盟愛知県連合会刊，

2010.3）：100円

近年の人権・部落問題意識調査結果と調査の活用 内田

龍史

解放新聞大阪版 1808号（解放新聞社大阪支局刊，201

0.1.4･11）：70円

「新おおさか人権センター（仮称）への移転」府連の見

解

解放新聞大阪版 1810号（解放新聞社大阪支局刊，201

0.1.25）：70円

大阪の部落史を歩く 8 「博労の村」を実現した部落 上

摂津能勢郡下田村の闘い のびしょうじ

解放新聞大阪版 1816号（解放新聞社大阪支局刊，201

0.3.15）：70円

大阪の部落史を歩く 9 「博労の村」を実現した部落 下

能勢下田村の村内民主化運動 のびしょうじ

解放新聞改進版 393号（部落解放同盟改進支部刊，20

09.12）

民主党マニュフェストを読む 2 少子化対策の基本は仕

事と育児の両立保障 同和教育が大切にしたこと

解放新聞改進版 394号（部落解放同盟改進支部刊，20

10.1）

部落問題の解決と同和行政の放棄を目的とした「総点検

委」が提出した「報告書」を許すな！

解放新聞改進版 395号（部落解放同盟改進支部刊，20

10.1）

民主党マニュフェストを読む 3 教育費は誰が負担すべ

きなのか 同和奨学金制度が求めてきたこと

解放新聞改進版 396号（部落解放同盟改進支部刊，20

10.2）

民主党マニフェストを読む 4 子どもたちに信頼される

教育とは 同和教育が問い続けた教員の立ち位置

解放新聞京都版 848号（解放新聞社京都支局刊，2010.

3.10）

コミュニティセンターの現状 1

解放新聞滋賀版 1857号（部落解放同盟滋賀県連合会

刊，2010.2.15）

東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い

合わせ差別事件にかかる見解 東近江市

解放新聞東京版 731･732号（解放新聞社東京支局刊，

2010.1.1･15）：180円

東京を中心とする部落・差別の歴史 11 独自の集団と2

系統からの支配 藤沢靖介

解放新聞東京版 733号（解放新聞社東京支局刊，2010.

2.1）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 12 長吏かわた集団

2010年4月25日
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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 11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

今年度の部落史出張講座の開催が決まりました。今年は崇仁地区の歴史についての講座を、4回にわたっ
て地元のコミュニティセンターで開催します。是非ふるってご参加ください。また、昨年度の部落史連
続講座の講演録ができあがりました。ご希望の方はFAX・メールでご連絡下さい。
４月より開室時間が10時から11時に変わりました。また、月２回、木曜日を閉室します（詳しくはホー
ムページをご覧下さい）。ご不便をおかけしますが、よろしくお願い致します。

朝田教育財団だより 12（朝田教育財団刊，2010.1）

「同和」奨学金の返還免除をめぐる2つの訴訟について

の考察 国府泰道

明日を拓く 79（東日本部落解放研究所刊，2009.2）：

1,050円

特集 裁判員制度をめぐって

千葉県の部落問題と解放運動の現況について 鎌田行平

明日を拓く 80（東日本部落解放研究所刊，2009.3）：

1,050円

特集 先住民族の現在―今をどう語るか

「先住民族の現在」が問いかけるもの―特集「先住民族

の現在―今をどう語るか」にあたって 吉田勉／インタ

ビュー アイヌ民族として生まれて―多原香里さん 聞き

手・友常勉／インタビュー アイヌ民族がきちっとした

歩みをはじめられるかどうか―長谷川修さんに聞く 聞

き手・千本秀樹／資源開発への異議申し立てと先住民族

の自己決定権 藤岡美恵子／インタビュー フィリピンの

先住民族との関わりを通して―和田献一さんに聞く

「信頼しかない―圧倒的な失敗、しかし性懲りもなく」

聞き手・井桁碧／スペイン・バスクの被差別民アゴテと

彫刻家サビエル・サンチョテナ 友常勉

跡地発 42（浅香人権文化センター刊，2010.1）

十人十色の人権問題 33 「処罰ではなく希望」を―薬物

依存からの回復に支援を 谷口伊三美

IMADR-JC通信 161（反差別国際運動日本委員会刊，201

0.2）：750円

特集 人種差別撤廃条約と日本におけるその実施

ウィングスきょうと 96号（京都市女性協会刊，2010.

2）

図書情報室新刊案内

『この世でいちばん大事な「カネ」の話』（西原理恵子

著）／『よくわかるDV被害者への理解と支援―対応の基

本から法制度まで現場で役立つガイドライン』（石井朝

子編著）

解放教育 506（解放教育研究所編，2010.1）：770円

特集 人間関係づくりの現在

解放教育 507（解放教育研究所編，2010.2）：770円

特集 若い教師とともに創る部落問題学習

解放教育 508（解放教育研究所編，2010.3）：770円

特集 熱と光あふれるザ・討論会―明るく！元気に！反

差別！シンポジウムinみえ人権フォーラム

解放教育 509（解放教育研究所編，2010.4）：770円

特集 「つながり」を高める学級集団づくり

書評 好井裕明著『排除と差別の社会学』 違和感とのつ

きあい方 中島勝住

解放新聞 2449号（解放新聞社刊，2009.12.21）：80円

「差別ハガキ偽造事件」について 最終見解と決意 部落

解放同盟福岡県連合会

解放新聞 2450号（解放新聞社刊，2009.12.28）：80円

山口公博が読む今月の本

『うさぎのミミリー』（庄野潤三著）／『西行物語 全

訳注』（桑原博史著）／『チェーホフ短篇集』（松下裕

編訳）

今週の1冊 『ストップ！風力発電』（鶴田由紀著）

解放新聞 2451号（解放新聞社刊，2010.1.4）：160円

人道主義・融和・部落解放―岡崎精郎の情熱 湧水野亮

収集逐次刊行物目次 （2010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～


