
五
月
二
八
日
、
六
月
一
一
日
、
二
五

日
、
七
月
九
日
の
四
回
に
わ
た
っ
て
、

当
資
料
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
崇
仁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開

催
し
ま
し
た
。
こ
の
講
座
は
、
地
域
の

歴
史
を
地
元
の
方
々
と
と
も
に
学
習
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
企
画
し
た
も
の

で
、
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
崇
仁
ま
ち
づ
く
り

の
会
」
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
地

元
の
方
々
、
小
・
中
学
校
の
先
生
方
な

ど
多
く
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

講
演
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。

＊

＊

＊

江
戸
時
代
の
初
め
、
松
原
通
東
洞
院

東
入
に
住
ん
で
斃
牛
馬
の
処
理
や
皮
を

扱
う
仕
事
を
生
業
と
し
、
ま
た
公
役
と

し
て
刑
吏
の
仕
事
も
し
て
い
た
六
条
郷

の
人
び
と
が
、
六
条
河
原
に
家
を
建
て

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
六
条
村
の
始

ま
り
で
あ
る
。
鴨
川
の
洪
水
で
何
度
も

大
き
な
被
害
を
受
け
な
が
ら
も
、
家
を

建
て
直
し
、
阿
弥
陀
如
来
を
拝
む
道
場

を
建
て
て
生
活
を
続
け
て
い
た
。
宝
永

元
年
（
一
七
〇
四
）
の
史
料
に
よ
る
と
、

年
寄
嘉
兵
衛
・
与
三
兵
衛
の
も
と
で
公

役
に
携
わ
る
家
が
三
九
軒
、
借
家
で
様
々

な
仕
事
を
し
た
家
が
一
二
九
軒
、
合
わ

せ
て
七
二
八
人
が
住
ん
で
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

一
八
世
紀
の
初
め
に
六
条
村
は
現
在

の
地
域
に
移
転
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
し
か

し
、
村
の
指
導
者
た
ち
は
幕
府
の
言
い

な
り
に
な
る
の
で
は
な
く
、
河
原
で
の

斃
牛
馬
処
理
の
作
業
場
の
こ
と
、
引
越

費
用
の
こ
と
、
川
の
氾
濫
で
家
が
流
れ

な
い
よ
う
に
す
る
置
き
土
の
こ
と
な
ど

で
条
件
を
つ
け
、
何
年
も
か
か
っ
て
交

渉
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
、
正
徳
四

年
（
一
七
一
四
）
に
現
在
の
柳
原
の
地

に
移
転
を
す
る
。
そ
の
後
、
幕
末
に
か

け
て
銭
座
跡
村
、
大
西
組
と
い
う
地
域

を
開
発
し
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
水

車
と
呼
ば
れ
る
地
域
も
含
ん
で
現
在
の

崇
仁
地
区
に
な
っ
て
い
く
。

以
上
、
鴨
川
の
流
れ
と
切
り
離
す
こ

と
の
出
来
な
い
六
条
村
の
人
び
と
の
生

活
を
、
「
諸
式
留
帳
」
や
「
余
部
文
書
」
、

「
柳
原
町
史
」
な
ど
の
史
料
を
使
い
な

が
ら
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
た
。

被
差
別
部
落
の
中
に
銀
行
が
存
在
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
「
部
落
＝
貧
困
」

と
い
う
一
面
的
な
見
方
を
変
え
、
部
落

の
多
様
性
を
考
え
る
上
で
重
要
な
出
来

事
で
あ
っ
た
。
銀
行
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
そ
こ
に
商
業
活
動
、
産
業
活

動
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
経
済
力
が

な
い
と
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

柳
原
銀
行
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
の

中
で
全
国
的
に
好
景
気
が
続
き
、
崇
仁

京都部落問題研究資料センター通信 第20号

1

京都部落問題

研究資料センター通信
第20号 発行日 2010年7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7月25日

報
告

２
０
１
０
年
度
部
落
史
出
張
講
座

地
元
で
学
ぶ
地
元
の
歴
史

in

崇
仁

第
１
回

川
の
流
れ
に
人
の
身
は

―

近
世

六
条
村
の
歴
史

―

講
師

辻

ミ
チ
子
さ
ん

（
元
京
都
文
化
短
期
大
学
教
授
）

第
２
回

柳
原
銀
行
と
そ
の
時
代

講
師

重
光

豊
さ
ん

（
元
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
企
画
運
営
委
員
）



地
区
の
産
業
で
あ
る
皮
革
・
履
物
の
需

要
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
一

八
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
。
銀
行
設
立

の
リ
ー
ダ
ー
で
、
頭
取
を
務
め
た
明
石

民
蔵
は
、
企
業
経
営
者
と
し
て
も
有
能

だ
っ
た
が
、
部
落
改
善
運
動
の
論
客
で

も
あ
っ
た
。
部
落
自
主
改
善
運
動
の
機

関
誌
『
明
治
の
光
』
で
多
く
の
論
稿
を

展
開
し
て
い
る
。
「
世
の
進
運
に
遅
れ

ず
、
外
は
旧
来
の
陋
習
」
を
破
り
、
部

落
の
解
放
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
い
う
強

い
思
い
を
持
っ
て
い
た
。
銀
行
を
中
核

と
し
て
経
済
振
興
を
は
か
り
、
世
間
に

伍
し
て
い
く
こ
と
で
差
別
意
識
を
打
ち

破
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
後
期
以
降
、
不
況
、
米
騒
動
な

ど
を
き
っ
か
け
と
し
て
町
内
の
富
裕
層

が
流
出
し
、
町
内
経
済
が
崩
壊
し
て
い

く
中
で
柳
原
銀
行
は
経
営
が
厳
し
く
な

り
、
一
九
二
〇
年
に
は
山
城
銀
行
に
改

組
し
て
本
店
も
市
内
に
移
す
。
こ
の
時

点
で
、
柳
原
町
に
あ
っ
た
銀
行
の
存
在

意
義
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
一

九
二
七
年
に
倒
産
に
至
る
。

以
上
、
銀
行
の
設
立
か
ら
倒
産
ま
で

の
経
緯
を
、
当
時
の
新
聞
記
事
や
「
京

都
商
工
人
名
録
」
、
「
大
蔵
省
銀
行
局

年
報
」
な
ど
数
多
く
の
資
料
や
統
計
を

使
っ
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
。
最
後
に
、

明
治
時
代
、
明
石
ら
が
走
り
回
っ
て
町

政
を
近
代
化
し
、
商
工
業
を
盛
ん
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
差
別
に
打
ち
勝
と
う

と
し
た
心
意
気
を
捉
え
な
お
す
こ
と
の

必
要
性
を
強
く
訴
え
ら
れ
た
。

柳
原
銀
行
保
存
の
運
動
は
、
一
九
八

九
年
の
「
柳
原
銀
行
保
存
の
た
め
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
開
催
か
ら
本
格
的
に

取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、

登
録
文
化
財
指
定
、
解
体
、
移
築
そ
し

て
、
一
九
九
七
年
に
「
柳
原
銀
行
記
念

資
料
館
」
開
館
と
な
っ
た
。

こ
の
保
存
運
動
は
、
単
な
る
過
去
の

建
物
の
保
存
で
は
な
く
、
地
区
改
良
事

業
の
停
滞
、
人
口
の
減
少
な
ど
と
い
っ

た
地
区
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
地
域

の
人
々
が
立
場
を
越
え
て
町
を
再
生
し

て
い
く
、
町
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
取

り
組
ま
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
自
治
連

合
会
、
部
落
解
放
同
盟
支
部
、
全
解
連

支
部
の
三
者
が
「
文
化
遺
産
を
守
る
会
」

や
「
ま
ち
づ
く
り
推
進
委
員
会
」
に
集

ま
り
議
論
を
つ
づ
け
る
こ
と
で
、
保
存

運
動
と
町
づ
く
り
運
動
を
重
ね
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
行
政
に
依
存
し
て
き
た

町
づ
く
り
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
き
、

百
年
前
に
町
長
で
あ
り
、
銀
行
の
頭
取

で
も
あ
っ
た
明
石
民
蔵
が
様
々
な
人
脈

を
駆
使
し
て
町
の
自
立
に
つ
い
て
考
え
、

自
力
で
差
別
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
て

い
っ
た
思
想
性
、
そ
の
姿
勢
こ
そ
、
現

在
の
我
々
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

学
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

そ
の
た
め
に
も
、
明
石
民
蔵
に
つ
い
て

更
に
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
、

と
締
め
く
く
ら
れ
た
。

戦
前
、
被
差
別
部
落
出
身
の
市
会
議

員
は
二
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
の
一

人
で
あ
る
菱
野
貞
次
は
、
崇
仁
地
区
の

部
落
解
放
運
動
の
功
労
者
で
あ
る
が
、

明
石
民
蔵
、
桜
田
儀
兵
衛
、
朝
田
善
之

助
な
ど
に
く
ら
べ
認
知
度
は
低
い
。
し

か
し
、
当
時
の
市
会
議
事
録
を
み
る
と

多
く
の
発
言
が
な
さ
れ
て
お
り
、
市
会

議
員
と
し
て
果
た
し
た
役
割
が
こ
れ
ま

で
の
部
落
史
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
が
菱
野
の
市

会
で
の
発
言
、
役
割
を
研
究
す
る
契
機

と
な
っ
た
。

菱
野
は
一
九
二
九
年
五
月
の
市
会
議

員
選
挙
で
無
産
政
党
の
労
農
大
衆
党
か

ら
立
候
補
し
初
当
選
す
る
。
そ
れ
か
ら

４
年
間
、
非
常
に
多
く
の
政
策
要
求
を

市
議
会
で
す
る
が
そ
の
大
多
数
が
低
所

得
者
層
・
労
働
者
の
問
題
で
あ
っ
た
。

「
市
バ
ス
値
下
げ
要
求
」
や
「
借
家
へ

の
上
水
道
給
水
不
備
の
解
消
要
求
」

「
市
電
・
市
バ
ス
従
業
員
の
待
遇
改
善

要
求
」
な
ど
数
多
く
の
政
策
要
求
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。

水
平
運
動
家
で
も
あ
っ
た
菱
野
が
部

落
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
、
一

九
二
九
年
七
月
の
「
京
都
市
土
木
局

『
京
都
都
市
計
画
小
誌
』
別
添
地
図
の

差
別
表
記
に
つ
い
て
」
と
い
う
案
件
、

一
回
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
部
落
の

問
題
を
軽
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
貧
困
の
問
題
は
部
落
に
限
っ

た
事
で
は
な
い
事
を
強
く
認
識
し
た
も

の
だ
っ
た
。

菱
野
の
市
議
会
で
の
出
席
状
況
、
発

言
、
政
策
要
求
な
ど
を
、
当
時
の
新
聞
、

「
市
議
会
会
議
録
」
か
ら
丹
念
に
調
べ

上
げ
ら
れ
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ

た
。
菱
野
は
晩
年
に
は
崇
仁
学
区
の
学

務
委
員
ま
で
勤
め
上
げ
る
。
し
か
し
、

菱
野
の
こ
れ
ら
の
活
躍
に
つ
い
て
は
ま

だ
不
明
な
点
も
多
く
、
更
に
解
き
明
か

し
て
再
評
価
し
て
い
き
た
い
、
と
締
め

く
く
ら
れ
た
。
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第
４
回

菱
野
貞
次
と
京
都
市
政

―
菱
野
は
京
都
市
に
何
を
訴
え
た
か
―

講
師

白
木

正
俊
さ
ん

（
京
都
市
上
下
水
道
局
琵
琶
湖
疎
水
記
念
館
研
究
員
）

第
３
回

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
―

講
師

山
内

政
夫
さ
ん

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
崇
仁
ま
ち
づ
く
り
の
会
）



今
は
亡
き
落
語
家
・
桂
枝
雀
さ
ん
が

落
語
の
枕
で
、
南
半
球
の
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
へ
の
飛
行
機
の
旅
で
赤
道
の
赤
い

線
を
見
た
時
は
本
当
に
感
激
し
た
と
い

う
話
を
し
て
聴
き
手
の
く
す
ぐ
り
を
取
っ

て
い
た
。
勿
論
、
赤
道
の
赤
い
線
が
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
近
、
宇
宙

で
の
任
務
を
果
た
し
た
女
性
宇
宙
飛
行

士
は
宇
宙
か
ら
見
た
日
本
の
美
し
さ
を

語
っ
て
い
る
。
彼
女
が
見
た
の
は
本
州

な
ど
の
島
影
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
日

本
海
や
太
平
洋
に
引
か
れ
た
赤
い
国
境

線
に
縁
ど
ら
れ
た
日
本
の
姿
だ
っ
た
の

か
。
こ
こ
で
も
、
国
境
線
が
現
実
の
海

や
陸
地
に
引
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
地
図
に
示
さ
れ
た
領
土
や
領
海
を

示
す
約
束
事
に
過
ぎ
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
境
線
で
区
画
さ
れ
た
日
本
、

中
国
な
ど
の
国
家
の
枠
組
み
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
ん
だ
現
在
で
も
、
と
い
う

よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
ゆ
え
に
と
い
う

べ
き
か
、
私
た
ち
の
生
活
を
捉
え
て
い

て
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
。
図
面
に
書
か
れ
た
徴
や
境
界
線
は
、

頭
の
中
で
区
分
け
し
た
り
印
象
づ
け
た

り
す
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
実
際

の
社
会
の
中
で
は
排
除
や
差
別
と
な
っ

て
し
ま
う
。
あ
る
人
は
「
暗
黙
の
共
同

謀
議
」
と
い
う
（
内
田
隆
三
『
生
き
ら

れ
る
社
会
』
）
。
想
像
さ
れ
た
虚
構
の

力
を
あ
な
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

こ
に
社
会
の
不
思
議
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

本
書
『
社
会
と
は
何
か
』
は
、
題
名

通
り
、
こ
う
し
た
社
会
が
な
ぜ
存
在
す

る
の
か
を
、
そ
の
歴
史
に
遡
っ
て
考
え

る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
社
会
と

い
う
ま
と
ま
り
が
、
ま
と
ま
り
な
が
ら

も
排
除
の
仕
組
を
含
ん
で
い
る
、
と
い

う
よ
り
ま
と
ま
る
た
め
に
排
除
の
契
機

を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
し
て
成

立
し
た
こ
と
が
、
政
治
、
経
済
の
領
域

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
古
い
仕
組
み
を

破
っ
て
新
た
な
政
治
、
経
済
を
構
築
し

よ
う
と
す
る
知
の
領
域
で
の
議
論
と
重

ね
合
わ
せ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

本
書
が
い
う
社
会
は
、
人
間
が
生
き

る
た
め
の
身
近
な
社
交
と
い
う
意
味
の

社
会
で
は
な
く
、
「
国
家
と
広
が
り
を

お
な
じ
く
す
る
枠
組
み
と
し
て
の
社
会
」

で
あ
る
。
「
む
す
び
」
で
確
認
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
も

「
社
会
」
の
語
は
一
二
世
紀
に
登
場
し

た
際
に
は
「
仲
間
」
や
「
結
社
」
を
意

味
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
身
近

な
社
会
で
は
な
く
国
家
と
同
じ
広
が
り

を
持
つ
社
会
概
念
が
一
義
的
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
の
歴

史
を
持
た
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
私
た
ち
の
行
動
を
規
制
す
る
よ

う
に
な
っ
た
か
、
こ
の
た
め
に
も
近
代

西
欧
の
社
会
科
学
や
社
会
学
と
い
う
知

の
発
達
を
た
ど
る
必
要
が
あ
る
。

本
書
の
筆
者
・
竹
沢
尚
一
郎
さ
ん
は

現
在
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
を
さ
れ

て
お
り
、
社
会
人
類
学
と
宗
教
学
を
ベ
ー

ス
に
多
く
の
著
作
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
、
本
書
と
も
重
な
る
、
人
類

学
の
思
考
や
社
会
科
学
の
発
展
を
、
西

欧
の
他
者
認
識
と
社
会
の
変
化
を
通
し

て
考
察
す
る
『
表
象
の
植
民
地
帝
国
』

（
二
〇
〇
一
年
刊
）
や
『
人
類
学
的
思

考
の
歴
史
』
（
二
〇
〇
七
年
刊
）
な
ど

が
含
ま
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
族
学

の
基
盤
と
な
っ
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
な
ど

の
社
会
学
に
つ
い
て
の
浩
瀚
な
知
識
、

あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
の
生
活
経

験
が
、
本
書
で
も
生
か
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

本
書
は
西
欧
に
お
い
て
社
会
の
概
念

が
形
成
さ
れ
定
着
す
る
過
程
を
追
っ
た

前
半
の
三
章
と
、
社
会
問
題
に
対
す
る

社
会
的
包
摂
の
実
例
（
フ
ラ
ン
ス
・
日

本
）
を
紹
介
す
る
後
半
の
二
章
に
分
か

れ
て
い
る
。

「
第
１
章
・
社
会
の
発
明
」
で
は
、

一
七
世
紀
の
西
欧
先
進
地
域
に
お
い
て

国
家
と
同
じ
広
さ
を
も
つ
「
社
会
」
が

ど
の
よ
う
に
発
明
さ
れ
た
か
が
述
べ
ら

れ
る
。
王
権
神
授
で
正
当
化
を
図
る
君

主
制
に
対
し
て
自
然
権
の
平
等
を
虚
構

し
て
、
社
会
契
約
に
よ
る
国
家
を
構
想

し
た
ホ
ッ
ブ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ル
ソ
ー

な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
自
己
保
存

の
欲
求
と
権
利
を
持
ち
「
戦
争
状
態
」

で
あ
る
自
然
状
態
を
克
服
す
る
た
め
に

絶
対
者
に
生
存
権
を
委
譲
す
る
と
し
て

国
家
の
発
生
を
弁
証
し
た
ホ
ッ
ブ
ス
、

支
配
と
権
力
は
認
め
る
も
の
の
「
全
社

会
は
で
き
る
限
り
共
同
で
支
配
権
を
握
」

る
こ
と
を
求
め
る
背
教
の
ユ
ダ
ヤ
人
で

あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
、
文
明
の
堕
落
を
克
服

し
て
自
然
の
「
透
明
さ
」
を
社
会
契
約

に
よ
り
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
ル
ソ
ー
。

彼
ら
を
通
し
て
国
家
形
成
の
基
盤
と
し

て
、
勤
労
・
生
産
し
所
有
を
保
障
さ
れ

る
共
同
性
＝
社
会
が
要
請
さ
れ
た
。

「
第
２
章
・
社
会
の
発
見
」
で
は
、

一
八
世
紀
の
英
仏
な
ど
、
富
国
化
を
競

う
中
で
、
自
然
科
学
・
経
済
学
の
発
展

が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
主
導
の

都
市
改
造
、
治
安
の
安
定
な
ど
が
計
ら
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紹
介

竹
沢
尚
一
郎
著

『
社
会
と
は
何
か
シ
ス
テ
ム
か
ら
プ
ロ
セ
ス
へ
』

田

中

和

男

（
龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
）



れ
た
。
国
家
は
犯
罪
者
を
処
罰
す
る

「
死
の
権
力
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

生
を
管
理
・
規
律
す
る
必
要
が
あ
る
。

警
察
だ
け
で
は
な
い
福
祉
を
含
む
ポ
リ

ス
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
人
口

の
都
市
集
中
・
不
衛
生
な
ど
の
社
会
問

題
と
社
会
を
新
た
に
分
断
す
る
階
級
・

階
層
問
題
が
深
刻
化
す
る
。
こ
う
し
た

諸
問
題
を
解
決
す
る
方
法
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
る
自
由
な
言
論
の
空
間
で
あ
る

「
公
共
圏
」
が
成
立
し
、
「
社
会
」
が

共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
第
３
章
・
社
会
の
科
学
の
成
立
」
。

こ
こ
で
は
、
筆
者
・
竹
沢
さ
ん
の
専
門

と
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
が
一
九

世
紀
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
、
同
時
代

の
「
空
想
的
社
会
主
義
」
と
の
対
比
で

論
述
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
自
由
な
結

合
で
あ
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
拡
大
を

目
指
す
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
な

ど
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
の
代
表

で
あ
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
違
っ
た
も

の
同
士
の
社
会
連
帯
を
理
想
と
し
た
。

連
帯
の
思
想
に
導
か
れ
て
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
社
会
保
障
制
度
が
制
度
化
さ
れ

て
い
く
が
、
社
会
は
閉
ざ
さ
れ
た
シ
ス

テ
ム
と
考
え
ら
れ
、
社
会
の
範
囲
を
国

家
の
範
囲
に
一
致
さ
せ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
随
伴
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
と
国
家
の
範
囲
を

一
致
さ
せ
る
と
い
う
見
方
は
、
国
家
の

枠
組
み
が
揺
ら
ぎ
だ
し
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
行
す
る
中
で
、
社
会
概
念
の
再
定

義
が
必
要
と
す
る
異
論
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
。
竹
沢
さ
ん
は
、
国
民
と
社
会
の

関
係
に
触
れ
て
、
国
民
概
念
は
「
神
秘

化
作
用
」
が
働
い
て
そ
の
内
部
に
対
立

や
分
裂
が
存
在
し
な
い
と
み
な
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
社
会
は
分
裂
・
対
立
を

認
め
た
上
で
統
合
を
実
現
し
て
い
く
方

向
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
想

起
さ
せ
て
い
る
。

後
半
の
二
つ
の
章
は
、
前
半
の
社
会

概
念
の
成
立
の
当
否
を
検
証
す
る
た
め

に
、
著
者
が
調
査
・
研
究
し
た
と
い
う

社
会
問
題
の
現
場
が
提
示
さ
れ
る
。
原

理
論
に
対
し
て
現
状
分
析
と
い
っ
た
と

こ
ろ
だ
ろ
う
。
一
つ
は
フ
ラ
ン
ス
の
ス

カ
ー
フ
論
争
を
め
ぐ
る
社
会
の
在
り
方

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
日
本
の
九
州
を
中
心
と
し
て

展
開
さ
れ
た
谷
川
雁
の
サ
ー
ク
ル
村
の

プ
ラ
ク
シ
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
国

家
と
同
じ
広
さ
の
社
会
の
概
念
に
隠
れ

て
い
た
「
仲
間
」
や
身
近
な
「
結
社
」

と
し
て
の
社
会
が
質
を
変
え
て
浮
き
上

が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
は
フ
ラ
ン
ス
を
扱
う
「
第
４
章
・

文
化
と
社
会
」
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴

う
外
国
人
移
民
の
流
入
は
新
た
な
社
会

的
統
合
と
い
う
課
題
を
明
確
に
し
た
。

西
欧
各
国
は
植
民
地
所
有
の
歴
史
と
Ｅ

Ｕ
の
域
内
移
動
の
自
由
に
保
証
さ
れ
て

様
々
な
文
化
的
背
景
を
持
つ
移
民
が
定

住
し
て
い
る
。
経
済
が
曲
が
り
角
を
経

験
し
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
不
況
の

際
に
は
外
国
人
移
民
に
対
す
る
社
会
的

排
除
を
幾
度
か
経
験
し
て
い
る
。
英
米

は
多
文
化
主
義
や
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ

リ
ズ
ム
の
主
張
に
よ
り
共
存
を
模
索
し

て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
国
家
と

個
人
の
間
の
中
間
団
体
を
承
認
し
な
い

共
和
主
義
の
伝
統
に
よ
り
、
公
私
を
分

離
し
、
私
的
な
文
化
的
差
異
が
公
領
域

に
侵
入
す
る
こ
と
を
強
く
拒
否
す
る
こ

と
で
、
差
異
が
公
然
化
す
る
こ
と
を
抑

え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
逆
に
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
系
の
人
々
の

公
立
学
校
で
の
ス
カ
ー
フ
着
用
を
禁
止

す
る
こ
と
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抑
圧
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。最

後
の
「
第
５
章
・
社
会
と
共
同
体
」

は
日
本
で
の
実
践
が
取
り
扱
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
社
会
を
国
家
と
範
囲
を
同
じ

く
す
る
国
家
の
中
で
の
シ
ス
テ
ム
と
す

る
考
え
方
を
相
対
化
す
る
た
め
「
生
活

の
共
同
と
情
緒
に
よ
る
結
び
つ
き
と
し

て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
が
改
め
て
提
起

さ
れ
る
。
タ
イ
で
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
患
者
の
ケ

ア
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
紹
介
さ
れ
る
。

章
の
中
心
は
日
本
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
実
践
と
し
て
、
水
俣
病
患
者
を
取
り

巻
く
地
域
、
漁
民
の
世
界
と
陸
地
に
住

む
人
の
生
活
世
界
の
ず
れ
、
チ
ッ
ソ
水

俣
と
住
民
・
患
者
、
市
・
熊
本
県
、
政

府
厚
生
省
、
さ
ら
に
学
者
な
ど
の
係
わ

り
が
描
か
れ
る
。
そ
の
中
で
石
牟
礼
道

子
の
『
苦
界
浄
土
』
が
出
版
さ
れ
、
漁

民
の
暮
ら
し
ぶ
り
、
発
病
に
よ
る
苦
し

み
、
地
域
社
会
か
ら
の
排
除
が
描
か
れ

た
。
こ
の
事
件
の
記
録
と
記
憶
の
背
後

に
存
在
し
た
の
は
、
竹
沢
さ
ん
に
よ
れ

ば
「
戦
後
の
九
州
に
花
開
い
た
、
文
芸

公
共
圏
」
で
あ
り
、
谷
川
雁
の
サ
ー
ク

ル
村
の
活
動
で
あ
っ
た
。

社
会
に
つ
い
て
の
概
説
書
は
、
社
会

学
の
入
門
書
を
含
め
て
多
く
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
本
書
の
特
徴
点
は
「
社
会
」

概
念
の
近
代
で
の
展
開
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
社
会
概
念

が
隠
し
て
し
ま
っ
た
違
っ
た
社
会
の
可

能
性
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

再
発
見
さ
れ
た
社
会
は
、
よ
く
あ
る
よ

う
に
「
日
本
的
」
共
同
体
で
は
な
い
。

個
々
の
差
異
の
共
存
を
図
る
多
様
性
が

前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の
概
念
の

発
生
史
を
、
社
会
状
況
の
変
化
に
対
応

す
る
社
会
認
識
の
歩
み
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
る
の
も
本
書
の
特
徴
だ
と
思
わ

れ
る
。
す
で
に
四
〇
年
前
の
こ
と
に
属

す
る
が
、
経
済
学
者
・
内
田
義
彦
さ
ん

の
『
社
会
認
識
の
歩
み
』
（
岩
波
新
書
）

と
い
う
名
著
を
思
い
出
さ
せ
た
。
内
田

さ
ん
は
、
個
人
個
人
の
社
会
認
識
の
深

化
と
寄
り
添
う
よ
う
に
人
類
の
社
会
認

識
の
歩
み
が
あ
っ
た
と
し
て
、
ホ
ッ
ブ

ス
・
ス
ミ
ス
・
ル
ソ
ー
・
マ
ル
ク
ス
な

ど
の
社
会
科
学
者
の
社
会
理
論
を
紹
介

し
て
い
た
。
竹
沢
さ
ん
の
著
書
が
、
ホ
ッ

ブ
ス
・
ル
ソ
ー
か
ら
始
ま
っ
て
コ
ン
ト
・

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
い
た
る
社
会
学
者
に
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連
な
っ
て
い
る
の
は
、
社
会
科
学
の
主

流
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
没
落
後
に
経
済

学
か
ら
社
会
学
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
歴
史
か
ら

思
想
の
分
野
に
い
た
る
ま
で
社
会
学
的

思
考
と
方
法
論
の
影
響
を
抜
き
に
し
て
、

現
在
の
社
会
科
学
研
究
は
存
在
し
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

疎
外
や
階
級
対
立
の
問
題
で
は
な
く
、

社
会
的
排
除
や
包
摂
が
本
書
の
主
題
の

ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
年
代
の

変
化
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
と
絡

ん
で
差
別
の
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。
近

代
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
建
設
は
身
分
や
地
域

を
超
え
た
国
民
と
し
て
の
同
等
性
と
共

通
性
を
前
提
と
し
て
い
た
。
想
像
の
共

同
体
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
差
異
を
解

消
し
て
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
寄
り
添

う
こ
と
が
様
々
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
社

会
運
動
の
目
標
で
あ
っ
た
。
社
会
福
祉

の
対
象
と
さ
れ
た
貧
困
者
や
非
行
少
年

の
救
済
や
改
善
を
目
指
す
先
駆
的
な
取

り
組
み
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
東
京
の
都
心
近
く
の
貧
民
窟
に

住
む
貧
し
い
幼
児
の
保
育
施
設
と
し
て

一
九
〇
〇
年
、
野
口
幽
香
た
ち
に
よ
っ

て
開
設
さ
れ
た
二
葉
幼
稚
園
の
設
立
趣

意
書
は
「
可
憐
に
し
て
憫
然
至
極
」
な

幼
児
た
ち
に
「
未
だ
悪
し
き
感
化
の
浸

潤
せ
ざ
る
時
代
よ
り
、
良
き
境
遇
に
置

き
教
育
を
施
し
、
良
き
国
民
と
為
す
こ

と
は
、
実
に
吾
等
同
胞
の
義
務
と
い
ふ

も
不
可
な
か
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
た
。

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か

け
て
拡
が
り
だ
す
被
差
別
部
落
民
の
差

別
解
消
へ
の
要
請
、
融
和
運
動
・
水
平

運
動
も
、
一
面
に
お
い
て
は
国
民
と
し

て
の
同
等
の
自
由
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
一
八
七
一
年
の
「
賤

称
廃
止
令
」
は
幕
藩
時
代
の
地
域
ご
と

の
様
々
な
呼
称
と
実
態
で
差
別
を
受
け

た
人
々
を
「
え
た
・
非
人
等
」
と
ネ
ー

シ
ョ
ン
ワ
イ
ド
に
統
括
さ
れ
て
把
握
さ

れ
た
。
福
祉
の
向
上
と
部
落
問
題
の
解

決
は
国
民
的
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。国

民
と
し
て
の
一
様
の
統
合
で
は
な

く
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
現
代
で
は
、

様
々
な
個
性
や
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
前
提
に
し
た
社
会
的
統
合
が
求

め
ら
れ
る
。
「
も
し
社
会
が
均
質
的
な

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
や
が
て
そ
の
内
部
の
活
力
を
失
い
、

た
ん
な
る
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
制
度
と
し

て
硬
直
化
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
社

会
が
そ
の
力
を
枯
渇
す
る
こ
と
な
く
、

新
し
い
力
を
生
み
出
し
つ
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
内
部
に
多
様
で
異
質

な
要
素
を
抱
え
、
そ
こ
に
生
じ
る
軋
轢

や
齟
齬
が
私
た
ち
に
よ
り
良
き
生
と
は

何
か
を
つ
ね
に
問
い
質
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
」
と
い
う
結
論
的
な
表
明
が
、

今
後
の
社
会
を
考
え
る
前
提
に
置
か
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
記
し
て
、

本
稿
の
終
わ
り
と
し
た
い
。

ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
個
所
。
ホ
ッ

ブ
ス
の
社
会
契
約
の
説
明
の
中
で
、
国

民
か
ら
権
利
を
譲
渡
さ
れ
た
主
権
者
が
、

国
民
に
対
し
て
「
ど
ん
な
に
…
…
理
不

尽
な
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
、
拒
否

す
る
権
利
を
も
た
な
い
」
と
竹
沢
さ
ん

は
指
摘
し
て
い
る
。
勿
論
「
抵
抗
権
」

の
承
認
を
ホ
ッ
ブ
ス
に
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
に
し
て
も
「
各
人
の
生
存
…

…
の
手
段
と
し
て
設
定
さ
れ
た
主
権
が
、

手
段
の
枠
を
こ
え
て
個
人
の
身
体
生
命

を
お
び
や
か
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然

状
態
へ
の
復
帰
で
あ
っ
て
、
各
人
は
公

然
と
自
然
権
と
し
て
の
自
己
保
存
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
『
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
２
』
岩
波
文
庫
の
水
田
洋
「
訳
者

序
文
」
）
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

前
半
と
後
半
の
つ
な
ぎ
の
問
題
。
原

理
論
な
い
し
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
近
代

の
展
開
を
現
代
フ
ラ
ン
ス
や
日
本
に
適

用
す
る
場
合
に
何
ら
か
の
媒
介
と
な
る

説
明
が
必
要
で
は
な
い
か
。
日
本
と
西

欧
と
の
社
会
と
社
会
理
解
の
方
法
の
違

い
、
前
期
近
代
や
後
期
近
代
と
い
う
よ

う
な
段
階
の
違
い
も
想
定
し
う
る
。
勿

論
、
こ
う
し
た
想
定
自
身
、
日
本
、
フ

ラ
ン
ス
な
ど
近
代
国
民
国
家
の
枠
組
み

を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
問
題
性
や
、

近
代
を
段
階
づ
け
る
尺
度
の
恣
意
性
の

問
題
も
あ
る
。
反
対
に
、
そ
う
い
っ
た

地
域
の
型
の
違
い
や
時
代
・
段
階
を
超

え
た
普
遍
的
な
課
題
の
共
通
性
を
こ
そ

竹
沢
さ
ん
は
分
析
の
前
提
と
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

桂
枝
雀
さ
ん
は
違
う
高
座
の
枕
の
話

し
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。

落
語
の
世
界
に
は
動
作
や
声
色
に
よ
っ

て
二
人
（
多
数
）
が
会
話
を
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
噺
家
が
演
じ
、
聞
き
手
も
そ

の
よ
う
に
み
る
と
い
う
虚
構
・
約
束
が

あ
る
こ
と
を
話
し
た
あ
と
、
あ
る
時
、

噺
し
の
会
話
の
中
で
「
上
に
あ
が
り
な

さ
い
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
言
っ
た
ら
客

席
の
女
性
の
観
客
と
目
が
あ
っ
て
、
そ

の
人
が
高
座
に
上
が
っ
て
き
た
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
。
枝
雀
さ
ん
は
彼
女
と

し
ば
ら
く
高
座
で
世
間
話
を
し
て
席
に

帰
っ
て
も
ら
っ
た
と
一
応
の
オ
チ
を
付

け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
話
が
本
当
に
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
落
語

の
話
し
手
と
聞
き
手
の
中
に
あ
る
暗
黙

の
社
会
的
コ
ー
ド
の
存
在
と
、
そ
れ
を

理
解
し
な
か
っ
た
人
間
の
存
在
を
、
コ
ー

ド
を
理
解
し
な
い
と
排
除
す
る
の
で
は

な
く
、
違
っ
た
コ
ー
ド
に
入
れ
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
女
性
に
恥
を
か
か
せ
な

い
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
枝
雀
さ
ん

の
繊
細
な
心
遣
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
た
。

（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
）
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東
九
条
に
お
け
る
希
望
の
家
の
位
置

こ
の
文
章
で
は
、
東
九
条
に
位
置
す

る
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
希
望
の
家
50
周

年
記
念
誌
の
作
成
に
携
わ
っ
た
際
に
、

私
自
身
が
考
え
た
こ
と
を
、
書
き
綴
っ

て
み
た
い
と
思
う
（
注
1
）

。
私
に
と
っ
て
、

東
九
条
と
い
え
ば
、
在
日
朝
鮮
人
、
民

族
差
別
、
日
本
人
の
責
任
と
い
う
も
の

と
直
結
す
る
地
域
だ
っ
た
。
40

番
地

（
「
０
番
地
」
）
、
東
九
条
マ
ダ
ン
、
エ

ル
フ
ァ
な
ど
、
学
生
時
代
は
「
点
」
と

し
て
の
関
わ
り
し
か
持
て
な
か
っ
た
東

九
条
に
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
活
動

を
続
け
て
き
た
「
希
望
の
家
」
と
い
う

施
設
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
無
自
覚

で
あ
っ
た
。
様
々
な
運
動
の
拠
点
と
な

り
、
地
域
の
結
節
点
と
な
り
、
さ
ら
に
、

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
き
た
そ
の
施
設
の
意
味
を
考

え
る
こ
と
は
、
日
に
日
に
私
の
な
か
で

大
き
な
関
心
事
に
な
っ
て
い
た
。

「
オ
ー
ル
・
ロ
マ
ン
ス
事
件
」
に
関

す
る
研
究
で
著
名
な
、
元
京
都
部
落
史

研
究
所
所
員
で
あ
る
前
川
修
氏
（
希
望
の

家
所
長
）
か
ら
、
50
年
目
を
迎
え
る
希
望

の
家
の
記
念
誌
を
作
っ
て
欲
し
い
と
頼

ま
れ
た
と
き
、
上
記
の
よ
う
な
こ
と
に

関
心
を
持
ち
始
め
て
い
た
私
に
は
、
大

き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
と
も
に
、
抑
え

が
た
い
好
奇
心
も
湧
い
て
い
た
。
し
か

し
、
東
九
条
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
を
通

し
て
接
点
を
持
ち
始
め
る
こ
と
が
で
き

た
希
望
の
家
の
職
員
の
方
々
か
ら
の
情

報
以
外
に
、
何
も
予
備
知
識
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
。

「
好
き
な
よ
う
に
書
い
て
も
ら
っ
て

い
い
」
、
と
い
う
前
川
所
長
の
言
葉
を

受
け
て
、
希
望
の
家
に
日
の
目
を
見
ず

に
眠
っ
て
い
る
資
料
を
一
点
一
点
確
認

す
る
こ
と
が
先
決
だ
と
考
え
た
。
さ
ら

に
、
そ
の
作
業
は
、
職
員
に
み
え
る
か

た
ち
で
、
ま
た
、
希
望
の
家
の
空
気
を

感
じ
取
る
た
め
に
、
施
設
内
で
行
う
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
、
そ
の
要
望
を
伝

え
、
作
業
を
始
め
た
の
が
二
〇
〇
九
年

三
月
で
あ
っ
た
。
現
在
、
確
認
し
て
い

る
文
書
資
料
は
四
三
〇
点
ほ
ど
で
あ
り
、

写
真
資
料
を
加
え
る
と
一
、
〇
〇
〇
点

を
超
え
る
。
特
に
、
一
九
六
二
年
か
ら

始
ま
る
『
希
望
の
家
新
聞
』
は
、
施
設

の
様
子
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
声
や
医

療
・
福
祉
を
通
じ
て
協
力
関
係
に
あ
っ

た
専
門
家
の
文
章
が
記
さ
れ
て
お
り
、

休
刊
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
そ
の
時
々

の
東
九
条
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

『
市
有
財
産
貸
付
契
約
書
』
（
一
九
六
三

年
）
や
『
第
２
種
社
会
福
祉
事
業
団
体
希

望
の
家
に
対
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
』

（
一
九
六
三
年
）
な
ど
か
ら
、
早
く
か
ら

京
都
市
が
希
望
の
家
の
役
割
を
高
く
評

価
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。

主
に
、
高
齢
者
を
中
心
と
し
た
地
域

福
祉
事
業
と
小
中
高
生
を
対
象
に
し
た

学
童
保
育
・
児
童
館
事
業
に
分
か
れ
て

い
る
希
望
の
家
は
、
日
々
、
地
元
の
高

齢
者
の
方
か
ら
、
や
ん
ち
ゃ
な
子
ど
も

た
ち
、
さ
ら
に
、
シ
ス
タ
ー
や
教
会
か

ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
な
ど
、
大

変
、
人
の
出
入
り
が
活
発
な
施
設
で
も

あ
る
。
そ
こ
で
、
私
の
よ
う
な
「S

t
r
a
n

g
e
r

（
よ
そ
者
）
」
が
何
や
ら
ご
そ
ご
そ

と
作
業
を
し
て
い
る
姿
を
見
て
も
、
寛

容
に
、
と
き
に
は
、
訝
し
げ
に
、
接
し

て
頂
い
た
よ
う
に
思
う
。
歴
史
と
現
在

が
混
ざ
り
合
う
瞬
間
、
瞬
間
が
非
常
に

貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。

資
料
の
集
積
点
と
施
設
の
成
り
立
ち

『
地
域
と
共
に
50
年
―
希
望
の
家
創

立
50
周
年
記
念
誌
』
（
以
下
、
記
念
誌
）

の
発
行
主
体
は
、
社
会
福
祉
法
人
カ
ト

リ
ッ
ク
京
都
司
教
区
カ
リ
タ
ス
会
・
地

域
福
祉
セ
ン
タ
ー
希
望
の
家
で
あ
る
（
資

料
Ａ
）
。
そ
し
て
、
「
地
域
と
共
に
」
と

い
う
理
念
を
掲
げ
た
福
祉
施
設
が
希
望

の
家
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
性
と
現
代
性

に
ど
う
応
え
る
記
述
を
行
っ
て
い
く
の

か
。
幸
い
、
東
九
条
地
域
で
の
ま
ち
づ

く
り
に
関
わ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
「
あ
る
べ
き
姿
」

「
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
姿
」
を
先
行
し

て
描
く
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
現
代
史
と
い
う
の
は
、

そ
の
点
ま
で
描
く
こ
と
を
含
み
得
る
と

考
え
て
い
た
。

現
代
史
を
描
き
出
す
う
え
で
、
資
料

の
在
り
処
は
、
小
学
校
や
寺
院
な
ど
、

人
々
の
生
活
と
関
係
を
繋
ぐ
施
設
で
あ
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現
代
史
が
持
つ
意
義
と
重
み

―

希
望
の
家
創
立
50
周
年
と
東
九
条

―

山

本

崇

記

（
立
命
館
大
学
研
究
員
）

資料Ａ



る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
以
外
で
は
、
奇

特
な
関
係
者
の
個
人
所
蔵
と
い
う
場
合

が
あ
る
。
し
か
し
、
東
九
条
地
域
で
は
、

第
二
種
社
会
福
祉
事
業
団
体
で
あ
る
希

望
の
家
に
、
単
な
る
事
業
関
係
資
料
だ

け
で
な
く
、
地
域
に
関
わ
る
資
料
が
豊

富
に
揃
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
す
ぐ

に
得
心
も
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
希
望
の

家
の
成
り
立
ち
に
関
わ
る
。
創
設
者
の

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
ィ
フ
リ
ー
神
父
（
初

代
所
長
）
が
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
の
た

め
に
補
習
学
級
を
始
め
た
こ
と
に
あ
る

（
写
真
Ｂ
）
。
一
九
五
九
年
四
月
、
崇
仁

地
区
南
部
の
屋
形
町
に
「
希
望
の
家
」

は
誕
生
し
た
。

キ
リ
ス
ト
者
の
使
命
で
あ
る
宣
教
活

動
を
控
え
、
あ
く
ま
で
地
域
の
人
た
ち

の
た
め
に
奉
仕
す
る
と
い
う
地
域
住
民

と
の
「
約
束
」
は
、
決
し
て
信
仰
と
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
み

え
る
。
ま
た
、
地
域
に
住
み
こ
み
、
自

ら
地
域
改
善
に
率
先
し
て
汗
を
流
す
姿
。

当
時
、
バ
タ
ヤ
（
廃
品
回
収
）
な
ど
単
純

労
働
者
が
職
業
構
成
の
な
か
で
は
最
も

多
く
、
六
六
〇
㎡
に
三
〇
〇
戸
、
一
、

四
〇
〇
人
が
簡
易
バ
ラ
ッ
ク
に
住
む
密

集
率
を
抱
え
る
の
が
屋
形
町
を
含
め
た

東
九
条
地
域
の
状
況
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
生
活
保
護
率
は
市
内
平
均
の
一
四

倍
と
い
う
数
字
を
示
し
て
い
た
（
『
東
九

条
実
態
調
査
報
告
書
』
一
九
六
九
年
）
。
そ

ん
な
町
の
な
か
を
、
リ
ヤ
カ
ー
を
ひ
き

な
が
ら
一
軒
一
軒
を
ま
わ
る
デ
ィ
フ
リ
ー

神
父
の
司
祭
服
の
襟
元
は
、
い
つ
も
真
っ

黒
に
汚
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う

な
生
き
方
が
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
標

準
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
域
の

人
た
ち
の
な
か
に
は
、
こ
の
神
父
の
姿

に
、
戸
惑
い
、
違
和
感
を
覚
え
、
と
き

に
反
発
も
感
じ
た
者
も
い
る
。
「
戦
勝

国
」
で
あ
る
米
国
か
ら
や
っ
て
き
た
カ

ト
リ
ッ
ク
の
神
父
が
、
不
良
住
宅
化
が

激
し
く
な
っ
て
い
く
東
九
条
北
東
部
と

崇
仁
南
部
を
行
き
来
す
る
姿
が
、
住
民

に
と
っ
て
「
奇
異
」
に
映
っ
て
い
た
と

し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
一
九
五
三
年
か
ら
疎
開

地
跡
整
備
事
業
、
バ
ラ
ッ
ク
清
掃
事
業
、

国
鉄
新
幹
線
関
係
事
業
と
、
行
政
施
策

が
動
き
始
め
た
崇
仁
地
区
の
な
か
で
も
、

「
０
番
地
」
と
さ
え
称
さ
れ
た
屋
形
町

に
は
、
明
日
に
も
立
ち
退
き
を
迫
ら
れ

か
ね
な
い
と
い
う
不
安
定
な
住
環
境
の

な
か
で
、
住
民
が
町
内
会
を
結
成
し
、

ま
ち
づ
く
り
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
住
民
の
動
き
と
、
デ
ィ

フ
リ
ー
神
父
の
熱
意
が
か
み
合
っ
た
。

そ
の
地
点
は
、
当
初
は
東
九
条
で
は
な

く
、
屋
形
町
（
崇
仁
地
区
）
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
屋
形
町
と
東
九
条
の
双
方

の
住
民
か
ら
協
力
を
得
、
バ
ラ
ッ
ク
仕

立
て
の
小
さ
な
教
室
が
出
来
上
が
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
一
年
を
経
て
、
現
在
の
希

望
の
家
カ
ト
リ
ッ
ク
保
育
園
（
一
九
六
七

年
設
立
）
の
土
地
を
デ
ィ
フ
リ
ー
神
父
の

私
財
と
教
会
関
係
の
寄
付
な
ど
に
よ
り

購
入
し
、
カ
マ
ボ
コ
兵
舎
と
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
二
戸
建
て
の
新
館
が
東
九
条

に
開
設
す
る
の
で
あ
る
（
写
真
Ｃ
）
。

キ
リ
ス
ト
者
と
住
民
の
相
互
作
用

―
培
わ
れ
る
地
域
の
力

キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
慈
善
事
業
と
は

お
よ
そ
異
な
る
成
り
立
ち
を
も
つ
希
望

の
家
と
地
域
住
民
の
関
係
性
を
、
私
は
、

50
周
年
記
念
誌
を
作
成
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
「
地
域
化
」
と
「
内
部
化
」
の

力
が
作
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し

た
。
何
よ
り
も
地
域
に
根
付
き
、
地
域

に
こ
だ
わ
り
、
地
域
に
還
す
こ
と
に
こ

だ
わ
っ
た
デ
ィ
フ
リ
ー
神
父
と
そ
の
後

の
マ
ン
テ
ィ
カ
神
父
（
第
二
代
所
長
、
初

代
保
育
園
園
長
）
の
指
向
性
が
あ
り
、
そ

れ
は
地
域
社
会
の
な
か
で
多
様
な
主
体

と
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
起
こ
る
一
九
七

〇
年
代
を
経
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
青

年
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
よ
っ
て
深
め
ら

れ
て
い
く
。
こ
の
「
地
域
化
」
を
通
じ

て
、
単
な
る
第
三
者
と
し
て
住
民
に
奉

仕
す
る
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

宗
教
の
濃
淡
に
よ
る
緊
張
関
係
を
含
み

な
が
ら
も
、
地
域
社
会
の
構
成
員
と
し

て
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
り
、
同
時
に
、

主
体
と
し
て
変
化
し
て
い
く
過
程
こ
そ

が
、
「
地
域
化
」
と
し
て
見
出
し
う
る

特
徴
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
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五
年
に
所
長
に
就
任
し
た
マ
ン
テ
ィ
カ

神
父
は
、
地
域
の
た
め
の
施
設
と
し
て
、

住
民
主
導
の
運
営
に
切
り
替
え
、
住
民

と
の
共
同
の
運
営
委
員
会
を
設
置
す
る
。

さ
ら
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と

「
東
九
条
現
場
研
修
」
を
通
じ
て
結
成

さ
れ
た
「
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
」
（
東
九
条
キ
リ
ス

ト
者
地
域
活
動
協
議
会
）
を
軸
に
、
自
ら

地
域
に
住
み
、
子
ど
も
を
育
て
、
地
域

改
善
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
く
若
手
キ

リ
ス
ト
者
が
出
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

部
外
者
／
非
部
外
者
と
い
う
境
界
線
は
、

徐
々
に
相
対
化
さ
れ
て
い
く
。

一
方
、
こ
の
「
地
域
化
」
に
は
、
住

民
側
か
ら
の
働
き
か
け
も
必
要
と
な
る
。

「
宣
教
活
動
を
控
え
る
」
と
い
う
関
係

形
成
を
求
め
、
施
設
の
運
営
に
参
画
し
、

民
生
・
児
童
委
員
、
少
年
補
導
委
員
、

市
政
協
力
委
員
、
体
育
振
興
会
、
消
防

団
分
会
な
ど
を
通
じ
て
、
希
望
の
家
の

力
強
い
協
力
者
と
な
っ
て
き
た
住
民
た

ち
。
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
下
層
社
会
化

を
強
め
る
高
度
成
長
期
に
あ
っ
て
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た
共

助
組
合
運
動
を
、
非
常
に
早
い
段
階
で

試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
貯
蓄
信

用
共
助
会
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
賛

同
す
る
住
民
か
ら
十
円
の
会
費
を
集
め
、

共
同
購
入
と
貯
蓄
を
通
じ
て
互
い
の
生

活
を
支
え
合
う
、
ま
さ
に
「
共
助
」
の

仕
組
作
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
共
助
組
合

の
取
り
組
み
が
、
毎
年
の
恒
例
事
業
と

な
っ
て
い
る
秋
の
大
バ
ザ
ー
に
繋
が
っ

て
お
り
、
そ
の
第
一
回
目
が
希
望
の
家

共
助
組
合
の
主
催
で
、
一
九
六
六
年
一

一
月
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
力

と
も
い
え
る
よ
う
な
も
の
が
、
「
地
域

化
」
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
、
地
域
の
活
力
と
し
て
変
換
す
る

「
内
部
化
」
の
作
用
因
で
あ
っ
た
。

希
望
の
家
に
集
ま
っ
て
く
る
物
資
を

有
効
活
用
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た

「
こ
ん
ば
ん
会
」
は
、
建
物
を
増
築
す

る
際
に
、
「
十
円
で
も
」
と
資
金
集
め

に
奔
走
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
私

た
ち
は
デ
ィ
フ
リ
ー
神
父
さ
ん
の
熱
意

に
動
か
さ
れ
た
。
地
域
ぐ
る
み
の
厚
生

施
設
は
長
い
間
の
夢
で
し
た
。
こ
ん
ど

の
計
画
（
新
館
増
築
）
は
私
た
ち
の
手
で

や
り
遂
げ
た
い
」
「
わ
れ
わ
れ
の
希
望

の
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
」
と
い

う
思
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
思

い
が
、
一
九
六
五
年
、
新
館
開
設
と
い

う
か
た
ち
で
実
現
す
る
。
地
域
に
住
み

こ
み
、
地
域
の
住
民
と
な
っ
て
、
こ
の

町
の
人
た
ち
と
共
に
歩
む
こ
と
を
望
ん

だ
デ
ィ
フ
リ
ー
神
父
は
、
所
属
す
る
メ

リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
の
人
事
に
よ
り
、
新

館
完
成
を
見
届
け
て
や
む
な
く
帰
国
す

る
。
そ
の
後
を
継
い
だ
の
が
、
ト
マ
ス
・

マ
ン
テ
ィ
カ
神
父
で
あ
る
。

マ
ン
テ
ィ
カ
神
父
の
写
真
は
数
多
く

残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
保

育
園
設
立
時
の
動
画
を
記
録
し
て
い
る

の
は
、
当
時
の
学
生
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と

東
九
条
の
地
域
青
年
た
ち
が
合
作
で
作

り
上
げ
た
自
主
映
画
『
東
九
条
』
（
制
作
・

一
九
六
八
年
、
監
督
・
山
内
政
夫
）
だ
け
か

も
し
れ
な
い
（
写
真
Ｄ
）
。
マ
ン
テ
ィ
カ

神
父
時
代
は
、
保
育
園
設
立
の
み
な
ら

ず
、
様
々
な
事
業
展
開
を
示
す
時
期
で

あ
る
。
『
希
望
の
家
新
聞
（
Ｐ
Ｒ
版
）
』

と
い
う
も
の
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
時
期
の
機
構
図
を
示
す
貴
重
な
資
料

で
あ
る
（
資
料
Ｅ
）
。
こ
の
な
か
で
、

「
理
事
会
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
希
望
の
家
の
定
款
が
一
九
六
七
年

に
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
第
二
種
社

会
福
祉
事
業
団
体
」
と
し
て
、
宗
教
法

人
法
と
社
会
福
祉
法
に
規
定
さ
れ
る
事

業
を
行
う
施
設
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。
「
理
事
会
」
は
、
地
域
の
住

民
と
の
共
同
運
営
と
い
う
趣
旨
も
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
は

「
運
営
委
員
会
」
の
こ
と
を
指
し
て
い

た
。
当
時
、
「
社
会
福
祉
団
体
希
望
の

家
」
「
社
会
福
祉
法
人
希
望
の
家
」

「
社
会
福
祉
希
望
の
家
」
と
い
っ
た
表

現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
語

用
と
法
的
存
在
形
態
に
は
「
ズ
レ
」
が

あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
確
か
に
、
希
望
の

家
の
運
営
実
態
と
そ
の
後
の
独
立
法
人

化
の
指
向
性
を
、
こ
こ
に
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
示

し
て
い
た
の
は
、
『
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ｓ
記
録
』

（
一
九
七
四
年
）
と
題
さ
れ
た
住
民
と
施

設
関
係
者
が
合
同
で
行
っ
た
研
修
の
記

録
か
ら
で
あ
っ
た
。

自
主
的
な
社
会
事
業

宗
教
法
人
カ
ト
リ
ッ
ク
京
都
司
教
区
、

社
会
福
祉
法
人
カ
リ
タ
ス
会
の
責
任
者

は
京
都
教
区
の
司
教
で
あ
る
。
宗
教
法

人
法
第
二
条
に
は
「
こ
の
法
律
に
お
い

て
「
宗
教
団
体
」
と
は
、
宗
教
の
教
義

を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び

信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る

目
的
と
す
る
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
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宗
教
行
事
を
重
視
す
る
と
い
う
キ
リ
ス

ト
者
の
宗
教
性
と
、
貧
困
や
火
災
な
ど

目
の
ま
え
に
起
こ
っ
て
い
る
地
域
の
課

題
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
住
民
（
地
域

性
）
と
の
葛
藤
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
規

定
さ
れ
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
「
地
域
化
」

と
「
内
部
化
」
の
作
用
は
働
い
て
い
た
。

一
九
六
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
老
人
の

集
い
」
は
、
「
老
人
ク
ラ
ブ
」
（
希
望
の

家
き
ず
な
会
）
に
発
展
し
、
「
家
庭
奉
仕

委
員
」
（
ホ
ー
ム
・
ヘ
ル
パ
ー
）
と
と
も

に
、
寝
た
き
り
に
あ
る
高
齢
者
の
家
を

訪
れ
、
生
活
相
談
・
健
康
相
談
に
も
乗

り
出
し
て
い
る
。
「
自
主
性
と
地
域
社

会
の
活
動
参
加
」
を
目
指
し
、
老
人
福

祉
の
担
い
手
を
指
向
し
た
高
齢
者
が
、

こ
の
時
期
か
ら
主
体
性
を
発
揮
し
て
い

た
。「

希
望
の
家
事
業
発
展
の
為
自
主
的

に
協
力
し
、
趣
味
、
ク
ラ
ブ
活
動
を
通

じ
て
青
年
同
志
の
友
情
と
親
睦
を
図
ろ

う
」
と
「
青
年
パ
ー
ル
会
」
と
い
う
グ

ル
ー
プ
も
結
成
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は

青
年
た
ち
が
好
き
で
す
」
と
い
う
マ
ン

テ
ィ
カ
神
父
の
意
向
は
、
「
青
年
室
」

に
結
実
す
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
青
年

た
ち
が
、
希
望
の
家
を
拠
点
に
活
動
を

行
っ
た
。
そ
れ
は
ま
だ
、
児
童
館
事
業

が
始
ま
る
前
で
あ
っ
た
。
「
カ
ギ
っ
子

教
室
」
を
い
ち
早
く
市
か
ら
受
託
し
た

希
望
の
家
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば

か
ら
「
児
童
部
」
を
設
置
し
、
地
域
の

子
ど
も
た
ち
の
放
課
後
支
援
や
補
習
学

級
、
中
高
生
た
ち
の
た
め
の
学
習
会
を

行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
上
の
世

代
に
当
た
る
10
代
後
半
か
ら
20
代
前
半

の
青
年
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
と
き

に
施
設
と
の
緊
張
関
係
を
も
た
ら
す
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

特
に
、
多
く
の
火
災
が
度
重
な
っ
た

東
九
条
北
東
部
の
な
か
で
、
最
も
先
鋭

的
な
闘
争
を
展
開
し
た
の
は
「
東
九
条

青
年
会
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
希
望

の
家
の
前
の
児
童
公
園
に
溜
ま
り
、
小

学
校
・
中
学
校
で
の
繋
が
り
の
な
か
か

ら
次
第
に
仲
間
意
識
を
形
成
し
、
行
政

責
任
を
厳
し
く
追
及
す
る
糾
弾
闘
争
を

展
開
す
る
。
そ
の
問
題
意
識
に
、
部
落

差
別
、
民
族
差
別
、
地
域
（
ス
ラ
ム
）
差

別
を
射
程
に
置
い
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、

一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
積
極
的
に

地
域
に
入
り
始
め
て
い
た
学
生
セ
ツ
ル

メ
ン
ト
た
ち
と
の
共
同
実
践
と
相
克
が

あ
っ
た
。
「
地
域
を
モ
ル
モ
ッ
ト
に
し

て
い
る
」
。
そ
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判

を
学
生
セ
ツ
ラ
ー
に
向
け
な
が
ら
、
そ

の
情
熱
は
、
と
き
に
地
域
の
大
人
た
ち

と
も
衝
突
を
起
こ
す
。
そ
ん
な
青
年
た

ち
に
も
包
容
力
を
持
っ
て
接
し
て
い
た

の
が
、
マ
ン
テ
ィ
カ
神
父
で
あ
っ
た
。

東
九
条
北
東
部
の
人
口
数
の
ピ
ー
ク

は
一
九
六
五
年
の
四
、
五
六
八
人
で
あ

る
。
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
渦
の
中
心

点
に
あ
り
な
が
ら
、
と
き
に
分
岐
す
る

軌
道
を
調
整
し
、
地
域
の
活
力
を
蓄
積

し
続
け
て
き
た
の
が
希
望
の
家
で
あ
っ

た
。
「
東
九
条
青
年
会
」
と
書
か
れ
た

手
書
き
の
看
板
や
ビ
ラ
、
総
括
集
ま
で

希
望
の
家
の
な
か
に
眠
っ
て
い
た
。
そ

ん
な
彼
ら
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て

い
く
の
か
。
『
希
望
の
家
新
聞
』
へ
の

寄
稿
、
青
年
祭
を
通
じ
た
支
援
等
々
。

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
関
係
性
が
当
時

の
町
内
会
役
職
層
を
含
め
て
存
在
し
た
。

そ
の
後
も
、
青
年
会
は
別
の
か
た
ち
で

活
動
を
続
け
、
次
世
代
、
次
々
世
代
へ

と
受
け
継
が
れ
、
現
在
の
中
高
生
の
集

ま
り
で
あ
る
「
エ
ニ
ワ
ン
」
へ
と
続
い

て
い
る
。
青
年
の
力
の
一
端
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
夏
祭
り
や
バ

ザ
ー
の
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九

七
七
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
児
童
館
事
業
・

学
童
保
育
を
通
じ
て
つ
な
が
っ
た
子
ど

も
た
ち
・
青
年
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
、
児
童
館
職
員
を
媒
介
に
、
現
在
で

も
希
望
の
家
に
活
力
を
与
え
続
け
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

背
景
に
、
希
望
の
家
は
一
九
七
四
年
か

ら
社
会
福
祉
法
人
化
に
向
け
た
準
備
を

進
め
る
。
そ
し
て
、
度
重
な
る
火
災
に

対
応
す
る
た
め
、
住
民
た
ち
も
「
山
王

東
部
防
災
地
区
連
絡
協
議
会
」
を
結
成

し
、
自
主
防
災
活
動
を
通
じ
て
、
町
内

会
の
力
も
少
し
ず
つ
、
ま
ち
づ
く
り
の

本
格
化
に
向
か
っ
て
い
く
。

ス
ラ
ム
対
策
と
地
域
改
善
の
動
き

記
念
誌
を
作
成
す
る
う
え
で
、
改
め

て
そ
の
意
味
を
定
位
し
た
い
と
思
っ
た

の
は
、
東
九
条
対
策
で
あ
っ
た
。
一
九

六
七
年
、
富
井
清
市
長
が
火
災
後
の
東

九
条
を
訪
れ
、
「
東
九
条
地
区
住
民
の

生
活
上
の
実
態
は
、
憲
法
に
規
定
す
る

基
本
的
人
権
並
び
に
社
会
福
祉
に
か
か

わ
る
重
要
な
社
会
問
題
」
で
あ
る
と
述

べ
、
東
九
条
対
策
を
約
し
た
こ
と
に
、

京都部落問題研究資料センター通信 第20号

9

2010年7月25日

資料Ｅ



現
在
ま
で
続
く
施
策
の
根
拠
と
原
点
が

あ
る
。
住
民
側
も
行
政
側
も
、
こ
の
原

点
を
確
認
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
一

致
し
て
い
る
。
富
井
市
長
の
方
針
に
基

づ
い
て
、
小
倉
襄
二
同
志
社
大
学
教
授

を
中
心
に
、
東
九
条
実
態
調
査
研
究
会

が
組
織
さ
れ
、
一
九
六
九
年
に
『
東
九

条
実
態
調
査
報
告
書
』
（
以
下
、
『
報
告

書
』
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇

年
代
半
ば
か
ら
活
発
に
活
動
し
て
い
た

東
九
条
生
活
と
健
康
を
守
る
会
や
学
生

セ
ツ
ラ
ー
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
団
体

と
は
相
い
れ
な
い
町
内
会
・
希
望
の
家

ま
で
が
調
査
に
協
力
し
、
詳
細
に
実
態

が
把
握
さ
れ
、
最
も
重
要
な
点
で
あ
る

在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
問
題
が
指

摘
さ
れ
、
不
良
住
宅
度
と
人
口
密
度
の

高
さ
、
貧
困
世
帯
や
社
会
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
集
住
と
い
っ
た
こ
と
が
、
よ
う

や
く
行
政
的
な
認
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
乗

せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

私
自
身
も
、
こ
の
富
井
市
政
期
ま
で
、

東
九
条
は
行
政
施
策
的
に
は
「
放
置
」

さ
れ
て
き
た
と
書
い
て
き
た
（
注
2
）

。
特

に
、
状
況
が
似
通
っ
て
い
る
被
差
別
部

落
・
同
和
地
区
と
比
較
し
、
行
政
の
不

作
為
の
問
題
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
不

良
住
宅
地
区
と
し
て
既
に
戦
前
か
ら
把

握
さ
れ
て
い
た
東
九
条
北
東
部
に
は
、

京
都
共
済
会
に
よ
り
公
設
質
屋
（
一
九
二

四
年
）
、
共
済
会
住
宅
（
一
九
二
六
年
）
、

第
六
社
会
館
（
一
九
三
二
年
）
が
、
建
設

さ
れ
、
京
都
協
助
会
に
よ
り
協
助
会
館

（
一
九
二
五
年
）
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
須
原
通
の

拡
幅
工
事
も
行
わ
れ
（
一
九
三
五
〜
三
八

年
）
、
内
鮮
融
和
を
掲
げ
融
和
促
進
教
育

が
国
民
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
。
国
家

総
動
員
の
問
題
を
孕
み
な
が
ら
も
、
完

全
な
不
作
為
と
は
い
え
な
い
歴
史
を
持
っ

て
い
た
事
実
を
評
価
す
る
の
は
、
今
後

の
作
業
と
な
る
。

た
だ
、
国
策
に
ま
で
位
置
付
け
ら
れ

た
同
和
行
政
と
比
べ
る
と
、
見
劣
り
が

し
て
い
た
の
は
否
め
な
か
っ
た
。
東
九

条
地
域
に
は
、
柳
原
町
時
代
か
ら
崇
仁

地
区
の
住
民
が
土
地
を
持
っ
て
い
た
り
、

引
っ
越
し
て
き
た
り
、
事
業
を
経
営
し

て
い
た
り
し
て
お
り
、
空
襲
に
備
え
た

防
火
帯
確
保
の
た
め
、
東
九
条
に
移
動

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
も
い
る
。

『
報
告
書
』
は
、
崇
仁
地
区
に
お
け
る

改
良
事
業
の
進
展
が
、
皮
肉
に
も
、
崇

仁
地
区
に
住
む
在
日
朝
鮮
人
を
南
に
追

い
や
り
、
さ
ら
に
、
東
九
条
に
住
む
被

差
別
部
落
民
の
存
在
を
見
え
な
く
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
剔
抉
し
て
い
る
。
し
か

し
、
富
井
市
政
は
第
一
期
目
で
終
わ
り
、

東
九
条
対
策
の
ト
ー
ン
は
確
実
に
落
ち

た
。
引
き
継
い
だ
船
橋
求
巳
市
長
は
、

部
落
解
放
運
動
と
の
関
係
も
強
く
、
同

和
対
策
事
業
に
重
き
を
置
い
た
。
そ
れ

が
、
『
報
告
書
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ

れ
た
、
『
東
九
条
地
区
社
会
福
祉
パ
イ

ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
（
未
定
稿
）
』
（
以
下
、

『
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
』
）
の
未
公
開
に

関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
『
パ
イ
ロ
ッ

ト
プ
ラ
ン
』
の
内
容
は
、
『
報
告
書
』

に
比
べ
は
る
か
に
内
容
が
後
退
し
、
わ

ざ
わ
ざ
同
和
行
政
が
第
一
だ
と
し
、
東

九
条
を
文
化
も
紐
帯
・
連
帯
も
な
い
一

般
的
な
下
層
社
会
（
「
ス
ラ
ム
」
）
と
規

定
す
る
不
十
分
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
存
在
す
る
民
族
差
別
や
地

域
住
民
の
共
同
性
、
さ
ら
に
、
そ
の
な

か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
希
望
の
家

に
対
す
る
認
識
の
欠
落
が
あ
っ
た
。

一
九
七
二
年
に
建
設
さ
れ
た
生
活
館

は
、
そ
の
な
か
で
も
唯
一
の
ス
ラ
ム
対

策
の
証
と
い
え
た
が
、
二
〇
一
〇
年
度

を
持
っ
て
、
十
分
な
総
括
が
な
い
ま
ま

廃
止
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
事
業

の
多
く
は
、
実
質
的
に
は
希
望
の
家
に

委
託
さ
れ
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
、
お
よ

そ
地
域
施
設
と
し
て
機
能
し
た
と
は
言

い
難
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九

六
〇
年
代
同
様
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら

一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
も
、
引
き
続

き
、
火
災
が
続
き
、
既
に
始
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
高
齢
化
と
あ
い
ま
っ
て
（
一
九
八

五
年
の
『
東
九
条
地
区
整
備
に
関
す
る
調
査

報
告
書
』
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
率
は
京
都
市

に
比
べ
一
・
五
倍
の
一
五
・
五
％
で
あ
っ
た
）
、

行
政
の
不
作
為
が
も
た
ら
す
東
九
条
地

域
の
困
難
は
増
し
て
い
っ
た
。
そ
の
状

況
下
で
、
青
年
た
ち
の
激
し
い
糾
弾
闘

争
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
青
年
た
ち
と

は
一
線
を
画
し
、
行
政
と
の
協
議
も
交

え
な
が
ら
、
地
域
改
善
を
進
め
る
た
め
、

一
九
八
二
年
、
北
東
部
の
町
内
会
が
結

束
し
て
「
東
九
条
改
善
対
策
委
員
会
」

（
以
下
、
委
員
会
）
を
設
立
す
る
の
で
あ

る
。

ま
ち
づ
く
り
と
社
会
福
祉
の
セ
ン
タ
ー

と
し
て

地
域
改
善
の
動
き
に
全
面
的
に
協
力

し
た
の
は
、
希
望
の
家
で
あ
る
。
京
都

教
区
司
祭
（
神
父
）
と
し
て
初
の
所
長
と

な
っ
た
越
知
健
神
父
は
、
自
ら
委
員
会

の
事
務
局
を
担
い
、
希
望
の
家
職
員
に
、

ま
ち
づ
く
り
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
呼

び
掛
け
た
。
そ
し
て
、
単
に
希
望
の
家

が
前
面
に
で
る
の
で
は
な
く
、
着
々
と

進
め
て
き
た
社
会
福
祉
法
人
化
（
「
希
望

の
家
福
祉
会
」
）
は
、
一
九
八
四
年
度
に

実
現
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
理
事
長
に

は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
希
望
の
家
の

「
理
事
」
と
し
て
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
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の
後
、
保
育
園
園
長
を
勤
め
、
現
在
、

カ
リ
タ
ス
会
理
事
長
を
勤
め
る
村
上
真

理
雄
神
父
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
理
事
会
に
は
、
地
域
か
ら

も
理
事
が
入
り
、
い
よ
い
よ
運
営
委
員

会
方
式
か
ら
、
実
質
的
な
理
事
会
体
制

＝
地
域
施
設
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る

現
実
性
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

そ
の
機
運
の
醸
成
は
、
村
上
神
父
と

越
知
神
父
の
強
い
要
請
も
あ
り
、
在
日

大
韓
基
督
教
会
に
所
属
し
、
東
九
条
出

身
で
あ
っ
た
崔
忠
植
牧
師
を
、
保
育
園

園
長
に
招
聘
し
て
い
る
点
に
も
窺
え
る
。

そ
の
流
れ
の
な
か
で
、
保
育
園
は
『
共

に
生
き
る
喜
び
―
地
域
に
根
差
し
た
保

育
園
の
20
年
』
（
一
九
八
七
年
）
と
い
う

記
念
誌
を
、
保
育
園
職
員
の
一
年
間
に

渡
る
ハ
ー
ド
な
作
業
の
な
か
で
製
作
し

て
い
る
。
地
域
と
共
に
歩
む
「
多
文
化

共
生
保
育
」
と
い
う
理
念
が
明
確
に
打

ち
出
さ
れ
、
そ
れ
は
、
希
望
の
家
に
も

影
響
を
与
え
、
マ
ダ
ン
劇
や
九
条
オ
モ

ニ
ハ
ッ
キ
ョ
の
担
い
手
が
生
れ
、
地
元

出
身
の
在
日
朝
鮮
人
が
職
員
と
し
て
採

用
さ
れ
、
保
育
園
・
児
童
館
と
も
に
、

多
文
化
共
生
を
日
々
の
実
践
の
な
か
で

意
識
化
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

再
び
、
小
倉
教
授
を
中
心
と
し
た
識

者
に
よ
る
実
態
調
査
が
行
わ
れ
、
『
東

九
条
地
区
整
備
に
関
す
る
調
査
報
告
書

―
実
態
分
析
と
提
言
』
が
提
出
さ
れ
（
一

九
八
五
年
）
、
法
人
化
な
ど
、
希
望
の
家

を
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
総
合
セ
ツ
ル
メ

ン
ト
）
と
位
置
付
け
、
住
環
境
整
備
と
ま

ち
づ
く
り
の
進
展
の
必
要
性
を
喚
起
し

た
。
施
策
は
一
旦
は
停
滞
す
る
も
の
の
、

一
九
八
九
年
に
発
覚
し
た
地
上
げ
を
契

機
に
、
住
民
の
ま
と
ま
り
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
「
東
九
条
を
守
る
会
」
に
結
実
し
、

「
東
九
条
地
区
改
善
中
・
長
期
計
画
（
案
）
」

を
も
と
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
進

む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
住
環
境
整
備
事
業
（
住

宅
市
街
地
総
合
整
備
事
業
）
の
具
体
化
に

繋
が
る
。
そ
し
て
市
営
住
宅
・
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
合

築
（
一
九
九
五
年
）
、
二
棟
に
渡
る
市
営

住
宅
建
設
（
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
年
）
、

多
文
化
共
生
・
地
域
交
流
事
業
（
二
〇
一

一
年
度
以
降
）
と
い
っ
た
施
策
を
現
実
の

も
の
と
す
る
。

学
童
の
親
た
ち
が
保
護
者
会
を
つ
く

り
、
若
い
住
民
と
町
内
会
活
動
を
担
っ

て
き
た
住
民
の
間
に
接
点
が
う
ま
れ
た

と
き
も
、
住
民
の
力
を
一
つ
に
す
る
希

望
の
家
が
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
崔

園
長
な
ど
が
中
心
と
な
り
開
始
さ
れ
た

東
九
条
現
場
研
修
（
一
九
八
二
年
〜
）
は
、

単
に
キ
リ
ス
ト
者
の
養
成
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
地
域
改
善
の
担
い
手
を
内
外
の

交
流
と
接
点
を
通
じ
て
育
成
す
る
場
と

な
り
、
そ
の
成
果
は
現
在
に
も
息
衝
い

て
い
る
。
現
場
研
修
を
担
っ
た
「
Ｈ
Ｅ

Ａ
Ｔ
」
は
、
東
九
条
松
ノ
木
町
40
番
地

（
現
在
の
東
松
ノ
木
町
）
で
も
住
民
を
支

え
、
「
東
九
条
ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
衣
替
え
し
、
十
年

を
迎
え
た
。
記
念
誌
は
、
こ
れ
ら
の
活

動
を
担
っ
た
人
た
ち
の
多
大
な
協
力
を

得
な
が
ら
進
め
、
発
刊
ま
で
辿
り
つ
い

た
（
二
〇
一
〇
年
二
月
）
。

50
周
年
記
念
誌
を
作
成
す
る
な
か
で
、

改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
行
政

施
策
の
な
か
で
引
か
れ
る
分
断
線
、
そ

れ
に
よ
り
、
人
々
の
記
憶
や
集
合
的
実

践
の
な
か
で
過
剰
に
意
味
付
け
ら
れ
る

分
断
線
が
、
絶
え
ず
生
産
／
再
生
産
さ

れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
境
界
線
を
横
断
す
る
実

践
も
同
様
に
、
歴
史
の
な
か
に
着
実
に

痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
崇

仁
と
東
九
条
、
部
落
と
在
日
、
「
ス
ラ

ム
」
と
「
不
法
占
拠
地
域
」
…
…
等
々

（
注
3
）

。
現
代
史
を
記
述
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
可
能
性
と
課
題
を
再
提
示

す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
記
念
誌
が
そ
の

水
準
に
達
し
た
か
ど
う
か
。
そ
の
真
価

が
問
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

注（
１
）
同
記
念
誌
の
作
成
過
程
で
、
筆
者
自

身
の
考
え
方
と
し
て
書
き
き
れ
な
い
部
分
で

あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
者
と
地
域
住
民
の
関
係
性

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ス
ラ
ム
地
域
に
お
け

る
住
民
主
体
と
キ
リ
ス
ト
者
の
戦
略
―
京
都

市
東
九
条
を
事
例
に
」
（
『
地
域
社
会
学
会

年
報
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
。

（
２
）
拙
稿
「
行
政
権
力
に
よ
る
排
除
の
再

編
成
と
住
民
運
動
の
不
／
可
能
性
―
京
都
市

東
九
条
に
お
け
る
ス
ラ
ム
対
策
を
事
例
に
」

（
『
社
会
文
化
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇

九
年
）
。

（
３
）
拙
稿
「
「
不
法
占
拠
地
域
」
に
お
け

る
住
民
運
動
の
条
件
―
京
都
市
東
九
条
を
事

例
に
」
（
『
日
本
都
市
社
会
学
会
年
報
』
第

二
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
、
「
０

番
地
」
と
称
さ
れ
た
東
九
条
40
番
地
と
四
ヶ

町
、
崇
仁
地
区
の
比
較
分
析
を
試
み
た
。

（
付
記
）

『
地
域
と
共
に
50
年
―
希
望
の
家
創
立
50
周

年
記
念
誌
』
（
二
〇
一
〇
年
二
月
刊
）
は
、

京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
に
寄
贈

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
手
に
と
っ
て
ご
覧
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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章） 部落差別の歴史的性格を考える 藤沢靖介

部落解放 630号（解放出版社刊，2010.5）：1,050円

人権キーワード2010

部落解放 631号（解放出版社刊，2010.6）：630円

特集 刑事司法のゆくえ 裁判員制度開始1年

裁判員制度開始から1年を経て 西村健／記者がみた裁判

員制度1年 浮かび上がる効果と課題 玉木達也／性犯罪

被害と裁判員制度 雪田樹理／障害者と裁判員裁判 「障

害者刑事弁護サポートセンター」の取り組みについて

辻川圭乃

本の紹介

八木晃介著『差別論研究 部落問題の自然史的考察』 三

浦耕吉郎／前田拓也著『介助現場の社会学 身体障害者

の自立生活と介助者のリアリティ』 桜井厚

中上健次の「路地」理解とその作品 2009年熊野大学夏

期特別セミナー講座から 守安敏司

在日朝鮮人女性の「語り」と「沈黙」 夜間中学生との

対話から 山根実紀

不動産業で直面する部落差別 企業人権啓発担当者の部

落問題フィールドワークから 黒坂愛衣

部落解放 632号（解放出版社刊，2010.7）：630円

特集 軍事基地負担と沖縄差別

本の紹介

『不平等の謎―憲法のテオリアとプラクシス』（遠藤比

呂通著） 川上隆志／『スポーツ立国の虚像 スポーツを

殺すもの 2』（谷口源太郎著）／『反冤罪』（鎌田慧著）

／『取調べ可視化論の現在』（小坂井久著）／『元気の

もとはつながる仲間』（外川正明著）／『発達障害チェッ

クシートできました』（すぎむらなおみ＋「しーとん」）

／『禁じられた江戸風俗』（塩見鮮一郎著）

私が文字を獲得するまで 53歳で定時制高校を卒業した

吉山トシ子さん 編集部

部落・差別の歴史 そのとらえ直しと論点 26 第4章（終

章） 部落差別はどう議論されてきたか（続） 藤沢靖介

部落解放研究くまもと 59号（熊本県部落解放研究会

刊，2010.3）

特集 近代史のなかの宗教と部落

近代史のなかの宗教と部落―黒衣同盟とその周辺など

廣岡浄進

リレー特集 部落差別の現実と課題

差別発言から問われ続けていること 森山英治／来民開

拓団の心を引き継ぐ 山野博典

本の紹介

『ナチス体制下におけるスィンティとロマの大量虐殺』

花田昌宣／のびしょうじ『皮革の歴史と民俗』 山本尚

友

部落解放ひろしま 87号（部落解放同盟広島県連合会

刊，2010.7）：1,000円

特集 部落差別の歴史と闘い―現在を考えるために 1

「解放新聞広島県版」2000号発刊を記念して 小森龍邦

部落問題研究 192（部落問題研究所刊，2010.4）：1,1

11円

転向過程における北原泰作の思想と行動 朝治武

大阪の公文書館問題を考える―大阪府公文書館の移転問

題を中心に― 島田克彦

書評 成澤榮壽著『島崎藤村「破戒」を歩く』（上）

（下）をめぐって 川端俊英

史料紹介 北原泰作文書 3 井元麟之「証言書」・山本政

夫「証言書」 本井優太郎

本願寺史料研究所報 40号（本願寺史料研究所刊，201

0.5）

近現代における本願寺寺務簿冊 「府下宇治郡山科村大

字上花山字旭山火葬場、外一」について（下） 左右田

昌幸

ミュージアム知覧 紀要・館報 12号（南九州市教育

委員会文化財課刊，2010.3）

企画展「獣骨を運んだ仲覚兵衛と薩南の浦々」追録 坂

元恒太

リベラシオン 137（福岡県人権研究所刊，2010.3）：1,

000円

史料紹介 新聞に見る部落問題関係史料 1―『全九州水

平社史料集（仮）』草稿より― 『全九州水平社史料集

（仮）』編集委員会

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（下） 石瀧豊美

大衆的活動の闘士・大野甚～部落解放運動の原像～ 森

山沾一

図書紹介 『青少年の治療・教育的援助と自立支援』

（土井高徳著） 稲月正

リベラシオン 138（福岡県人権研究所刊，2010.6）：1,

000円

特集 部落史授業は今

近世史の授業に取り組むにあたって 笠原清範／部落史

学習を進めながら多くの出会いがありました 宮元信一

抱樸館福岡の建設から学ぶこと 排除の論理をどう超え

るのか 西川義夫

福岡部落史研究会創立35周年・福岡県人権研究所設立5

周年記念企画展をふりかえる

田原春次再考―聞き取りと新資料から― 町田聡

史料紹介 新聞に見る部落問題関係史料 2 『全九州水平

社史料集（仮）』草稿より 『全九州水平社史料集（仮）』

編集委員会

歴史学研究 865号（歴史学研究会刊，2010.4）

書評 朝治武『アジア・太平洋戦争と全国水平社』 関口

寛
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援～ 伊藤悠子

人権文化を拓く 154 部落史の見直しのひとつは「にん

げんの生きる姿」を伝えること 藤野徳三

であい 578（全国人権教育研究協議会刊，2010.5）：1

50円

ケアと教育はリンクする～子どもの持つ回復力の力と支

援～ 2 伊藤悠子

性は「わたし」です～トランスジェンダーの生徒とかか

わって～ 喜多村久美子

人権文化を拓く 155 ドーナツ型ではなく星型人権教育

を 松下一世

であい 579（全国人権教育研究協議会刊，2010.6）：1

50円

人権文化を拓く 156 「受刑者」と「世間」との関係い

まむかし 安竹貴彦

［長崎人権研究所］研究所情報 52号（長崎人権研究

所刊，2010.3）

人種起源ということ 阿南重幸

ねっとわーく京都 258（ねっとわーく京都21刊，2010.

7）：500円

同和行政レポート “求む！部落民情報”―福知山市教

委の＜同和＞追跡調査 寺園敦史

はらっぱ 305（子ども情報研究センター刊，2010.4）

サバイバル手帳 17 野中広務を見つめる人たち 辛淑玉

はらっぱ 306（子ども情報研究センター刊，2010.5）

特集 障害があってもなくても、ともに学びたい。障害

のある子の受験・進学を考える

はらっぱ 307（子ども情報研究センター刊，2010.6）

朝鮮高級学校排除は時計の針が止まるような感覚～朝鮮

学校の改革は暖かく見守ってほしい～ 金光敏

反差別・人権交流センター（絆）通信 創刊号（反

差別・人権交流センター（絆）刊，2010.4）

結成集会を開催しました！

ヒューマンJournal193（自由同和会中央本部刊，2010.

6）：500円

融和運動の再評価 9 内部自覚と自力更生 山本政夫のこ

と 宮崎学

ヒューマンライツ 265（部落解放・人権研究所刊，20

10.4）：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 3 川向秀武

先生 熊本理抄

「母」という字が好き～ETV特集 「なまえをかいた～吉

田一子・八四歳」を観て 浮穴正博

ヒューマンライツ 266（部落解放・人権研究所刊，20

10.5）：525円

走りながら考える 私の生い立ち・パート1―存在感と目

標に支えられて― 北口末広

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 4 内田雄造

先生 熊本理抄

ヒューマンライツ 267（部落解放・人権研究所刊，20

10.6）：525円

走りながら考える 私の生い立ち・パート2─自立意識を

育ててくれた─ 北口末広

人権意識調査報告書のウェブ公開 益田圭

ひょうご部落解放 136（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2010.3）：700円

特集 兵庫の隣保館は今

本の紹介

『とことん！部落問題』（角岡伸彦著） 本郷浩二／『1

945年夏 満州 七虎力の惨劇』『1945年夏 はりま 相生

事件を追う』（こちまさこ著） 竹本貞雄

研究所の本 『人権歴史マップ 播磨版』 北山雅博

ひょうご部落解放 137（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2010.6）：700円

特集1 被差別部落女性の実態調査から

特集2 韓国併合100年―在日コリアンの100年―

本の紹介

『検証・狭山事件 女子高生誘拐殺人の現場と証言』

（伊吹隼人著）／『生きていくための短歌』（南悟著）

／『差別原論 ＜わたし＞のなかの権力とつきあう』

（好井裕明著）

部落解放 628号（解放出版社刊，2010.4）：630円

特集 人権教育の今後 人権教育の取組状況調査をふまえ

て

本の紹介 上原善広著『日本の路地を旅する』 高澤秀次

「複合下層」としての都市型部落 2009年度大阪市日之

出地区実態調査から 岸政彦

「差別禁止法」の制定を求める！ 奥田均

部落・差別の歴史 そのとらえ直しと論点 24 第3章 近

世における社会的位置 9 領主支配・政治権力、身分

（集団）と身分制度 4 藤沢靖介

部落解放 629号（解放出版社刊，2010.5）：630円

特集 おとなの学び・識字

生活の支え、居場所として 識字・日本語教室調査から

見えてきたもの 古川正志／識字学級発祥の地「福岡県

川崎町浦の谷」と材木貞子 松崎一／大きな反響に励ま

されて 広報誌に掲載された「小平尾さくら識字学級」

関道代／一子さん、ありがとう。 ETV特集「なまえを

かいた～吉田一子・84歳」を制作して 岩田真治

東京音楽通信 惨めで屈辱的な生活の先 アメリカ映画

『プレシャス』 藤田正

本の紹介 『排除と差別の社会学』（好井裕明編） 足立

重和

母と出会い直した私 ムラの高齢者福祉施設に勤めて 吉

田あけみ

部落・差別の歴史 そのとらえ直しと論点 25 第4章（終

2010年7月25日
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出発する」ということについて 7 岩本孝樹

同朋運動史の窓 5 左右田昌幸

水平社博物館研究紀要 12号（水平社博物館刊，2010.

3）：1,000円

初期奈良県水平社の糾弾闘争と行政対応―南葛城郡を中

心に― 駒井忠之

大石誠之助と大逆事件 金井英樹

月刊スティグマ 165号（千葉県人権啓発センター刊，

2010.3）：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 10 「穢れ」「清め」の人間観

…障害者を例にして 鎌田行平

月刊スティグマ 166号（千葉県人権啓発センター刊，

2010.4）：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 11 前近代日本文化の全面否定

としての明治維新 鎌田行平

月刊スティグマ 167号（千葉県人権啓発センター刊，

2010.5）：500円

特集 沖縄レポート100回

東日本同和教育実践交流会に向けて 「部落の子どもた

ちに部落をどのように伝えるか」を巡る論議の必要性

鎌田行平

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 12 「食肉奨励政策」がなぜ部

落差別を強化したか 鎌田行平

世界人権問題研究センター研究紀要 15号（世界人

権問題研究センター刊，2010.3）

強制失踪なき世界へ―国際人権運動の光芒― 阿部浩己

裁判所にアクセスする権利の適用範囲 1―欧州人権条約

第6条1項と自由権規約14条1項の比較― 薬師寺公夫

地域的慣習規律に基づく人権侵害と人権保障 本間浩

韓国映画における検閲と抵抗の軌跡 高賛侑

市民性教育としての人権教育について―OECDの「キー・

コンピテンシー」を手がかりに― 平沢安政

江戸時代知識人の壬辰倭乱批判―柏原益軒と乳井貢の場

合― 仲尾宏

門田秀夫氏寄贈資料目録 2 研究第2部

民族まつり／マダンの系譜 藤井幸之助

地域社会学会年報 22集（地域社会学会刊，2010.5）

スラム地域における住民主体とキリスト者の戦略―京都

市東九条を事例に― 山本崇記

月刊地域と人権 314（全国地域人権運動総連合刊，20

10.4）：350円

福岡県久留米市立高校教諭逮捕に係わる「中傷文」の真

相究明申し入れ 植山光朗

月刊地域と人権 315（全国地域人権運動総連合刊，20

10.5）：350円

介護事業から人権と福祉行政を考える 丹波正史

国連人種差別撤廃委員会と部落問題の議論 新井直樹

地域と人権 1087号（全国地域人権運動総連合刊，201

0.4.15）：150円

福岡・立花町「解同見解」批判 下 住民不信の「解同」、

行政は猛省

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─ 5 丹波正史

地域と人権 1088号（全国地域人権運動総連合刊，201

0.5.15）：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― 6 丹波正史

地域と人権京都 570号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.4.1）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 10

地域と人権京都 571号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.4.15）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 11

地域と人権京都 572号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.5.1）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 12

地域と人権京都 573号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.5.15）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 13

地域と人権京都 574号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.6.1）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 14

地域と人権京都 575号（京都地域人権運動連合会刊，

2010.6.15）：150円

記録 総点検委員会報告を『点検』するシンポジウム 終

ちくま 469（筑摩書房刊，2010.4）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 35 第八章 密出国

でモスクワ留学へ 4 沖浦和光

ちくま 470（筑摩書房刊，2010.5）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 36 第八章 密出国

でモスクワ留学へ 5 沖浦和光

『賀川ハル史料集』刊行について 1 賀川豊彦没後50年

三原容子

ちくま 471（筑摩書房刊，2010.6）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 37 第八章 密出国

でモスクワ留学へ 6 沖浦和光

『賀川ハル史料集』刊行について 2 史料集をつくる 三

原容子

であい 576（全国人権教育研究協議会刊，2010.3）：1

50円

人権文化を拓く 153 外国にルーツをもつ教職員が悩み

や課題を共有できるネットワーク設立 韓秀根

であい 577（全国人権教育研究協議会刊，2010.4）：1

50円

ケアと教育はリンクする～子どもの持つ回復力の力と支

2010年7月25日
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坂倉加代子

いのちを生きる 32 人間について深く感じ、広く考える

日々 長谷川洋子

記憶の旅から明日へ―写真と文 小林茂

こりあんコミュニティ研究会通信 5号（こりあんコ

ミュニティ研究会刊，2010.5）

戸手四丁目河川敷地区の暮らしの記憶 2 まちの形成過

程 新井信幸

龍王宮実測調査報告 黒木宏一

佐賀部落解放研究所紀要 27（佐賀部落解放研究所刊，

2010.3）

部落差別は生きている―身近の差別事件と私の経験から

花田昌宣

夢のシンポジウム・部落委員会活動の再検討 朝治武

史料紹介 『口達録』4 中村久子

佐久市五郎兵衛記念館古文書調査報告書 第3集（佐

久市教育委員会刊，2010.3）

五郎兵衛による市村新田開発の歴史を探る―佐久市常田・

原野家文書の紹介を兼ねて―

史料紹介 明治維新の激動を伝える史料―慶応四年（186

8）の五郎兵衛新田村「御用向留書」2―

雑学 36号（下之庄歴史研究会刊，2010.5）：800円

差別観念克服のために文化史観で新たなイメージづくり

上野茂

ゼツボーとキボーの教育論 吉田智弥

今、夜間中学の生徒さんが大変です 吉川弘

「坂の上の雲」の歴史観を問う 金井英樹

記紀新解釈・神代上 辻本正教

中上健次私論ノート21 高桑健二

闘病日誌 半年に三度の手術 上野茂

人権21 調査と研究 205（おかやま人権研究センター

刊，2010.4）：650円

特集 派遣切りその後

人権21 調査と研究 206（おかやま人権研究センター

刊，2010.6）：650円

特集 北欧福祉国家論

映画紹介 「インビクタス―負けざる者たち―」 硫黄島

からヨハネスブルグへ 平島正司

人権教育研究 18号（花園大学人権教育研究センター

刊，2010.3）

「戦争に反対する」行為とは何か 吉田智弥

「結婚」する権利？―日本の社会制度からみる「同性婚」

の問題― 堀江有里

逸脱の医療化と医療の逸脱化 八木晃介

慈悲と衆生の間 島崎義孝

障害者が少なく、働く障害者が多い 日本における人び

との働き方 安田三江子

痴漢冤罪の可能性がある事案 1 脇中洋

神話的常識を疑う―奈良県吉野郡の杉の節約の神話、尻

尾のある人間の神話、犬の神話から 丸山顕徳

研究ノートの覚書のようなもの「私的、今は昔のメモリィー」

7―障害者市民、かく闘えり！― 河野秀忠

人権と部落問題 800（部落問題研究所刊，2010.4）：

630円

文芸の散歩道 人権教育指導を行う丑松―金子洋文脚色

『破戒』 秦重雄

人権と部落問題 801（部落問題研究所刊，2010.5）：

630円

特集 憲法と国民生活

文芸の散歩道 夏目漱石と伊藤博文暗殺 水川隆夫

人権と部落問題 802（部落問題研究所刊，2010.6）：

630円

特集 人権教育を問う

文芸の散歩道 音楽座ミュージカル 『泣かないで』

（遠藤周作著『わたしが・棄てた・女』より）を観て

松井活

人権と部落問題 803（部落問題研究所刊，2010.7）：

630円

特集 女性と人権

結婚と部落問題 村崎秀子

現地報告

大阪府 公営住宅公募の取り組み―大阪市浪速区の事例

を中心に 谷口正暁／福岡県 不可解な二つの「差別」事

件―福岡県立花町の自作自演の差別はがき事件と久留米

市立高校教諭の差別脅迫事件― 植山光朗

古川康彦著『新たなまちづくりに挑む』に思う 森本良

子

文芸の散歩道 近世文芸に著された賤民―お杉・お玉 小

原亨

季刊人権問題 359（兵庫人権問題研究所刊，2010.

4）：735円

福岡県立花町えせ差別事件で四面楚歌 植山光朗

人権問題研究 32号（大阪市立大学人権問題研究会刊，

2010.3）：1,500円

大山コザ市政と琉球列島米国民政府 山﨑孝史

医学モデルによる近代日本の社会秩序構築―渋沢栄一と

光田健輔が果たした役割― 要田洋江

都市型被差別部落への転入と定着 Ａ地区実態調査から

齋藤直子

更生施設による地域貢献活動を通して作られる社会的排

除について 李惠子

近代における部落の経済的二極分解 上杉聰

フィリッピン国籍の生徒の進路保障―学習支援から見え

る臨床的考察― 大賀喜子

人権問題研究センター高知県東洋町現地研修（2009年3

月）の記録 齋藤直子

振興会通信 91号（同和教育振興会刊，2010.3）

御同朋の教学 29 「御同朋の教学」と「差別の現実から
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同和問題再考 113 キリスト者、あんたもだ！（下） 田

村正男

部落差別の現実 94 吉本隆明差別表現図書 3 江嶋修作

語る・かたる・トーク 184（横浜国際人権センター刊，

2010.6）：500円

わたしと部落とハンセン病 55 林力

信州の近世部落の人びと 61 斎藤洋一

同和問題再考 114 賀川豊彦と部落問題 1 田村正男

部落差別の現実 95 吉本隆明差別表現図書 4 江嶋修作

かわとはきもの 151（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2010.3）

靴の歴史散歩 96 稲川實

皮革関連統計資料

かわとはきもの博物館めぐり 8 日本はきもの博物館 2

福原一郎

ＫＧ人権ブックレット 14・15（関西学院大学人権教

育研究室刊，2010.3）

絆が人を生かすから―今日における二つの貧困とホーム

の創造 奥田知志

キャンパス内における勧誘と信教の自由 山口貴士

現代の日本の＜貧困＞が私たちに教えるもの 冨樫匡孝

立ち上がりつながるマイノリティ女性のパワー結実―女

性差別撤廃委員会日本報告書審議と日本への勧告― 原

由利子

関西学院大学人権研究 14号（関西学院大学人権教育

研究室刊，2010.3）

国連文書にみる人権概念：普遍性と多様性 園田明子

障害モデル論の変遷と今後の課題について 松岡克尚

書評

外国人研修生権利ネットワーク編『外国人研修生時給30

0円の労働者 2 使い捨てを許さない社会へ』 榎本てる

子／池谷孝司編著『死刑でいいです―孤立が生んだ二つ

の殺人―』 舟木譲

人権教育における「視覚的なもの」の可能性と課題―

「分かりやすさ」に潜む陥穽をめぐって― 阿部潔

関西外国語大学人権教育思想研究 13号（関西外国

語大学人権教育思想研究所刊，2010.3）

地形と差別―差別意識解消のための視点― 浅野浅春

川崎市人権オンブズパーソンについて―平成20年の報告

書を中心に― 久禮義一・平峯潤

生活保護制度の現状と課題 久禮義一・平峯潤

「日本人」を考える～古代日韓交渉史から～ 佐古和枝

資料 日本映画人権関連小一覧

関西大学人権問題研究室紀要 59号（関西大学人権問

題研究室刊，2010.3）

隠蔽される部落と一面的な部落観―カムアウトによる部

落の可視化という戦略― 石元清英

大坂町奉行所の刑事判例 3―大坂城代土屋氏御用留によ

る― 藤原有和

発達障害児支援における心理職の役割 大島吉晴

啓発教育の一記録と回顧―「人権を考える」2008/秋 関

西大学より― 上田譽志美

季節よめぐれ 254号（京都解放教育研究会刊，2010.3）

ケータイ・インターネットと子どもたちの人権 黒田恵

裕

京都市政史編さん通信 37号（京都市市政史編さん委

員会刊，2010.3）

『京都市政史第1巻 市政の形成』を拝読して 山本篤史

［京都女子大学宗教・文化研究所］研究紀要 23号

（京都女子大学宗教・文化研究所刊，2010.3）

戦前期京都市東七条・東九条における事業所の立地状況

高野昭雄

京都部落問題研究資料センター通信 19号（京都部

落問題研究資料センター刊，2010.4）

本の紹介 山路興造著『京都 芸能と民俗の文化史』 村

上紀夫

上原善広著『日本の路地を旅する』 竹森健二郎

史料紹介 『京都日出新聞』連載の「山家」記事につい

て 中村久子

収集逐次刊行物目次（2010年1月～3月受入）

［京都府立総合］資料館紀要 38号（京都府立総合資

料館刊，2010.3）

京都町奉行所関係資料集 二 古久保家文書 「天和三年

御公用諸事日記」

グローブ 61（世界人権問題研究センター刊，2010.4）

『山本政夫著作集』を読む 手島一雄

外国人はやはり“害国人”なのだろうか―外国人登録法

廃止に思う― 田中宏

人身取引―需要の抑制が最大の課題 吉田容子

在日ブラジル人の移動と教育 山ノ内裕子

国際人権ひろば 91（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2010.5）：350円

特集 問われる日本の人種差別

こぺる 206（こぺる刊行会刊，2010.5）：300円

ひろば131 無限に広がる世界―点字 大山口博子

自分史のこころみ 7 自分のいまを見つめる 町田宏美

いのちを生きる 31 三年ぶりの卒業式 長谷川洋子

記憶の旅から明日へ―写真と文 小林茂

2009年度『こぺる』会計報告

こぺる 207（こぺる刊行会刊，2010.6）：300円

ひろば132 韓国「併合」100周年と現代日本社会―「脱

植民地化」論雑感 井口和起

最近読んだ本から22 マイノリティであることを考える

―李清美『私はマイノリティ あなたは？』 金光敏

記憶の旅から明日へ―写真と文 小林茂

こぺる 208（こぺる刊行会刊，2010.7）：300円

尼崎だより 33 人に関わるということ 中村大蔵

四日市から 20 学生時代と今をつなぐ「ひとすじの道」
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今週の1冊 『ルポ戦場出稼ぎ労働者』（安田純平著）

解放新聞 2465号（解放新聞社刊，2010.4.12）：80円

ぶらくを読む 50 革命家・文人にして部落同伴者 梅川

文男 湧水野亮輔

解放新聞 2466号（解放新聞社刊，2010.4.19）：80円

今週の1冊 『教育再定義への試み』（鶴見俊輔著）

解放新聞 2467号（解放新聞社刊，2010.4.26）：80円

今週の1冊 『DV・被害者のなかの殺意』（北村朋子著）

解放新聞 2468号（解放新聞社刊，2010.5.3）：120円

山口公博が読む今月の本

『清水次郎長―幕末維新と博徒の世界』（高橋敏著）／

『悪と日本人』（山折哲雄著）／『愛妻日記』（重松清

著）

ぶらくを読む 51 屠畜場システムの溶解という現実 湧

水野亮輔

解放新聞 2469号（解放新聞社刊，2010.5.10）：80円

映画 「プレシャス」（リー・ダニエルズ監督） 中村一

成

解放新聞 2470号（解放新聞社刊，2010.5.24）：80円

解放の文学 49 大逆事件と向き合う 森鴎外と短編『沈

黙の塔』 音谷健郎

解放新聞 2471号（解放新聞社刊，2010.5.31）：80円

山口公博が読む今月の本

『異議ありの声』（立松和平著）／『死者の書 身毒丸』

（折口信夫著）／『小説の読み方 日本の近代小説から』

（猪野謙二編）

解放新聞 2472号（解放新聞社刊，2010.6.7）：120円

今週の1冊 『部落に生きる 部落と出会う』（部落解放

同盟東京都連合会刊）

ぶらくを読む 52 もうひとつの部落解放運動 自治研な

らの吉田智弥 湧水野亮輔

解放新聞 2473号（解放新聞社刊，2010.6.14）：80円

解放の文学 50 明治の曲り角に反応 石川啄木と短歌

『九月の夜の不平』 音谷健郎

解放新聞 2475号（解放新聞社刊，2010.6.28）：80円

山口公博が読む今月の本

『失くした季節 金時鐘四時詩集』（金時鐘著）／『茜

色の空』（辻井喬著）／『坊っちゃん』（夏目漱石著）

解放新聞大阪版 1823号（解放新聞社大阪支局刊，201

0.5.3）：70円

大阪の部落史を歩く 11 ホルモン食の始まり 和泉南王

子村・河内北条 のびしょうじ

解放新聞大阪版 1830号（解放新聞社大阪支局刊，201

0.6.28）：70円

大阪の部落史を歩く 12 府域の部落はどうやって形成さ

れたのか 1 南王子村の成立 のびしょうじ

解放新聞改進版 398号（部落解放同盟改進支部刊，20

10.4.20）

一方的なコミセン転用計画の策定について安井つとむ議

員と山本ひろふみ議員に聞く

解放新聞改進版 399号（部落解放同盟改進支部刊，20

10.5.20）

ついに部落の子どもたちを切り捨てた京都市教育委員会

改訂版『《学校における》人権教育を進めるにあたっ

て』の撤回を求める！

解放新聞京都市版 223号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2010.5）：150円

コミセン第2次転用計画素案各地域「説明会」

解放新聞東京版 737号（解放新聞社東京支局刊，2010.

4.1）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 16 「解放令」・身

分制度の撤廃と社会の再編 藤沢靖介

解放新聞東京版 738号（解放新聞社東京支局刊，2010.

4.15）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 17 近代社会の展開

と部落・差別の動向 藤沢靖介

解放新聞東京版 740号（解放新聞社東京支局刊，2010.

5.15）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 18 皮革産業の強制

移転など政府・東京府の対応 藤沢靖介

解放新聞東京版 742号（解放新聞社東京支局刊，2010.

6.15）：90円

東京を中心とする部落・差別の歴史 19 日本近代と部落

差別 藤沢靖介

解放新聞福岡県版 445号（解放新聞社福岡支局刊，20

10.4）：50円

差別はがき偽造事件で第三者提言委 記者会見

解放新聞福岡県版 446号（解放新聞社福岡支局刊，20

10.5）：50円

運動・組織の再検証を！ 提言書を学習

語る・かたる・トーク 181（横浜国際人権センター刊，

2010.3）：500円

わたしと部落とハンセン病 52 林力

信州の近世部落の人びと 58 斎藤洋一

同和問題再考 111 ヒンズーの差別を「反面教師」に！

田村正男

部落差別の現実 92 吉本隆明差別表現図書 1 江嶋修作

語る・かたる・トーク 182（横浜国際人権センター刊，

2010.4）：500円

わたしと部落とハンセン病 53 林力

信州の近世部落の人びと 59 斎藤洋一

同和問題再考 112 キリスト者、あんたもだ！（上） 田

村正男

部落差別の現実 93 吉本隆明差別表現図書 2 江嶋修作

語る・かたる・トーク 183（横浜国際人権センター刊，

2010.5）：500円

わたしと部落とハンセン病 54 林力

信州の近世部落の人びと 60 斎藤洋一

2010年7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・木曜（月2回）・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

崇仁コミュニティセンターでの部落史出張講座全４回が無事終了しました。参加人数は昨年に比べて少
なくなりましたが、皆さん熱心に聴いてくださり、質疑応答も活発におこなわれて充実した講演会にな
りました。簡単な報告を今号に掲載しましたが、詳しくは来年３月に発行予定の講演録をご覧ください。
今年も11月から12月にかけて、部落史講座を解放センターで開催する予定です。詳しくは次号でお知ら
せします。また、ホームページ・メールマガジンでも決まり次第お知らせいたします。

明日を拓く 82・83（東日本部落解放研究所刊，2009.

12）：2,100円

特集 東日本における同和教育の課題

書評 有元正雄著『近世被差別民史の東と西』 藤井寿一

あすぱる 22（甲賀・湖南人権センター刊，2010.6）

セパドからウリハッキョマダンへ 徳永信一

IMADR-JC通信 162（反差別国際運動日本委員会刊，201

0.5）：750円

国連人種差別撤廃委員会における活動報告～高校無償化

からの朝鮮学校外し問題を中心として 師岡康子

ウィングスきょうと 97号（京都市女性協会刊，2010.

4）

図書情報室新刊案内

『働く女性のためのアサーティブコミュニケーション』

（アン・ディクソン著）／『絵本日本女性史 原始・古

代・中世』（野村育世文・石井勉絵）

ウィングスきょうと 98号（京都市女性協会刊，2010.

6）

図書情報室新刊案内

『ピンクがすきってきめないで』（ナタリー・オンス文，

イリヤ・グリーン絵）／『働く女のスポーツ処方箋』

（吉田渓著）

大阪人権博物館紀要 12号（大阪人権博物館刊，2010.

1）

太鼓の胴から見える近世のかわた村―渡辺村を中心とし

て― 村上紀夫

少女たちの戦時体制―愛国婦人会と愛国子女団を中心に

― 硲夕記

資料紹介 大阪市社会部住宅課『本市に於ける簡易宿の

実状』 吉村智博

障害者問題をどのように伝えるか―「学校de博物館事業」

の取り組みから― 松永真純

岡山部落解放研究所報 289号（岡山部落解放研究所

刊，2010.5）：100円

記念講演要旨 信州の部落・差別の歴史に学ぶ 斎藤洋一

東京都浅草・弾左衛門の歴史研修に参加して 荒木弘

解放教育 510（解放教育研究所編，2010.5）：770円

特集 若い教師にススメる「授業の方法」

解放教育・バックナンバー（497号～508号）目次

解放教育 511（解放教育研究所編，2010.6）：770円

特集 可能性をいかすために―第59次日教組教研集会・

山形から

解放教育 512（解放教育研究所編，2010.7）：770円

特集 もっと生活つづり方を

解放研究 23号（東日本部落解放研究所刊，2009.9）：

2,100円

「武州鼻緒騒動」関係史料集成 前編 間々田和夫/大熊

哲雄/畑中敏之

多摩地域の被差別部落関係史料と若干の考察 小島正次

青梅地域の長吏・非人とその旦那場 大熊哲雄

解放研究しが 20号（反差別国際連帯解放研究所しが

刊，2010.3）：700円

抑圧委譲考 上杉孝實

健次と正秋 山村勉

「研究所しが」20年を振り返る 岸衛

解放新聞 2463号（解放新聞社刊，2010.3.29）：80円

山口公博が読む今月の本

『高野聖・眉かくしの霊』（泉鏡花作）／『モーパッサ

ン短篇選』（高山鉄男編訳）／『うちのご飯の60年 祖

母・母・娘の食卓』（阿古真理著）

解放新聞 2464号（解放新聞社刊，2010.4.5）：120円

解放の文学 48 藤代泉『ボーダー＆レス』 音谷健郎

収集逐次刊行物目次 （2010年4月～6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～


