
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
、
五
月
二
七
日
、
六
月
一
〇
日
、

二
四
日
の
三
回
に
わ
た
り
左
京
西
部
い

き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
旧
養
正

隣
保
館
）
で
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
講

座
は
、
地
域
の
歴
史
を
地
元
の
方
々
と

共
に
学
習
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
企

画
し
た
も
の
で
す
。
今
回
は
部
落
解
放

同
盟
田
中
支
部
の
ご
協
力
の
も
と
、
地

元
の
方
々
、
教
員
の
方
々
な
ど
毎
回
三

〇
名
か
ら
四
〇
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し

た
。講

演
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。

＊

＊

＊

現
在
の
田
中
部
落
は
、
前
近
代
で
は

「
川
崎
」
と
呼
ば
れ
、
室
町
時
代
に
は

賀
茂
川
と
高
野
川
の
合
流
地
点
の
西
側

に
位
置
し
た
。
室
町
時
代
の
史
料
に
よ

る
と
、
川
崎
の
河
原
者
は
作
庭
に
た
ず

さ
わ
り
、
庭
者
の
中
に
は
連
歌
を
つ
く

る
よ
う
な
高
い
文
化
を
も
っ
た
者
も
い

た
。
当
時
、
武
士
が
盛
ん
に
お
こ
な
っ

た
「
犬
追
物
」
と
い
う
行
事
で
は
犬
の

世
話
な
ど
を
す
る
犬
ひ
き
の
仕
事
も
し

て
い
た
。
ま
た
、
交
通
の
要
所
で
あ
る

今
出
川
口
の
番
役
な
ど
に
も
た
ず
さ
わ
っ

て
治
安
維
持
の
役
目
も
負
っ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
初
め
に
は
、
秀
吉
の
都

市
改
造
計
画
も
関
連
し
て
現
在
の
高
野

川
の
東
側
の
地
に
移
転
し
た
。
主
な
仕

事
と
し
て
は
、
六
条
村
や
天
部
村
と
同

様
に
行
刑
役
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
川
崎
村
独
自
の
仕
事
と
し
て

今
出
川
橋
の
橋
守
り
が
あ
っ
た
。
一
八

世
紀
末
の
今
出
川
橋
の
管
理
を
め
ぐ
る

周
辺
の
村
々
の
争
い
の
文
書
に
は
、
川

崎
村
の
仕
事
が
ま
わ
り
の
村
々
か
ら
大

変
信
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

被
差
別
の
位
置
に
あ
り
な
が
ら
も
、

大
き
な
信
頼
を
得
る
よ
う
な
仕
事
を
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
朝
治
さ
ん
は
、
部
落
解

放
運
動
に
絶
大
な
影
響
力
を
も
っ
て
い

た
朝
田
善
之
助
へ
の
強
い
関
心
と
地
域

社
会
に
根
付
い
た
水
平
運
動
の
展
開
を

重
視
す
る
問
題
意
識
か
ら
、
大
学
の
卒

業
論
文
で
田
中
の
水
平
運
動
を
取
上
げ

た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
時
の
問
題
意
識

は
今
も
継
続
し
て
い
る
と
語
ら
れ
た
。

朝
田
の
自
伝
『
差
別
と
闘
い
続
け
て
』

で
は
、
米
騒
動
が
水
平
運
動
成
立
へ
の

大
き
な
契
機
で
、
改
善
運
動
・
融
和
運

動
に
つ
い
て
は
反
対
・
妨
害
す
る
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
史
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２
０
１
１
年
度
部
落
史
出
張
講
座

地
元
で
学
ぶ
地
元
の
歴
史

in

田
中

第
１
回

河
原
者

そ
の
マ
ル
テ
ィ
プ
ル
な
面
目

―

時
代
に
名
を
残
す
川
崎
の
者

―

講
師

辻

ミ
チ
子
さ
ん

（
元
京
都
文
化
短
期
大
学
教
授
）

第
２
回

田
中
部
落

改
善
運
動
か
ら
水
平
運
動
へ

―

朝
田
善
之
助
の
視
点
か
ら

―

講
師

朝
治

武
さ
ん

（
大
阪
人
権
博
物
館
学
芸
員
）

第2回出張講座 朝治武さん



料
を
詳
し
く
見
る
と
、
夜
学
校
を
設
立

し
た
上
田
静
一
や
青
年
会
の
寺
田
清
四

郎
な
ど
に
よ
る
部
落
の
貧
困
脱
却
・
人

格
形
成
を
重
視
し
た
改
善
運
動
が
青
年

た
ち
の
自
覚
を
高
め
主
体
を
形
成
し
て

い
く
契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

実
際
に
田
中
水
平
社
の
中
心
に
な
っ
た

の
は
改
善
運
動
を
担
っ
た
青
年
た
ち
で

あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
改
善
運
動
を
恩
恵
的
・

慈
善
的
と
批
判
す
る
中
で
水
平
社
が
つ

く
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
田
中

部
落
で
は
改
善
運
動
を
継
承
し
て
水
平

社
が
生
ま
れ
、
改
善
運
動
の
役
割
も
も

ち
な
が
ら
運
動
を
進
め
て
い
た
と
捉
え

る
べ
き
で
あ
り
、
改
善
運
動
を
評
価
し

な
お
す
必
要
性
が
あ
る
と
訴
え
ら
れ
た
。

ま
ず
昭
和
三
〇
年
代
の
田
中
部
落
の

生
活
実
態
を
、
当
時
の
京
都
大
学
部
落

問
題
研
究
会
が
行
っ
た
「
京
都
田
中
部

落
総
合
調
査
」
（
昭
和
三
一
年
調
査
）
の

報
告
書
を
使
っ
て
説
明
さ
れ
た
。
多
く

の
人
々
が
、
近
く
の
河
原
で
の
バ
ラ
ス

ふ
る
い
や
失
業
対
策
事
業
に
就
い
て
お

り
、
住
宅
は
不
良
・
過
密
・
老
朽
の
状

態
で
人
口
密
度
も
非
常
に
高
か
っ
た
。

ま
た
、
不
就
学
児
童
が
四
割
近
く
も
い

る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
大
学
進
学
で
京

都
に
来
た
井
本
さ
ん
は
田
中
部
落
で
の

運
動
に
関
わ
り
は
じ
め
、
朝
田
善
之
助

さ
ん
と
出
会
う
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、

部
落
民
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
か
ら

差
別
を
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
部
落

の
生
活
実
態
そ
の
も
の
に
差
別
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
考
え
は
じ
め
る
。

昭
和
二
六
年
の
「
オ
ー
ル
ロ
マ
ン
ス

糾
弾
要
項
」
に
書
か
れ
て
い
る
様
々
な

部
落
の
実
態
は
、
井
本
さ
ん
が
実
際
に

市
内
の
各
部
落
を
オ
ル
グ
し
て
ま
わ
っ

た
時
に
眼
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
市
民
的
権
利
が
不
完
全
に
し
か
保
障

さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
差
別
観
念
を
生

み
出
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
差
別
の
捉

え
方
を
当
時
の
田
中
の
解
放
運
動
は
先

駆
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
役
割
を
担
っ

て
い
た
。

差
別
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現

在
、
地
元
で
の
世
話
役
活
動
・
生
活
相

談
活
動
こ
そ
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
の
立
場

に
と
ら
わ
れ
ず
団
結
し
て
町
づ
く
り
を

進
め
る
必
要
性
を
強
く
訴
え
ら
れ
た
。

は
じ
め
に

黒
川
み
ど
り
氏
は
近
代
部
落
史
に
関

す
る
多
く
の
論
考
を
発
表
し
て
こ
ら
れ

た
。
と
く
に
最
近
一
〇
年
余
は
密
度
が

濃
く
、
単
著
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、

『
異
化
と
同
化
の
間

被
差
別
部
落
認

識
の
軌
跡
』
（
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
）
、

『
地
域
史
の
な
か
の
部
落
問
題

近
代

三
重
の
場
合
』
（
部
落
解
放
・
人
権
研
究

所
、
二
〇
〇
三
年
）
、
『
つ
く
り
か
え
ら

れ
る
徴

日
本
近
代
・
被
差
別
部
落
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
』
（
部
落
解
放
・
人
権
研

究
所

、
二
〇
〇
四
年
）
、
『
部
落
差
別
と

解
放
へ
の
あ
ゆ
み

近
代
三
重
県
に
お

け
る
』
（
反
差
別
・
人
権
研
究
所
み
え
、
二

〇
〇
九
年
）
と
四
書
を
公
に
さ
れ
、
さ
ら

に
今
年
（
二
〇
一
一
年
）
に
入
っ
て
、

『
近
代
部
落
史

明
治
か
ら
現
代
ま
で
』

（
平
凡
社
新
書
）
、
『
描
か
れ
た
被
差
別

部
落

映
画
の
中
の
自
画
像
と
他
者
像
』

（
岩
波
書
店
）
の
二
著
を
世
に
問
わ
れ
た
。

評
者
も
奈
良
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
近

代
部
落
史
の
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、

そ
う
し
た
者
の
一
人
と
し
て
、
ま
た
、

右
記
の
よ
う
な
精
力
的
な
研
究
に
敬
意

を
表
す
る
た
め
に
も
、
近
年
の
黒
川
氏

の
仕
事
と
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
こ
れ

に
対
す
る
批
評
を
行
う
責
務
が
あ
る
と

考
え
て
き
た
。
小
稿
の
課
題
は
、
本
年

二
月
刊
行
の
平
凡
社
新
書
『
近
代
部
落

史
』
の
書
評
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う

な
思
い
か
ら
、
同
書
を
軸
に
し
つ
つ
も
、

紙
幅
の
許
す
限
り
他
の
著
書
・
論
文
に

も
目
を
配
り
、
黒
川
氏
の
描
き
出
す
近

代
部
落
史
像
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。

一
、
『
近
代
部
落
史
』
が
提
示
し
た
部

落
問
題
像

『
近
代
部
落
史
』
に
つ
い
て
個
々
の

実
証
の
厳
密
度
を
吟
味
す
る
こ
と
は
小

稿
の
課
題
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
う
し

た
性
格
の
書
物
で
も
な
い
。
比
較
的
長

い
時
代
に
わ
た
る
通
史
を
描
き
、
こ
れ

を
新
書
と
い
う
器
に
入
れ
て
世
に
問
う

こ
と
の
意
味
は
、
そ
の
主
題
が
社
会
的

な
課
題
で
あ
り
、
解
決
の
必
要
が
あ
る

こ
と
を
多
く
の
人
に
知
ら
し
め
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
批
評
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第
３
回

戦
後
の
部
落
解
放
運
動
と

田
中
部
落

講
師

井
本

武
美
さ
ん

（
朝
田
教
育
財
団
評
議
員
）

本
の
紹
介

黒
川
み
ど
り
著『
近
代
部
落
史

明
治
か
ら
現
代
ま
で
』

井
岡

康
時

（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）



の
眼
目
は
、
黒
川
氏
が
、
今
そ
こ
に
あ

る
部
落
問
題
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、

そ
の
歴
史
的
形
成
過
程
を
い
か
に
描
き

出
し
た
の
か
、
そ
し
て
何
を
問
題
と
し

て
提
起
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に

あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
念

頭
に
お
い
て
、
『
近
代
部
落
史
』
に
お

い
て
示
さ
れ
た
部
落
問
題
像
を
紹
介
し

て
み
る
。

黒
川
氏
は
現
代
の
部
落
差
別
を
、
そ

し
て
、
そ
れ
を
な
お
解
決
し
え
て
い
な

い
今
の
社
会
と
人
間
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
氏
は
二
〇
〇

二
年
の
東
京
都
大
田
区
、
〇
四
年
の
三

重
県
の
意
識
調
査
を
も
と
に
、
現
代
の

結
婚
差
別
を
、
「
身
分
に
代
わ
り
う
る

生
ま
れ
な
が
ら
の
境
界
を
維
持
し
た
い
」

（
二
五
〇
頁
。
以
下
『
近
代
部
落
史
』
か
ら

の
引
用
の
場
合
は
頁
を
記
す
）
と
い
う
意
識

の
表
出
と
み
る
。
一
方
、
明
治
初
年
に

お
い
て
も
、
「
解
放
令
」
以
後
の
「
差

別
を
欲
す
る
民
衆
」
が
、
身
分
に
代
わ

る
「
「
生
ま
れ
」
に
よ
る
線
引
き
を
求

め
」
（
一
三
頁
）
た
と
述
べ
て
い
る
。
前

近
代
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
近
現
代
を
通
底
す
る
人
間
像
に
つ

い
て
は
、
「
身
分
に
代
わ
り
う
る
生
ま

れ
な
が
ら
の
境
界
」
を
生
み
出
し
維
持

す
る
こ
と
を
求
め
る
存
在
と
し
て
描
き

出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
「
境
界
」
を
求
め
続
け

る
意
識
を
、
黒
川
氏
は
「
人
種
主
義
」

と
名
づ
け
、
こ
れ
が
「
近
代
社
会
に
お

け
る
部
落
問
題
を
存
続
さ
せ
て
き
た
重

要
な
要
因
」
で
あ
り
、
「
今
日
に
至
る

ま
で
部
落
差
別
の
底
流
を
支
え
て
き
た
」

（
二
五
三
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述

に
あ
る
よ
う
に
、
『
近
代
部
落
史
』
の

構
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
人
種
主

義
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
概

念
の
内
容
を
確
か
め
て
み
た
い
が
、
新

書
と
い
う
性
格
か
ら
「
人
種
主
義
と
い

う
視
点
に
特
化
し
て
論
じ
る
こ
と
」
（
二

五
四
頁
）
は
し
な
い
と
し
て
い
る
の
で
、

他
の
論
文
（
「
人
種
主
義
と
部
落
差
別
」
―

竹
沢
泰
子
編
『
人
種
概
念
の
普
遍
性
を
問
う

西
洋
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
超
え
て
』
〈
人
文

書
院
、
二
〇
〇
五
年
〉
所
収
）
と
も
あ
わ
せ

て
黒
川
氏
の
「
人
種
主
義
」
の
内
実
を

ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

「
人
種
」
は
し
ば
し
ば
生
物
学
的
な

違
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
し

た
も
の
は
実
在
せ
ず
、
実
際
に
は
言
語

や
慣
習
や
生
活
様
式
な
ど
文
化
的
な
差

異
を
根
拠
に
つ
く
ら
れ
た
社
会
的
構
築

物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
、

部
落
差
別
も
「
人
種
」
に
も
と
づ
く
差

別
＝
「
人
種
主
義
」
の
一
つ
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
種
が
違
う
と
す
る
言
説
に
対
す
る

被
差
別
部
落
か
ら
の
長
い
抵
抗
の
歴
史

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て

「
人
種
主
義
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
枠
組

み
の
な
か
に
部
落
問
題
を
位
置
づ
け
る

利
点
は
何
か
。
黒
川
氏
は
、
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
部
落
問
題
を
「
日
本
的
特
殊

性
に
封
じ
込
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、

近
代
社
会
の
な
か
の
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
対
す
る
差
別
と
も
対
比
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
と
同
列
に
考
察
す
る
こ
と
」
が

で
き
、
そ
の
結
果
、
「
部
落
問
題
研
究

に
新
し
い
地
平
」
（
二
五
三
〜
四
頁
）
を

開
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
黒
川
氏
に
と
っ
て
「
人
種
主

義
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
、

被
差
別
部
落
の
近
代
史
の
解
明
に
つ
な

が
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
部
落
問
題

研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
変
え
て
い
く
戦

略
的
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
「
人
種
主
義
」
は
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
維

新
期
か
ら
一
九
〇
〇
年
こ
ろ
ま
で
を
描

い
た
「
第
一
章

近
代
国
家
の
成
立
と

再
編
さ
れ
る
身
分
」
か
ら
ま
と
め
て
み

る
。明

治
初
期
の
差
別
意
識
は
、
「
旧

「
え
た
」
身
分
に
属
し
て
い
た
こ
と
と
、

近
世
か
ら
持
ち
越
さ
れ
た
ケ
ガ
レ
意
識

の
み
を
拠
り
所
」
（
二
六
頁
）
と
し
て
お

り
、
こ
の
段
階
で
は
「
人
種
主
義
」
と

は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
「
解
放
令
」
以
後
、
「
差
別
を
欲

す

る
民
衆
」
は
、
身
分

に
代
わ

る

「
「
生
ま
れ
」
に
よ
る
線
引
き
を
求
め
」

（
一
三
頁
）
て
い
く
。
当
初
は
「
解
放
令
」

が
な
お
「
一
定
の
効
力
を
も
っ
て
い
た
」

（
三
〇
頁
）
が
、
松
方
デ
フ
レ
期
に
入
る

と
、
被
差
別
部
落
の
窮
乏
化
が
顕
著
と

な
り
、
「
貧
困
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ

え
に
不
潔
で
病
気
発
生
の
源
で
あ
る
と

見
な
さ
れ
る
」
（
四
〇
頁
）
よ
う
に
な
っ

た
被
差
別
部
落
に
は
、
新
た
に
「
「
異

種
」
と
い
う
徴
が
与
え
ら
れ
て
い
く
こ

と
と
な
っ
た
」
（
四
一
頁
）
。
さ
ら
に
こ

の
こ
ろ
人
類
学
者
か
ら
被
差
別
部
落
民

が
異
人
種
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
説
が

出
さ
れ
、
新
聞
に
も
報
じ
ら
れ
て
流
布

し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

「
封
建
的
身
分
制
度
の
代
替
と
し
て
の

十
分
な
機
能
を
も
っ
た
「
人
種
」
と
い

う
標
識
」
（
四
六
頁
）
が
生
ま
れ
て
い
っ

た
。「

人
種
主
義
」
の
成
立
過
程
は
以
上

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
新
聞
報
道

や
人
類
学
者
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
主
と
し
て
民
衆
が
「
欲
す
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら

「
創
造
さ
れ
た
」
（
一
三
頁
）
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ
い
た

「
人
種
主
義
」
は
現
代
に
ま
で
続
き
、

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
結
婚
差
別
な
ど

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

「
第
五
章

戦
後
か
ら
〈
い
ま
〉
へ
」

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
人
種

主
義
」
は
、
ど
の
よ
う
に
近
現
代
を
貫

通
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
克
服
の
道
筋

を
い
か
に
展
望
で
き
る
の
か
、
こ
う
し

た
問
題
へ
の
考
察
を
深
め
る
た
め
に
第

二
章
〜
四
章
が
準
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
人
種
主
義
」
の
成
立
を
描
い
た
第

一
章
を
承
け
て
、
「
第
二
章

帝
国
の

な
か
の
部
落
問
題
」
で
は
、
一
九
〇
〇

年
か
ら
二
〇
年
こ
ろ
ま
で
の
時
期
が
次

の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

地
方
改
良
運
動
の
な
か
で
展
開
さ
れ

た
部
落
改
善
政
策
は
、
「
予
算
的
裏
づ

け
も
な
い
精
神
主
義
的
な
」
（
六
六
頁
）

施
策
で
あ
っ
た
た
め
効
果
は
上
が
ら
な

か
っ
た
。
政
府
は
、
そ
の
原
因
を
「
被

差
別
部
落
の
人
び
と
の
「
性
情
」
に
求

め
て
説
明
」
し
た
た
め
、
「
「
人
種
が

ち
が
う
」
と
い
う
認
識
が
（
中
略
）
浸
透

し
て
」
（
同
上
）
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
、
奈
良
県
で
創
設
さ
れ

た
大
和
同
志
会
は
、
「
社
会
の
認
識
の

あ
り
よ
う
を
問
う
と
い
う
」
（
八
五
頁
）

新
た
な
姿
勢
を
示
し
た
が
、
一
方
で
、

「
人
種
主
義
」
を
喧
伝
す
る
言
説
が
横

行
し
、
さ
ら
に
米
騒
動
が
発
生
す
る
と
、

こ
れ
に
危
機
意
識
を
も
っ
た
政
府
が
、

「
民
衆
の
差
別
感
情
を
巧
み
に
あ
や
つ

り
、
被
差
別
部
落
の
人
び
と
に
米
騒
動

の
責
任
を
着
せ
る
こ
と
で
、
部
落
外
へ

の
広
が
り
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
」
（
一

〇
三
頁
）
た
め
、
新
聞
報
道
と
も
相
ま
っ

て
「
「
暴
民
」
・
「
特
種
民
」
像
」
（
一

〇
四
頁
）
が
ひ
ろ
ま
っ
た
。

民
衆
の
見
方
や
感
じ
方
に
叙
述
の
多

く
が
割
か
れ
て
い
た
第
一
章
と
比
較
し

て
、
第
二
章
で
は
政
府
の
施
策
に
重
心

が
移
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
続

く
一
九
二
〇
年
代
に
つ
い
て
は
「
第
三

章

解
放
か
融
和
か
」
に
次
の
よ
う
に

描
か
れ
る
。

歴
史
学
者
喜
田
貞
吉
が
被
差
別
部
落

の
人
種
起
源
論
を
明
確
に
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
政
府
が
発
行
す
る
冊

子
な
ど
で
人
種
起
源
論
が
唱
え
ら
れ
る

こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
な
っ
た
」
（
一
一
四
頁
）
、

し
か
し
、
社
会
全
体
の
認
識
を
変
え
る

に
は
至
ら
ず
、
「
文
化
的
相
違
が
絡
み

合
い
、
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
血
筋
、

ケ
ガ
レ
と
い
っ
た
も
の
に
託
し
て
「
生

ま
れ
な
が
ら
」
の
ち
が
い
を
強
調
す
る

言
説
」
（
同
上
）
は
あ
と
を
絶
つ
こ
と
が

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
結
成
さ

れ
た
全
国
水
平
社
は
、
「
あ
り
の
ま
ま

の
自
分
た
ち
の
誇
り
」
（
一
二
五
頁
）
を

前
面
に
出
し
て
運
動
を
展
開
し
て
、
多

く
の
被
差
別
部
落
住
民
の
支
持
を
得
る

こ
と
に
成
功
し
、
政
府
も
融
和
政
策
の

充
実
に
力
を
注
い
で
い
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
う
し
た
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
人
種
主
義
」
を
克
服
す
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
一
九
二
八
年
の
三
重

県
の
調
査
か
ら
も
う
か
が
え
る
（
一
五
三

〜
六
頁
）
。

第
三
章
は
水
平
社
運
動
や
融
和
運
動

が
主
軸
に
す
え
ら
れ
た
叙
述
で
あ
っ
た
。

一
九
三
〇
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
は

「
第
四
章

「
国
民
一
体
」
と
人
種
主

義
の
相
克
」
に
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

恐
慌
が
深
ま
る
な
か
で
全
国
水
平
社

の
一
部
に
は
組
織
の
解
消
論
も
あ
ら
わ

れ
て
き
た
。
日
中
戦
争
が
本
格
化
し
総

力
戦
体
制
の
構
築
が
進
め
ら
れ
る
と
、

全
国
水
平
社
は
戦
争
協
力
を
表
明
し
、

「
国
家
主
義
実
現
に
部
落
問
題
解
決
を

ゆ
だ
ね
る
方
向
に
転
じ
た
」
（
一
六
七
頁
）
。

一
方
、
中
央
融
和
事
業
協
会
は
、
「
人

種
」
に
代
わ
っ
て
「
民
族
」
概
念
を
前

面
に
出
し
、
「
「
日
本
民
族
」
の
一
体

性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
内
部

に
被
差
別
部
落
の
人
び
と
を
も
取
り
込

も
う
と
す
る
」
（
一
七
九
頁
）
こ
と
に
よ
っ

て
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
っ

た
。

以
上
の
よ
う
に
、
黒
川
氏
は
近
代
の

部
落
問
題
像
を
提
示
し
て
い
る
と
読
み

取
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
二

点
述
べ
て
お
き
た
い
。

二
、
「
人
種
主
義
」
の
位
置
づ
け

「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
黒
川
氏

は
、
「
部
落
問
題
を
め
ぐ
る
今
日
の
社

会
の
あ
り
よ
う
」
を
「
制
度
的
に
は
存

在
し
な
い
差
別
を
社
会
の
構
成
員
が
支

え
て
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
う
し
た
「
部
落
問
題
の
〈
い
ま
〉

に
迫
る
」
た
め
に
、
社
会
が
「
ど
の
よ

う
な
線
引
き
」
を
作
り
出
し
、
ど
の
よ

う
に
し
て
「
境
界
を
補
強
」
し
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
続
け
て

い
る
（
一
四
頁
）
。
黒
川
氏
の
こ
の
意
見

に
評
者
と
し
て
も
異
議
は
な
く
、
そ
の

た
め
に
は
、
「
運
動
史
や
政
策
史
で
は

な
く
、
部
落
問
題
の
あ
り
よ
う
を
描
く

こ
と
を
主
眼
に
」
（
一
五
頁
）
置
く
と
す

る
、
氏
の
ね
ら
い
も
よ
く
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
「
人
種
主
義
」
の
始
原
を
描

い
た
第
一
章
と
、
時
間
軸
の
最
先
端
に

あ
る
現
代
を
述
べ
た
第
五
章
を
つ
な
ぐ
、

第
二
章
〜
四
章
の
叙
述
は
、
前
節
で
み

た
よ
う
に
「
運
動
史
や
政
策
史
」
に
多

く
を
あ
て
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

「
は
じ
め
に
」
に
示
さ
れ
た
意
図
は
十

全
に
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
黒
川
氏
一
人
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の
力
量
の
問
題
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
部
落
差
別
が
な
ぜ
克
服
さ
れ
得

ず
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
―
こ

の
本
質
的
な
問
い
に
対
す
る
答
え
を
準

備
す
る
た
め
に
は
、
黒
川
氏
の
表
現
を

借
り
る
な
ら
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
境

界
を
維
持
」
す
る
こ
と
を
求
め
、
「
差

別
を
欲
す
る
民
衆
」
の
内
側
を
剔
抉
す

る
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

誰
も
ま
だ
、
こ
の
仕
事
を
よ
く
果
た
し

得
て
い
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
、
そ
れ
は
困
難
な
の
だ
ろ
う
か
。

さ
し
あ
た
っ
て
二
つ
の
障
壁
が
あ
る
と

思
う
。
一
つ
は
、
部
落
差
別
と
い
う
現

在
進
行
中
の
心
性
に
か
か
わ
る
課
題
を

取
り
扱
う
以
上
、
同
じ
現
代
を
生
き
る

研
究
者
が
対
象
化
し
て
そ
の
全
体
像
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い

た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
部
落

史
・
部
落
問
題
研
究
に
限
ら
ず
、
意
識

や
観
念
、
心
性
を
探
求
し
よ
う
と
す
る

す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
い
え
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
は
、
差
別
の
私
的
性
格
に
よ

る
と
考
え
て
い
る
。
現
象
学
と
い
う
視

座
か
ら
差
別
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る

郭
基
煥
氏
は
「
差
別
は
い
つ
も
密
室
で

行
わ
れ
る
」
（
郭
『
差
別
と
抵
抗
の
現
象
学

在
日
朝
鮮
人
の
〈
経
験
〉
を
基
点
に
』
新

泉
社
、
二
〇
〇
六
年
）
と
記
し
て
い
る
。

黒
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
町
村
合

併
に
お
け
る
排
除
」
（
四
七
〜
九
頁
）
や
、

「
差
別
意
識
を
増
幅
さ
せ
る
」
新
聞
記

事
（
三
七
頁
）
な
ど
、
公
的
な
制
度
上
で

の
、
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
差
別

が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
そ

れ
よ
り
も
日
常
の
振
る
舞
い
や
眼
差
し
、

一
見
善
意
に
満
ち
た
会
話
の
な
か
な
ど
、

外
か
ら
は
み
え
に
く
い
私
的
関
係
の
内

に
顕
現
す
る
も
の
に
こ
そ
注
意
を
払
う

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
苦
況
に

陥
っ
た
者
は
、
密
室
内
部
の
こ
と
ば
で

自
分
の
状
況
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら

な
く
な
る
」
（
郭
前
掲
書
）
こ
と
で
、
事

態
は
い
っ
そ
う
深
刻
に
な
る
の
だ
か
ら
。

こ
う
し
た
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
は

可
能
だ
ろ
う
か
。
適
切
な
手
法
は
評
者

に
も
み
い
だ
せ
な
い
が
、
少
な
く
と
も

前
近
代
の
差
別
は
「
身
分
に
由
来
す
る
」

（
四
〇
頁
）
も
の
で
あ
り
、
近
代
は
「
創

造
」
さ
れ
た
「
人
種
主
義
」
と
す
る
黒

川
氏
の
構
想
で
は
難
度
が
高
ま
る
ば
か

り
だ
と
思
う
。
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
境

界
を
維
持
」
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
い

う
黒
川
氏
の
人
間
観
は
、
前
近
代
に
も

及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
人
種
主
義
」

の
射
程
も
ま
た
前
近
代
に
の
ば
し
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
今
西
一
氏
が

『
つ
く
り
か
え
ら
れ
る
徴
』
の
書
評

（
『
部
落
解
放
研
究
』
一
六
四
号
、
二
〇
〇

五
年
）
に
お
い
て
、
「
人
種
」
や
「
民
族
」

概
念
が
近
代
国
民
国
家
の
創
造
物
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
し
て
も
、
こ
の

論
理
だ
け
で
部
落
差
別
を
説
く
こ
と
は

不
可
能
と
し
て
、
前
近
代
か
ら
続
く
異

人
種
観
の
根
深
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

評
者
も
今
西
氏
の
批
評
は
正
鵠
を
射

て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
少
な
く
と
も

近
世
近
代
に
わ
た
る
異
種
観
と
い
っ
た

も
の
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
感
じ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
な
か

で
、
た
と
え
ば
、
黒
川
氏
は
同
意
さ
れ

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ケ
ガ
レ
観
に

つ
い
て
も
よ
り
深
い
考
察
を
も
っ
て
、

部
落
問
題
の
な
か
に
定
位
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む

ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
ケ
ガ
レ
と
は
、
単

な
る
汚
物
で
は
な
く
、
文
化
人
類
学
の

関
根
康
正
氏
が
、
「
秩
序
の
存
立
と
表

裏
に
な
っ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、
「
ケ

ガ
レ
と
い
う
言
葉
は
追
放
で
き
て
も
、

ケ
ガ
レ
と
い
う
現
象
は
人
間
社
会
か
ら

追
放
で
き
な
い
」
（
関
根
「
な
ぜ
現
代
社

会
で
ケ
ガ
レ
観
念
を
問
う
か
―
現
代
社
会
に

お
け
る
伝
統
文
化
の
再
文
脈
化
―
」
。
関
根
・

新
谷
尚
紀
編
『
排
除
す
る
社
会
・
受
容
す
る

社
会
―
現
代
ケ
ガ
レ
論
―
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
年
所
収
）
と
指
摘
す
る
、
そ
の

よ
う
な
関
係
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。

三
、
政
治
権
力
、
メ
デ
ィ
ア
、
差
別

前
節
で
述
べ
た
こ
と
は
、
差
別
を
生

活
世
界
に
お
い
て
内
在
的
に
把
握
す
る

可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
生
活
世
界
が
そ
れ
自

体
で
完
結
し
て
い
る
と
主
張
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
近
代
に
お
い
て
は
、
政
治

権
力
主
体
に
よ
る
統
治
が
よ
り
強
く
力

を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
し
、
成
立
し
た
近
代

読
者
と
共
犯
関
係
を
結
ん
だ
新
聞
メ
デ
ィ

ア
の
影
響
力
も
無
視
し
得
な
い
だ
ろ
う
。

二
点
目
と
し
て
、
こ
う
し
た
外
在
的
な

側
面
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
前
者
の
問
題
か
ら
述
べ
る
な

ら
、
近
代
の
国
民
国
家
が
、
自
由
や
平

等
と
い
っ
た
理
念
を
広
め
、
そ
れ
を
実

現
す
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
一
方
で
、

抑
圧
や
排
除
な
ど
を
強
化
す
る
と
い
う

矛
盾
に
満
ち
た
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
国
民
国
家
論
に
よ
っ
て
論
じ

ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し

た
国
家
に
よ
る
統
治
が
、
ど
の
よ
う
な

回
路
を
通
し
て
差
別
意
識
に
関
与
し
て

く
る
か
、
論
ず
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
近
世
史
や

近
世
近
代
移
行
期
に
お
い
て
研
究
が
進

め
ら
れ
て
き
た
地
域
社
会
論
は
、
近
世

後
期
に
は
村
の
指
導
層
の
間
に
広
い
範

囲
の
地
域
を
一
つ
の
公
共
圏
と
し
て
と
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ら
え
る
新
た
な
秩
序
意
識
が
芽
生
え
、

政
策
の
形
成
主
体
と
し
て
成
長
し
て
く

る
こ
と
、
こ
う
し
た
動
向
は
近
代
前
期

の
地
域
秩
序
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
地
域
か
ら
の
秩
序
形
成
と
、

国
民
の
一
体
性
を
創
り
出
そ
う
と
す
る

国
民
国
家
が
、
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
、

交
錯
し
合
う
の
か
が
、
近
代
史
研
究
の

重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。こ

う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
る
な

ら
、
た
と
え
ば
、
米
騒
動
に
お
い
て

「
政
府
は
、
部
落
差
別
を
積
極
的
に
利

用
し
た
」
（
一
〇
三
頁
）
と
い
っ
た
統
治

観
は
、
た
と
え
新
書
と
い
う
容
れ
物
ゆ

え
の
表
現
の
限
界
が
あ
る
に
せ
よ
、
あ

ま
り
に
素
朴
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
一

八
八
〇
年
代
を
描
い
た
記
述
に
お
い
て
、

発
行
部
数
を
伸
ば
し
た
新
聞
が
、
「
差

別
意
識
を
増
幅
」
（
三
七
頁
）
さ
せ
た
と

し
て
い
る
。
一
般
的
に
新
聞
の
購
読
者

が
大
幅
に
増
大
す
る
の
は
日
清
・
日
露

戦
争
を
経
験
す
る
過
程
に
お
い
て
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
の
段
階
の
新
聞
の
影
響

力
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

が
し
だ
い
に
影
響
力
を
強
め
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
発

せ
ら
れ
た
情
報
が
ど
の
よ
う
に
浸
透
し

て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

「
人
種
主
義
の
問
題
を
提
示
し
な
い

近
代
論
は
、
あ
え
て
い
え
ば
、
一
種
の

冗
談
に
す
ぎ
な
い
」
―
一
九
九
六
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・

日
本
人

「
日
本
」
の
歴
史
―
地
政
的

配
置
』
（
新
曜
社
）
に
お
い
て
著
者
の

酒
井
直
樹
氏
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
が
、
差
別
を
構
造
的
に
組
み
込
ん
で

近
代
を
論
じ
切
る
こ
と
が
、
差
別
問
題

研
究
の
老
舗
と
も
い
え
る
部
落
史
研
究

の
責
務
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
黒
川
氏
に

向
け
た
批
判
は
、
同
時
に
評
者
自
ら
の

課
題
で
も
あ
る
。
実
態
か
ら
関
係
へ
の

シ
フ
ト
は
容
易
で
は
な
い
。
観
念
、
心

性
、
表
象
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
る
社
会
的

権
力
関
係
―
こ
う
し
た
領
域
に
さ
ら
に

研
究
の
歩
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
『
近
代

部
落
史
』
に
つ
い
で
公
に
さ
れ
た
、
映

画
を
主
題
と
す
る
『
描
か
れ
た
被
差
別

部
落
』
に
、
評
者
と
し
て
は
、
よ
り
豊

か
な
可
能
性
の
沃
野
を
感
じ
た
。

（
平
凡
社
刊
、
二
〇
一
一
年
二
月
、
平
凡
社

新
書
、
七
八
〇
円
）

Ａ

こ
の
本
を
読
ん
で
ど
う
感
じ
ま
し

た
か
。

Ｂ

日
本
共
産
党
と
水
平
社
は
「
近
代

日
本
の
汚
辱
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
栄
光
の
結
社
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ん

で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
は
、
こ
の
対
談

（
宮
崎
学
さ
ん
と
筆
坂
秀
世
さ
ん
）
は
、
あ

ま
り
に
も
か
み
合
っ
て
い
な
い
し
、
日

共
と
部
落
解
放
同
盟
と
の
表
層
的
な
関

係
し
か
描
き
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
思
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七

〇
年
代
を
中
心
に
、
テ
ー
マ
を
整
理
し

な
が
ら
解
説
す
る
宮
崎
さ
ん
の
手
腕
は

見
事
で
す
。
さ
す
が
に
こ
の
時
代
を
駆

け
抜
け
た
者
の
真
骨
頂
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
ん
で
す
が
、
重
要
な
点
で
多
く
の

欠
落
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
か
。

Ａ

た
と
え
ば
。

Ｂ

全
国
水
平
社
の
創
立
時
か
ら
、
部

落
解
放
運
動
は
、
「
自
ら
解
放
せ
ん
と

す
る
者
の
集
団
運
動
」
で
あ
り
な
が
ら

人
間
解
放
を
求
め
る
、
い
や
、
そ
の
こ

と
と
連
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
つ
ま
り

最
大
限
綱
領
を
求
め
る
社
会
運
動
だ
っ

た
の
で
す
。
大
窪
一
志
さ
ん
が
こ
の
本

の
補
論
の
な
か
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
国
家
・
行
政
が
解
決
で
き
る
の
は
、

政
治
的
国
家
の
領
域
の
問
題
の
み
で
あ

り
、
市
民
社
会
の
領
域
の
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
は
基
本
的
に
で
き
な
い
」
、

つ
ま
り
「
最
大
限
で
き
て
も
被
差
別
民

の
「
政
治
的
解
放
」
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
で
は
差
別
の
撤
廃
に
は

な
ら
な
い
」
と
い
う
関
係
性
が
日
共
に

は
見
え
な
か
っ
た
し
、
い
ま
も
見
え
な

い
の
で
す
。
部
落
解
放
運
動
と
い
う
、

市
民
社
会
の
深
部
に
下
降
す
る
闘
い
を
、

政
治
的
領
域
で
の
制
度
や
法
制
定
の
要

求
に
切
り
ち
ぢ
め
る
こ
と
が
当
然
で
あ

る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
わ
け
で
す
（
日

共
は
、
こ
う
し
た
切
り
ち
ぢ
め
す
ら
、
解
放

同
盟
を
利
す
る
と
し
て
、
し
な
か
っ
た
）
。

敗
戦
後
も
三
二
テ
ー
ゼ
路
線
を
す
え
、
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『
解
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』編
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長
）



ジ
グ
ザ
グ
を
く
り
返
す
日
共
の
歩
み
の

な
か
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
党
の
同

心
円
的
拡
大
を
め
ざ
す
こ
と
で
す
。
大

衆
運
動
、
社
会
運
動
は
、
そ
の
た
め
の

プ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
認
識
な
の
で
す
。

部
落
解
放
運
動
を
個
別
の
運
動
だ
と

し
て
、
種
差
の
別
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
普

遍
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
軸
に
し
た
、

政
治
革
命
を
め
ざ
す
党
に
結
集
せ
よ
、

と
い
う
オ
ル
グ
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
党
の
指
導
・
指
示

に
従
わ
な
い
部
落
党
員
は
切
り
捨
て
ら

れ
る
。
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
か

れ
ら
が
党
員
と
し
て
部
落
の
な
か
か
ら

地
区
党
で
献
身
的
に
、
党
の
部
落
解
放

運
動
へ
の
方
針
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら

も
、
最
初
の
出
会
い
が
日
共
と
い
う
な

か
で
活
動
す
る
の
か
、
と
い
う
心
情
す

ら
お
し
は
か
る
こ
と
も
で
き
ず
、
切
り

捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

Ａ

な
る
ほ
ど
。
党
に
よ
る
大
衆
運
動
、

社
会
運
動
の
食
い
つ
ぶ
し
で
す
ね
。

Ｂ

宮
崎
さ
ん
に
は
、
も
っ
と
明
確
に
、

日
共
の
理
論
的
誤
り
を
い
っ
て
ほ
し
か
っ

た
。

Ａ

ど
う
い
う
風
に
で
す
か
。

Ｂ

日
共
も
マ
ル
ク
ス
主
義
者
な
ら
、

原
論
レ
ベ
ル
で
ち
ゃ
ん
と
差
別
の
問
題

を
考
え
ろ
と
。

Ａ

具
体
的
に
は
。

Ｂ

『
資
本
論
』
で
マ
ル
ク
ス
さ
ん
は

物
象
化
を
説
明
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

あ
る
も
の
が
関
係
の
な
か
で
は
じ
め
て
、

あ
る
属
性
を
獲
得
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
ら
の
関
係
か
ら
独
立
に
あ
る

も
の
が
、
そ
れ
自
身
で
そ
れ
ら
の
属
性

を
備
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
人
び
と

が
取
り
違
え
る
こ
と
が
物
象
化
だ
と
説

明
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
錯
視
を
生

み
だ
す
社
会
関
係
が
強
固
な
実
在
で
あ

る
か
ぎ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
錯
視
も
、

ま
た
実
在
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う

関
係
が
成
り
立
つ
の
で
す
。

Ａ
｢

差
別
観
念
は
、
そ
の
差
別
の
本
質

に
照
応
し
て
、
日
常
生
活
の
中
で
、
伝

統
と
教
育
の
力
に
よ
っ
て
、
自
己
が
意

識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

客
観
的
に
は
空
気
を
す
う
よ
う
に
労
働

者
お
よ
び
一
般
勤
労
人
民
の
意
識
の
中

に
入
り
こ
ん
で
い
る｣
と
い
う
、
部
落
解

放
同
盟
の
委
員
長
だ
っ
た
朝
田
善
之
助

さ
ん
の
三
つ
の
命
題
に
似
て
ま
す
ね
。

Ｂ

こ
の
物
象
化
の
問
題
を
砕
い
て
砕

い
て
い
う
と
、
こ
う
な
る
の
で
し
ょ
う

ね
。

Ａ

そ
れ
を
原
論
レ
ベ
ル
の
問
題
と
す

る
と
、
現
状
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

Ｂ

た
と
え
ば
、
石
元
清
英
さ
ん
は

「
現
在
、
同
和
地
区
で
生
ま
れ
て
い
る

部
落
出
身
者
の
高
祖
父
母
（
祖
父
母
の
祖

父
母
）
十
六
人
の
う
ち
、
部
落
出
身
者
が

八
人
以
下
と
い
う
ひ
と
は
八
八
・
六
％

で
あ
る
」
と
い
う
調
査
を
紹
介
し
、

「
つ
ま
り
、
現
在
、
同
和
地
区
で
生
ま

れ
て
い
る
部
落
出
身
者
の
九
割
近
く
は
、

そ
の
高
祖
父
母
の
半
分
が
部
落
出
身
で

は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
し
、
逆

に
、
「
も
し
高
祖
父
母
十
六
人
の
う
ち
、

そ
の
中
に
一
人
で
も
部
落
出
身
者
が
い

れ
ば
、
そ
の
人
は
部
落
民
だ
と
す
る
な

ら
ば
、
今
の
世
の
中
、
自
分
は
部
落
民

で
な
い
と
言
い
き
れ
る
人
は
、
い
な
く

な
る
と
思
い
ま
す
」
と
も
語
っ
て
い
ま

す
。

Ａ

と
く
に
都
市
部
落
は
人
口
の
流
出

入
が
激
し
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
血
と

い
う
問
題
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

Ｂ

そ
う
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

部
落
と
よ
ば
れ
る
、
歴
史
的
に
形
成
さ

れ
て
き
た
地
域
に
た
い
す
る
記
憶
が
差

別
を
生
み
だ
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。

Ａ

だ
か
ら
、
地
域
が
改
善
さ
れ
、
住

環
境
が
変
わ
っ
て
も
、
内
部
の
住
民
の

移
動
が
あ
っ
て
も
、
部
落
差
別
と
し
て

つ
づ
く
の
で
す
ね
。

Ｂ

そ
う
で
す
。
国
民
国
家
が
形
成
さ

れ
、
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
で
の
差
異
、
違

い
を
差
別
と
す
る
の
で
す
。
私
た
ち
と

彼
ら
と
は
違
う
、
と
い
う
境
界
、
区
別

を
つ
く
り
出
し
、
差
別
を
お
こ
な
う
。

Ａ

宮
崎
さ
ん
に
、
そ
の
あ
た
り
を
き
っ

ち
り
と
提
起
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

Ｂ

そ
れ
と
、
七
〇
年
代
を
語
る
と
き

に
落
と
せ
な
い
の
は
狭
山
闘
争
で
す
が
、

こ
の
対
談
で
は
、
こ
こ
も
欠
落
し
て
い

る
の
で
す
。

「
石
川
一
雄
の
運
命
が
、
け
っ
し
て

石
川
ひ
と
り
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、

差
別
と
迫
害
の
日
常
生
活
の
な
か
で
苦
々

し
い
体
験
を
通
し
て
知
っ
て
い
る
全
国

六
千
部
落
三
百
万
の
兄
弟
は
、
自
分
自

身
の
問
題
と
し
て
狭
山
差
別
裁
判
を
受

け
と
め
、
こ
の
運
動
の
中
心
に
立
つ
こ

と
を
も
と
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、

本
格
的
に
狭
山
闘
争
が
開
始
さ
れ
た
の

が
、
一
九
七
〇
年
で
し
た
。

教
育
、
就
労
と
い
う
、
部
落
差
別
の

根
っ
こ
に
あ
る
課
題
が
如
実
に
示
さ
れ

た
の
が
狭
山
事
件
の
被
告
と
さ
れ
た
石

川
一
雄
さ
ん
の
姿
で
し
た
。
そ
し
て
、

当
然
に
も
、
狭
山
闘
争
は
一
九
六
九
年

に
制
定
さ
れ
た
「
同
和
対
策
事
業
特
別

措
置
法
」
を
武
器
に
、
部
落
の
劣
悪
な

環
境
の
改
善
、
教
育
や
就
労
の
た
め
の

条
件
整
備
と
獲
得
、
と
い
う
闘
い
と
結

合
す
る
こ
と
が
、
中
央
本
部
の
運
動
方

針
で
は
め
ざ
さ
れ
た
の
で
す
。
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Ａ

そ
う
で
す
ね
。
闘
い
は
、
大
き
く

盛
り
あ
が
り
ま
し
た
ね
。

Ｂ

被
告
と
い
う
苛
烈
な
環
境
の
も
と

に
置
か
れ
た
石
川
さ
ん
は
、
獄
中
で
苦

学
し
な
が
ら
文
字
を
奪
い
返
す
こ
と
で
、

み
ず
か
ら
の
社
会
的
立
場
を
自
覚
し
、

〈
に
ん
げ
ん
〉
と
し
て
生
き
る
力
を
獲

得
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
差
別
の
た

め
に
閉
ざ
さ
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
可
能

性
を
開
花
さ
せ
る
力
を
獲
得
し
た
、
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
石
川
さ
ん

の
自
己
変
革
の
姿
は
、
部
落
の
仲
間
は

も
と
よ
り
、
部
落
外
の
人
び
と
の
共
感

も
よ
ん
だ
の
で
す
。
そ
し
て
、
狭
山
闘

争
を
通
じ
て
、
差
別
に
反
対
し
、
そ
の

差
別
を
生
み
出
し
、
利
用
す
る
権
力
に

反
対
す
る
闘
い
、
反
差
別
反
権
力
の
闘

い
が
、
部
落
内
外
の
人
び
と
に
よ
び
か

け
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
部
落
解

放
同
盟
が
一
九
七
四
年
に
提
起
し
た
、

被
差
別
統
一
戦
線
と
い
う
狭
い
枠
を
打

ち
破
り
、
翌
年
に
提
起
さ
れ
部
落
解
放

中
央
共
闘
の
結
成
と
い
う
か
た
ち
で
も

結
実
し
た
、
反
差
別
共
同
闘
争
の
具
体

的
実
践
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
動
き
に
た
い
し
、
日
共
は
、

「
石
川
君
を
守
る
会
」
を
つ
く
り
、
か

れ
ら
の
い
う
「
公
正
裁
判
」
を
の
み
要

求
す
る
運
動
に
切
り
ち
ぢ
め
、
部
落
民

の
も
つ
広
範
な
怒
り
を
組
織
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

一
九
七
四
年
一
〇
月
に
二
審
で
死
刑
判

決
を
変
更
し
た
う
え
で
無
期
判
決
が
で

る
に
お
よ
ん
で
、
闘
争
か
ら
完
全
に
召

還
し
、
翌
年
一
月
の
日
共
機
関
紙
『
赤

旗
』
で
は
、
「
一
般
「
刑
事
事
件
」
と

民
主
的
救
援
運
動
」
と
題
す
る
論
文
を

掲
載
し
、
闘
争
か
ら
遁
走
し
た
こ
と
を

合
理
化
し
、
「
わ
が
党
中
央
は
狭
山
事

件
に
つ
い
て
、
無
実
の
「
え
ん
罪
」
で

あ
る
と
規
定
し
た
こ
と
は
な
く
」
と
二

審
判
決
を
追
認
す
る
に
い
た
っ
た
の
で

す
。

Ａ

宮
崎
さ
ん
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

日
共
は
み
ず
か
ら
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
な
い
、
膨
大
な
部
落
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
狭
山
闘
争
で
の
大
爆
発
を
恐
れ
て
き

た
の
で
す
ね
。

Ｂ

「
民
主
連
合
政
府
」
樹
立
を
目
前

に
控
え
た
、
と
い
う
主
観
的
情
勢
判
断

の
延
長
線
上
に
、
一
九
七
五
年
に
日
共

が
お
こ
な
っ
た
の
が
「
国
民
的
融
合
論
」

の
論
理
だ
て
と
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
、

大
衆
運
動
団
体
を
分
裂
さ
せ
る
「
全
国

部
落
解
放
運
動
連
合
会
」
の
結
成
（
七
六

年
）
で
し
た
。
そ
し
て
、
「
俗
情
と
の
結

託
」
を
お
こ
な
い
、
公
然
と
部
落
差
別

を
煽
る
と
い
う
最
悪
の
選
択
の
な
か
で
、

そ
れ
を
党
の
前
進
の
た
め
の
集
票
活
動

に
活
か
し
て
き
た
の
で
す
。
す
べ
て
が
、

日
共
党
員
の
善
意
で
敷
き
詰
め
ら
れ
た
、

党
の
た
め
の
闘
争
、
活
動
だ
っ
た
の
で

す
。

Ａ

宮
崎
さ
ん
の
重
要
な
問
題
提
起
が
、

事
業
法
に
も
と
づ
く
利
権
や
暴
力
の
問

題
で
す
ね
。

Ｂ

こ
の
本
の
問
題
提
起
と
し
て
重
要

な
の
は
、
高
度
経
済
成
長
期
の
な
か
で

の
社
会
運
動
の
課
題
で
す
。
部
落
解
放

運
動
で
い
う
と
、
「
特
別
措
置
法
」
時

代
の
運
動
と
重
な
り
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
の
も
と
で
奪
わ
れ
た

も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
中
世
以
来
、

人
び
と
が
も
ち
つ
づ
け
て
き
た
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
宮
崎
さ
ん
の
い
う
「
掟
」
と
い
う

こ
と
と
も
つ
な
が
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
渡
辺
京
二
さ
ん
が
「
近

代
天
皇
制
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
庶
民

意
識
、
利
害
の
体
系
と
し
て
の
市
民
社

会
の
法
則
が
貫
徹
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
社

会
下
層
に
垂
直
的
に
蓄
積
さ
れ
る
挫
折

感
に
対
し
、
「
神
の
国
」
的
な
中
世
的

統
合
の
幻
想
を
補
償
す
る
も
の
と
し
て

機
能
し
た
」
「
日
本
の
戦
前
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
、
資
本
制
市
民
社
会
的
な
諸

制
度
機
構
を
た
え
ず
理
解
し
が
た
い
異

物
と
感
じ
、
た
だ
自
然
的
な
正
義
の
偏

在
と
い
う
中
世
的
幻
想
を
天
皇
制
に
収

奪
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
近
代
国

家
に
統
合
さ
れ
た
わ
が
国
の
下
層
民
の

情
念
の
な
か
に
、
そ
の
根
拠
を
も
っ
て

い
た
」
と
し
て
、
「
今
日
の
日
本
人
大

衆
の
意
識
は
、
利
害
の
体
系
と
し
て
の

市
民
社
会
の
原
理
に
け
な
げ
に
適
応
し

な
が
ら
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
心
か
ら
は

肌
に
な
じ
ま
ぬ
も
の
と
感
じ
る
土
俗
的

土
着
的
な
深
層
は
失
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
」
「
大
衆
の
生
活
意
識
の
も
っ
と

も
土
俗
的
な
層
は
、
日
本
天
皇
制
を
支

え
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
制
覇
を
許
容

し
、
ナ
チ
ズ
ム
を
噴
出
さ
せ
、
そ
し
て

現
に
毛
沢
東
主
義
を
成
り
立
た
せ
て
い

る
、
蒙
昧
暗
黒
な
部
分
で
あ
る
」
（
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暗
底
」
）
と
し
た
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
ー
が
、
最
終
的
に
解
体
さ
れ

た
時
期
と
も
い
え
る
ん
で
す
。

Ａ

こ
の
渡
辺
さ
ん
の
論
文
は
、
い
つ

ご
ろ
か
か
れ
た
も
の
で
す
か
。

Ｂ

一
九
七
五
年
で
す
。

渡
辺
さ
ん
の
説
明
は
、
部
落
問
題
研

究
所
の
鈴
木
良
さ
ん
が
「
明
治
中
期
に

成
立
し
た
地
域
支
配
構
造
が
一
九
二
〇

年
代
に
動
揺
を
来
た
し
、
戦
後
改
革
で

衰
え
な
が
ら
も
、
高
度
経
済
成
長
の
な

か
で
最
終
的
に
崩
壊
に
至
っ
た
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
「
地
域
支
配
構
造
論
」

で
の
説
明
と
も
重
な
る
ん
で
す
。

ち
ょ
う
ど
、
こ
の
時
期
に
本
格
的
に

展
開
さ
れ
た
の
が
、
同
和
対
策
事
業
だ
っ
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た
ん
で
す
。

「
同
和
行
政
に
よ
る
事
業
は
部
落
内

の
業
者
に
優
先
的
に
配
分
さ
れ
る
が
、

そ
れ
が
地
域
社
会
に
お
け
る
商
習
慣
・

力
関
係
に
直
結
す
る
。
地
域
に
お
け
る

「
ト
ラ
ブ
ル
」
を
避
け
よ
う
と
す
る
行

政
や
銀
行
の
姿
勢
は
お
の
ず
と
地
域
内

の
慣
習
や
力
関
係
に
従
う
も
の
と
な
る
。

利
益
誘
導
が
利
権
と
な
り
、
と
き
に
そ

の
意
志
決
定
過
程
に
暴
力
が
介
在
す
る
。

対
面
的
な
力
関
係
が
支
配
し
て
き
た
部

落
や
下
層
社
会
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で

あ
る
。
地
域
社
会
と
組
織
の
民
主
主
義
、

地
域
住
民
の
自
立
を
目
的
意
識
的
な
課

題
に
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
同
和
行
政

は
利
権
の
構
造
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
」

「
行
政
権
力
の
安
定
化
を
は
か
る
警
察

権
力
も
ま
た
こ
の
構
造
に
加
担
す
る
。

地
方
行
政
に
お
け
る
開
発
主
義
の
論
理

は
地
域
住
民
の
自
立
化
を
育
て
ず
、
こ

れ
を
破
壊
し
て
き
た
」
と
友
常
勉
さ
ん

が
「
「
芦
原
病
院
小
史
」
に
つ
い
て
」

（
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
」
第
二
七
九
号
、

二
〇
一
一
年
六
月
）
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
う
い
っ
た
構
造
が
う
み
だ
さ
れ
た
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
す
。

Ａ

今
後
の
部
落
解
放
運
動
の
な
か
で
、

自
治
・
管
理
力
を
ど
う
身
に
つ
け
る
の

か
、
と
い
う
点
で
大
切
な
視
点
で
す
ね
。

Ｂ

そ
う
で
す
。

Ａ

宮
崎
さ
ん
は
、
「
組
織
は
、
そ
の

気
が
あ
れ
ば
再
建
で
き
る
が
、
精
神
の

復
興
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
／
解
放
同

盟
と
い
う
組
織
の
先
行
き
を
案
ず
る
こ

と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
水
平
社
、
部
落

解
放
同
盟
を
支
え
て
き
た
人
た
ち
の
精

神
が
風
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
を
私

は
憂
い
て
い
ま
す
」
と
書
い
て
い
ま
す

が
。

Ｂ

全
国
水
平
社
創
立
時
の
、
あ
の
輝

き
は
、
な
に
よ
り
も
、
部
落
解
放
＝
人

間
解
放
と
い
う
精
神
と
人
類
最
高
の
完

成
を
め
ざ
す
と
い
う
、
市
民
社
会
へ
の

同
一
化
、
融
和
の
拒
否
、
と
い
う
点
に

見
て
取
れ
ま
す
。
部
落
解
放
同
盟
に
も
、

こ
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。

全
国
水
平
社
結
成
時
の
「
宣
言
」
が

「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」

で
結
ば
れ
て
い
る
の
は
有
名
で
す
が
、

こ
こ
に
は
部
落
の
解
放
の
み
で
な
く
、

人
間
の
解
放
を
め
ざ
す
こ
と
が
宣
言
さ

れ
て
い
ま
す
。
「
人
間
が
神
に
か
わ
ら

う
と
す
る
時
代
に
お
う
た
の
だ
」
と
い

う
前
段
の
フ
レ
ー
ズ
が
、
こ
こ
に
結
実

さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
る
い
は
創
立
時
の
綱
領
で
は
、

「
吾
等
は
人
間
性
の
原
理
に
覚
醒
し
人

類
最
高
の
完
成
に
向
か
っ
て
突
進
す
」

と
、
市
民
社
会
に
埋
没
す
る
の
で
は
な

く
、
人
間
解
放
の
た
め
に
最
先
端
の
社

会
を
創
り
出
す
、
と
い
う
熱
い
思
い
が

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

じ
つ
に
、
「
人
間
」
こ
そ
が
キ
ー
ワ
ー

ド
な
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
こ
そ
意
義
と

限
界
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
も
、
冷

厳
に
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

宣
言
の
主
要
な
起
草
者
で
あ
る
西
光

万
吉
さ
ん
が
描
い
た
「
人
間
」
は
、
人

間
的
な
本
質
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
が
故

に
、
「
人
間
が
崇
め
る
か
ら
神
は
睥
睨

す
る
」
と
い
う
関
係
の
な
か
で
の
も
の

な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
が
神

に
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ

る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
か
わ
る
人
間
は
、

神
と
同
様
、
理
念
型
と
し
て
の
人
間
な

の
で
す
。
宣
言
に
書
き
込
ま
れ
た
の
は
、

社
会
的
諸
関
係
の
総
体
と
し
て
の
、
生

き
た
現
実
の
人
間
で
は
な
い
の
で
す
。

Ａ

西
光
さ
ん
は
、
そ
の
後
、
日
共
に

入
党
す
る
の
で
す
ね
。

Ｂ

そ
の
時
点
で
は
、
変
革
の
主
体
と

し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
理
念
と
な
る

の
で
す
。
そ
し
て
、
一
九
二
八
年
の
三
・

一
五
弾
圧
で
逮
捕
さ
れ
、
一
九
三
三
年

に
「
転
向
」
し
、
仮
出
獄
す
る
ん
で
す

が
、
獄
中
で
し
た
た
め
た
と

い
う

「
『
マ
ツ
リ
ゴ
ト
』
に
つ
い
て
の
粗
雑

な
る
考
察
」
で
は
、
高
次
的
タ
カ
マ
ノ

ハ
ラ
＝
天
皇
を
い
た
だ
い
た
国
家
体
制
・

皇
産
主
義
の
展
開
な
ど
が
主
張
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
新
た
な
理
念
を
創
出
し

た
の
で
す
。
そ
し
て
敗
戦
後
は
和
栄
政

策
と
、
時
代
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、

濃
淡
を
取
り
変
え
な
が
ら
、
転
回
し
深

化
し
て
い
く
の
が
西
光
さ
ん
の
思
想
で

し
た
。

こ
う
し
た
理
念
の
転
回
は
、
西
光
さ

ん
一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
帝
国
主
義

に
よ
る
侵
略
戦
争
と
い
う
波
を
か
い
く

ぐ
る
な
か
で
全
国
水
平
社
も
同
様
だ
っ

た
し
、
左
翼
の
運
動
を
担
っ
た
人
た
ち

も
一
緒
だ
っ
た
の
で
す
。

戦
前
と
の
連
続
性
を
も
っ
た
も
の
と

し
て
、
部
落
解
放
同
盟
の
組
織
の
あ
り

よ
う
や
理
論
と
い
う
も
の
を
、
複
眼
の

視
点
か
ら
見
つ
め
て
い
く
こ
と
こ
そ
が

重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ

そ
う
で
す
ね
。
も
う
少
し
突
っ
込

ん
だ
本
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

（
に
ん
げ
ん
出
版
刊
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、

モ
ナ
ド
新
書
、
九
八
七
円
）
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の連載「性暴力を問う」を終えて 久場俊子／「パープ

ルダイヤル」から「パープル・ホットライン」へ 性暴

力禁止法をつくろう 近藤恵子／性暴力被害者を支援す

るために 性暴力救援センター・大阪（SACHICO）から見

えてくること 加藤治子／性暴力に対応できる司法を 段

林和江

屠場 本橋成一

男がつくった神話「女人禁制」 「大峰山」に登った女

性へのインタビューから 「大峰山女人禁制」の開放を

求める会

阪田三吉と『王将』にみる虚像/実像の訴求力 部落問題

に迫る遠近法としての映画 2 山本崇記

まちかどの芸能史 5 尾張万歳 村上紀夫

部落の文化と歴史 5 熊野・湯の峯温泉 説経節「おぐり」

と現実の世界 川元祥一

部落解放 648（解放出版社刊，2011.7）：630円

特集 部落問題と向きあう若者たち 3

はじめに 内田龍史／活動と子育てにおけるジレンマ 浦

田舞／祖母から母、そして私がつなぐ解放運動 副島麻

友子／10年たって話せるように 藤田真一

本の紹介

『地を這う祈り』（石井光太著）／『難民への旅』（山

村淳平著）／『必生 闘う仏教』（佐々井秀嶺著）／

『文学者たちの大逆事件と韓国併合』（高澤秀次著）／

『べてるの家の恋愛大研究』（浦河べてるの家著）／

『それでも彼を死刑にしますか 網走からペルーへ―永

山則夫の遥かなる旅』（大谷恭子著）

全国初、土地差別調査を規制する条例が成立 大阪府部

落差別調査等規制等条例改正の意義について 赤井隆史

インタビュー 部落史を未来へ生かすために通史を書い

た 『これでなっとく！部落の歴史』を発刊して 上杉聰

まちかどの芸能史 6 万歳たちの日常 村上紀夫

部落解放研究くまもと 61号（熊本県部落解放研究会

刊，2011.3）

特集 東アジアの移住と共生について

東アジアの移住と共生について―韓国と日本の場合―

申明直

いま部落はどうなっているか―佐賀県の被差別部落生活

実態調査によせて― 再不安定化する都市型部落の労働

と生活 妻木進吾

佐賀県の被差別部落生活実態調査報告書について 山本

尚友

部落差別の現実と課題 S高校差別発言問題によせて～19

79年熊本商科大学（現熊本学園大学）就職差別反対闘争

の考察から～ 津田ひとみ

「水俣病」差別発言を考える 中村秀之

対馬の部落について―2010年対馬フィールドワーク報告

― 花田昌宣

本の紹介 『わらいがおがイイオトコ』 教員・樋口輝幸

―靴減らしの教育実践の軌跡― 岩野正信

部落問題研究 196（部落問題研究所刊，2011.3）：1,1

11円

近代日本における行旅病人・行旅死亡人対応法制の成立

と展開―明治維新後の政府・府県の「行き倒れ」対応法

規の検討― 竹永三男

書評

塚田孝著『近世身分社会の捉え方―山川出版社高校日本

史教科書を通して―』 多和田雅保／塚田孝著『近世身

分社会の捉え方』から何を学ぶか 北尾悟／高度経済成

長期の部落問題に関する歴史研究の意義と課題―『部落

問題解決過程の研究』第1巻＜歴史篇＞の検討を通して

― 朝治武

ライツ 144（鳥取市人権情報センター刊，2011.5）

今月のいちおし!! 『漂流少女 夜の街に居場所を求めて』

（橘ジュン著） 田中澄代

ライツ 145（鳥取市人権情報センター刊，2011.6）

今月のいちおし!! 『いつの日にか帰らん―ハンセン病

から日本を見る―』（加賀田一著） 川上学

リベラシオン 人権研究ふくおか 141（福岡県人権研

究所刊，2011.3）：1,000円

特集 大学の人権・同和教育

私の大学非常勤講師の歩みそして雑感 林力／大学の

「同和教育推進教員」たり得たのか 川向秀武／大学に

おける同和教育：教育・運動・研究の課題と展望 熊本

理抄／大学の人権教育・雑感 加藤昌彦

史料紹介 新聞に見る部落問題関係史料 3―『全九州水

平社史料集（仮）』草稿より― 旧『全九州水平社史料

集』プロジェクト

精一杯生きてきた―宮本秀雄さんに訊く 2 川向秀武

リベラシオン 人権研究ふくおか 142（福岡県人権研

究所刊，2011.6）：1,000円

席田・月隈の社会運動と生活 5 金山登郎

史料紹介 新聞に見る部落問題関係史料 4 ―『全九州水

平社史料集（仮）』草稿より― 旧『全九州水平社史料

集』プロジェクト

精一杯生きてきた―宮本秀雄さんに訊く 3 川向秀武
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無実の人がなぜ虚偽の自白をするのか―冤罪事件の謎 1

浜田寿美男

人権文化を拓く 165 被災障害者救援活動から1ヶ月 い

のちを守る長い活動の始まり 橘高千秋

であい 590（全国人権教育研究協議会刊，2011.5）：1

50円

無実の人がなぜ虚偽の自白をするのか─冤罪事件の謎 2

浜田寿美男

人権文化を拓く 166 一人ひとりを大切にする教育を 原

ひとみ

同和教育論究 31（同和教育振興会刊，2011.3）：1,50

0円

特集 設立50周年を迎えるにあたって

「御同朋の教学」往生浄土 試論―過去帳の現実に立っ

て（続） 麻田秀潤

改めて、宗門とハンセン病差別との関わりを考える 棚

原正智

長野教区基幹運動の卵 映画『夕焼けこやけで』 松嶌澄

雄

映画「新・あつい壁」製作と人権 齊藤真

近世真宗差別問題史料 6 ―「（仮称）申物御礼銀等諸

事記」「自剃刀冥加御定」― 左右田昌幸

同和教育論究 総目次

奈良人権・部落解放研究所紀要 29号（奈良人権・部

落解放研究所刊，2011.3）：1,500円

特集 第16回全国部落史研究大会報告

シンポジウム 天皇陵をめぐって 今尾文昭，高木博志，

辻本正教，吉田栄治郎

前近代分科会報告 「多様な被差別民」

近世夙村と中世非人宿―その継承関係をめぐって― 吉

田栄治郎／常陸国の「諸賤民・民間宗教者・芸能民」に

ついて 坂井康人

近現代分科会報告 「差別糾弾闘争の再検討」

初期兵庫県水平運動における糾弾の再検討 高木伸夫／

初期奈良県水平社の差別教育糾弾闘争と行政対応 駒井

忠之／討論 廣岡浄進

奈良町近郊の歴史と文化を訪ねて 奥本武裕

ヒューマンJournal 197（自由同和会中央本部刊，201

1.6）：500円

融和運動の再評価 13 解放と融和のゆくえ 宮崎学

ヒューマンライツ 277（部落解放・人権研究所刊，20

11.4）：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 9 寺木伸明

先生 本郷浩二

部落解放運動と差別撤廃に向けた法整備 3 今後の課題

友永健三

ヒューマンライツ 278（部落解放・人権研究所刊，20

11.5）：525円

特集 マイノリティと東日本大震災

「ことば・表現・差別」再考―「いってもいいかも」編

ヒューマンライツ 279（部落解放・人権研究所刊，20

11.6）：525円

『近代日本の「他者」と向き合う』に寄せて

黒川みどり／中嶋久人／廣岡浄進／吉田文茂／内田龍史

／友常勉／阿部安成／戸邉秀明／宜野座菜央見／与那覇

潤／山田智

走りながら考える 122 結婚と遺伝子検査結果―民間企

業で検査が― 北口末広

ひょうご部落解放 140（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2011.3）：700円

特集 第25回人権啓発研究集会 in 姫路

ルポ・祭礼差別 上 平野次郎

本の紹介

『1968 若者たちの叛乱とその背景（上）/叛乱の終焉と

その遺産（下）』（小熊英二著）／『四百年の長い道

続編 朝鮮侵略の痕跡を訪ねて』(尹達世著）／『カニは

横に歩く 自立障害者たちの半世紀』（角岡伸彦著）／

『ともだちのにおい』（兵庫県人権保育研究協議会絵本

部会編）

研究所の本 『播磨国姫路高木村の高田家文書―近世後

期を代表する製革業―』（高田家文書解読研究会編）

部落解放 645（解放出版社刊，2011.5）：630円

特集 「同宗連」30周年

「弥栄のきずな」に魅せられて 京都市立弥栄中学校の

人権教育取材で見えてきたこと 林由紀子

内田雄造先生の死を悼む 部落のまちづくりに注目、指

導してこられた理論家・実践者 山本義彦

怒―大阪浪速の太鼓宗団 国立民族学博物館の映像作品

岸政彦

まちかどの芸能史 4 万歳の時代 村上紀夫

資料 部落解放同盟綱領

部落解放 646（解放出版社刊，2011.5）：1,050円

人権キーワード2011

部落解放 647（解放出版社刊，2011.6）：630円

特集 性暴力をなくそう

性暴力のフェミニスト分析 性暴力問題に取り組む視点

森田ゆり／被害者の思いを受け止める社会に 読売新聞
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「差別事件」をめぐる「責任」回避の構造―日本基督教

団東北教区を事例に― 堀江有里

昔話と日本人のアイデンティティ―「ホトトギスと兄弟」

「猫檀家」「子育て幽霊」― 丸山顕徳

人権と部落問題 814（部落問題研究所刊，2011.4）：

630円

特集 沖縄問題から憲法を考える

書評 『部落問題解決過程の研究』第1巻 歴史篇

現代日本民主主義の底流を歴史学が解明 井口和起／理

論的深まりと新たな探求の宝庫 丹波正史

塚田孝さんに聞く 教科書のなかの『身分制』をめぐっ

て 北尾悟

文芸の散歩道 木村毅作「漂泊の女絵師」後日譚 秦重雄

兎と亀の人生 名もなく貧しくともひたすらに 1 近くて

遠きは 南野昭雄

人権と部落問題 815（部落問題研究所刊，2011.5）：

630円

特集 子どもの権利と保育

大阪府民の目は確か 「人権問題に関する府民意識調査

（抜粋）」から 谷口正暁

文芸の散歩道 高浜虚子著『朝鮮』を読む 水川隆夫

人権と部落問題 816（部落問題研究所刊，2011.6）：

630円

特集 近世身分社会の授業

湖北の戦国と近世身分制 水谷孝信／町の自治と掟を通

して近世身分社会の姿にせまる 北尾悟／「近世身分社

会」をどのように教えたか 島田茂生／幕藩体制動揺期

の授業「祭に裃を着させてください」 田所顕平

中川信義さんを偲ぶ 奥山峰夫

文芸の散歩道 続・高榮蘭の『破戒』論を評す 川端俊英

人権なら 4（なら人権情報センター刊，2011.4）

大和高田市西郊の歴史・文化と部落問題を巡る―共和水

平社の足跡

季刊人権問題 363（兵庫人権問題研究所刊，2011.4）：

700円

特集3 部落問題をめぐる動向

今日の部落問題 田端保文／兵庫県にみる「人権（同和）

行政」全国実態調査の結果分析 杉尾敏明，村上保

振興会通信 97（同和教育振興会刊，2011.3）

同朋運動史の窓 7 左右田昌幸

水平社博物館研究紀要 13号（水平社博物館刊，2011.

3）：1,000円

史料紹介 全国水平社創立に関する三好伊平次（内務省

社会局嘱託）「復命書」 手島一雄

植民地主義と「複合差別」を考える「私的」ノート 松

村徳子

戦後65年、全国水平社発祥の地から水平社運動と戦争・

天皇制を考える 仲林弘次

月刊スティグマ 177号（千葉県人権啓発センター刊，

2011.4）

特集 環境問題と福祉／市民の人権意識の現状について

月刊スティグマ 178号（千葉県人権啓発センター刊，

2011.5）：500円

特集 市民の人権意識の現状について 2

月刊スティグマ 179号（千葉県人権啓発センター刊，

2011.6）：500円

特集 市民の人権意識の現状について 3

地域と人権 1099号（全国地域人権運動総連合刊，201

1.4.15）：150円

立花町差別捏造事件を「捏造」するもの 7 週刊ポスト

“連載「糾弾」”批判 植山光朗

子どもの「差別者」扱い根絶へ 変化踏まえ、さらに運

動強化を（中） 西村導郎

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─ 13 丹波正史

地域と人権 1100号（全国地域人権運動総連合刊，201

1.5.15）：150円

立花町差別捏造事件を「捏造」するもの 8 週刊ポスト

“連載「糾弾」”批判 植山光朗

子どもの「差別者」扱い根絶へ 変化踏まえ、さらに運

動強化を（下）西村導郎

地域と人権 1101号（全国地域人権運動総連合刊，201

1.6.15）：150円

立花町差別捏造事件を「捏造」するもの 9 週刊ポスト

“連載「糾弾」”批判 植山光朗

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 14 丹波正史

ちくま 480（筑摩書房刊，2011.3）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 46 第十章 モスク

ワの留学時代 3 沖浦和光

ちくま 481（筑摩書房刊，2011.4）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 47 第十章 モスク

ワの留学時代 4 沖浦和光

であい 588（全国人権教育研究協議会刊，2011.3）：1

50円

人権文化を拓く 164 生徒指導と人権教育―つながる、

つなげる― 臼井義成

であい 589（全国人権教育研究協議会刊，2011.4）：1

2011年7月25日
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異議あり1 夜間中学は本当に事業仕分けの対象にしてい

いのか 次田哲治

いのちを生きる40 五年目の春 長谷川洋子

花とマグマ―絵と詩 森永都子

濃水飛山記 藤田敬一

こぺる 219（こぺる刊行会刊，2011.6）：300円

ひろば141 子どもたちが教えてくれた大切なこと―“言

葉にできない” 野元里佐子

尼崎だより35 東日本大震災の現場へ 中村大蔵

いのちを生きる41 東日本大震災に思う 長谷川洋子

花とマグマ―絵と詩 森永都子

濃水飛山記 藤田敬一

こぺる 220（こぺる刊行会刊，2011.7）：300円

ひろば 142 アメリカにおける「両側から超える」試み

（続）―M.O.エマーソンとG.ヤンシーの「相互責任アプ

ローチ」論について― 平川茂

部落問題とわたし 1 企業内同和研修の担当者として考

えたこと 井村絋

いのちを生きる 42 四月の東京 長谷川洋子

花とマグマ―絵と詩 森永都子

濃水飛山記 藤田敬一

こるむ 5（在特会らによる朝鮮学校に対する襲撃事件

裁判を支援する会刊，2011.6）

朝鮮学校の歴史 4 「外国人学校法案」阻止、「各種学

校」認可取得の闘い 金東鶴

佐賀部落解放研究所紀要 28（佐賀部落解放研究所刊，

2011.3）

高田保馬の部落問題論 田中和男

佐賀県における被差別部落の現状―「佐賀県の被差別部

落生活実態調査」から 妻木進吾，内田龍史

史料紹介 『口達録』（その5） 中村久子

雑学 37号（下之庄歴史研究会刊，2011.5）：800円

植村寛さんを偲ぶ 上野茂

植村寛先生の思い出 喜多紘一

小さな疑問から―隠蔽とカムアウト― 上野茂

重層化する＜渡来人＞のカノン 広野湧人

水平運動における北原泰作の思想的転換 朝治武

中上健次私論ノート22 高桑健二

日本国憲法の今日的意義 松塚信夫

狭山差別裁判 420号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2010.3）：300円

野間宏とＯさんの証言 4 庭山英雄

狭山差別裁判 421号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2010.4）：300円

野間宏とＯさんの証言 5 庭山英雄

狭山差別裁判 422号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2010.5）：300円

野間宏と寺尾判決 1 庭山英雄

しこく部落史 13号（四国部落史研究協議会刊，2011.

5）：500円

シンポジウム「四国の門付芸」

「三番叟まわし」門付けの記録から 中内正子・南公代

／土佐の門付け芸と芸能 1 黒岩伸安／愛媛の「門付芸」

の考察 五藤孝人／讃岐高松藩における阿波人形廻し関

係史料 山下隆章／討論 水本正人

讃岐国鵜足郡造田村西村家文書に見える阿波人形廻し関

係史料 山下隆章

土佐の門付け芸と芸能 2 黒岩伸安

門付け芸のフォークロア―三番叟まわし・えびすまわし

の民俗調査に向けて― 高橋晋一

祭礼（御開帳・市立・芝居等を含む）時における「かわ

た」の警固について 水本正人

社会科学 91号（同志社大学人文科学研究所刊，2011.5）：

1,000円

20世紀初頭におけるアカデミズムと部落問題認識―鳥居

龍蔵の日本人種論と被差別部落民調査の検討から― 関

口寛

女性歴史文化研究所紀要 19号（京都橘大学女性歴史

文化研究所刊,2011.3）

幕末維新の朝・幕の女性―和宮と九条夙子をめぐって―

辻ミチ子

資料館紀要 39号（京都府立総合資料館刊，2011.3）

京都町奉行所関係資料集 3 古久保家文書 歴史資料課

人権教育研究 19（花園大学人権教育研究センター刊，

2011.3）

障害者権利条約の構造 愼英弘

可能性としての青い芝運動―「青い芝＝健全者手足論」

批判を足がかりに 小林敏昭

＜老い＞の可能性とエイジズム―「社会問題としての高

齢化社会」論批判― 八木晃介

わが国における老いと認知症に関する認識―『官刻孝義

録』から見た江戸期の高齢者介護 根本治子

社会福祉サービスのモジュール化と研究課題 安田三江

子

痴漢冤罪の可能性がある事案 2 脇中洋

潜象的領域の意味と価値 島崎義孝

情緒的布教とその功罪―御詠歌の歌詞と意味― 中尾良

信
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女性とイエス 1 「部落差別を怖れない関係」と「差別

と闘うこと」…わたしのエンパワメント 福岡ともみ

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 24（カトリック大阪教会管区部落差別人権活動

センター刊，2011.3）

第3回対話集会『忌避意識』 両側から超える営み 講師：

山下力，住田一郎 コーディネーター：前川修

かわとはきもの 155（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2011.3）

靴の歴史散歩 100 稲川實

皮革関連統計資料

関西外国語大学人権教育思想研究 14（関西外国語大

学人権教育思想研究所刊，2011.3）

開発途上国の児童労働問題 内田智大

アメリカ映画を観よう―人権関連場面の案内 1― 岡田

広一

川崎市子ども人権オンブスパーソン条例について～平成

22年報告書を中心に～ 久禮義一・平峯潤

ニューカマーの生徒が多く学ぶ大阪府立長吉高校のこと

北條秀司

在日ラティーノと日本人の接点―アンケート調査による

在日ラティーノ受け入れについての考察― 山森靖人

資料 外国映画人権関連小一覧

関西学院大学人権研究 15（関西学院大学人権教育研

究室刊，2011.3）

近代日本の社会事業雑誌―『教誨叢書』― 室田保夫

新聞を通して「いのちと平和」を考える～関西学院中学

部での取り組み 福島旭

アンケートを用いた人権教育の効果測定の試みについて

川村暁雄、前川裕史

外国にルーツを持つ子どもたちの悩み―自宅放火と自殺

そして名前調査から思うこと― 辻本久夫

大学における人権教育の課題―「貧困の連鎖を断つため

に―人権教育を通じて何ができるのか？」を振り返って

― 阿部潔

関西大学人権問題研究室紀要 61号（関西大学人権問

題研究室刊，2011.3）

大坂町奉行所の刑事判例 5―大坂城代土屋氏御用留によ

る― 藤原有和

同一形態漢字語における中国朝鮮語に対する漢語の意味

干渉の事例 熊谷明泰

ハンセン病問題にみる排除と隔離について―無癩県運動

を中心に― 宮前千雅子

西光万吉の自己形成 1 水平社創立“前夜”の実存の展

開 宮橋國臣

関西大学人権問題研究室室報 46号（関西大学人権問

題研究室刊,2011.1）

被差別部落の明示は差別なのか 住田一郎

京都市政史編さん通信 40号（京都市市政史編さん委

員会刊，2011.3）

児童公園・児童館・ちびっこひろば（下） 森川正則

京都部落問題研究資料センター通信 23号（京都部

落問題研究資料センター刊，2011.4）

三浦参玄洞の水平社記事について―「中外日報」を中心

に― 3 秋定嘉和

本の紹介

『神戸ブント 藤本敏夫のうた』（和田喜太郎編） 高木

伸夫／『ルポ 餓死現場で生きる』（石井光太著） 渡辺

毅

収集逐次刊行物目次（2011年1月～3月受入）

グローブ 65（世界人権問題研究センター刊，2011.4）

職掌人（職人）へのまなざし 山路興造

人権の“館” 高麗博物館

藝能史研究 190（藝能史研究會刊，2010.7）：1,800円

書評

山路興造著『京都 芸能と民俗の文化史』 村上紀夫／小

森崇弘著『戦国期禁裏と公家社会の文化史―後土御門天

皇期を中心に―』 家塚智子

国際人権ひろば 96（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2011.3）

特集 シンポジウム「若者が語る多文化共生～外国にルー

ツをもつ子どもの権利を考える」

国際人権ひろば 97（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2011.5）：350円

特集 企業と人権を考える

こぺる 217（こぺる刊行会刊，2011.4）：300円

尼崎だより34 少しであっても、可能性にかけてみよう

―非行少年補導委託の現場から― 中村大蔵

寸評と合評1 同和教育の新しいあり方の提示―石元論文

が提起するもの― 平川茂

こころのつぶやき2 わたしの村と「無縁社会」 井貝順

子

いのちを生きる39 がん告知について思う 長谷川洋子

花とマグマ―絵と詩 森永都子

濃水飛山記 藤田敬一

こぺる 218（こぺる刊行会刊，2011.5）：300円

ひろば140 共に生きる―子どもたちの成長を信じて 長

縄良樹
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山口公博が読む今月の本

『親鸞』（倉田百三著）／『近代部落史 明治から現代

まで』（黒川みどり著）／『日本語の古典』（山口仲美

著）

今週の1冊 『マンガはなぜ規制されるのか 「有害」を

めぐる半世紀の攻防』（長岡義幸著）

解放新聞 2520号（解放新聞社刊，2011.5.30）：80円

東日本大震災特集号雑誌をよむ 1

今週の1冊 『日本語教室』（井上ひさし著）

解放新聞 2521号（解放新聞社刊，2011.6.6）：120円

解放の文学 61 佐藤泰志『海炭市叙景』 音谷健郎

東日本大震災特集号雑誌をよむ 2

今週の1冊 『サイゴン ハートブレーク・ホテル 日本人

記者たちのベトナム戦争』（平敷安常著）

ぶらくを読む 62 大逆事件100年が教えるもの 社会運動

が知識社会と結びつく「恐怖」 2 湧水野亮輔

解放新聞 2522号（解放新聞社刊，2011.6.13）：80円

東電福島第1原発事故のいま これからどうなる？ 小林

圭二さん報告

解放新聞 2523号（解放新聞社刊，2011.6.20）：80円

山口公博が読む今月の本

『覚えておきたい極めつけの名句1000』（角川学芸出版

編）／『『1Ｑ84』批判と現代作家論』（黒古一夫著）

／『小事典からだの手帖』（高橋長雄著）

解放新聞 2524号（解放新聞社刊，2011.6.27）：80円

解放の文学 62 「戦争」に迫る新たな試み 百田尚樹

『永遠の0（ゼロ）』 音谷健郎

今週の1冊 『すべてを明日の糧として 今こそ、アイヌ

の知恵と勇気を』（宇梶静江著）

解放新聞大阪版 1868号（解放新聞社大阪支局刊，201

1.4.18）

府民意識調査結果がまとまる

解放新聞大阪版 1869号（解放新聞社大阪支局刊刊，2

011.4.25）：70円

府民の人権意識調査 2

解放新聞改進版 411号（部落解放同盟改進支部刊，20

11.4）

道徳教育では差別はなくならない～4月から「小学校学

習指導要領」が完全実施される～

解放新聞京都市版 236号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2011.6）：150円

差別発言事件5.26確認会

解放新聞京都版 883号（解放新聞社京都支局刊，2011.

4.1）：280円

2011年度一般運動方針（第1次案）

解放新聞東京版 766号（解放新聞社東京支局刊，2011.

6.15）：90円

特集・差別犯罪と闘うために 1 ヘイトクライム法はな

ぜ必要か 1 前田朗

解放新聞奈良県版 932号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.3.25）：50円

主張 アイデンティティの側面からみた、部落解放運動

の現状と未来 4

解放新聞奈良県版 933号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.4.10）：50円

主張 アイデンティティの側面からみた、部落解放運動

の現状と未来 5

解放新聞奈良県版 934号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.4.25）

主張 アイデンティティの側面からみた、部落解放運動

の現状と未来 6

解放新聞奈良県版 935号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.5.10）

主張 アイデンティティの側面からみた、部落解放運動

の現状と未来 7

解放新聞奈良県版 937号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.6.10）：50円

主張 県内6部落の戸数等の歴史的変化から見えるもの 1

解放へのはばたき 90（日本基督教団部落解放センター

刊，2011.4）

特集 「南食ミートーセンター」を訪ねて 塩谷さんと飯

野さんにきく

語る・かたる・トーク 195（横浜国際人権センター刊，

2011.5）：500円

古文書はかたる古文書に聴く 番外・東日本大震災によ

せて―上州鎌原村の復興から学んだこと― 斎藤洋一

同和問題再考 124 食肉 田村正男

子どもたちは輝いてますか 1 江嶋修作

語る・かたる・トーク 196（横浜国際人権センター刊，

2011.6）：500円

古文書はかたる古文書に聴く 信州の近世部落の人びと

71 斎藤洋一

同和問題再考 125 雪駄と三味線 田村正男

［河合文化教育研究所］研究論集 8（河合文化教育

研究所刊，2010.12）

「非人」呼称の登場とその変容 八箇亮仁

カトリック部落差別人権委員会ニュース 132（カト

リック部落差別人権委員会刊，2011.3）

2011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５分

事務局よりお知らせ

◇今年度前半の部落史連続講座が無事終了しました。後半は11月から12月にかけて開催する予定です。
内容が決まり次第ホームページ・メルマガ等でお知らせいたしますので、ふるってご参加ください。
◇2010年度の部落史連続講座講演録が出来上がりました。ご希望の方は下記までご連絡ください。また、
2009年度までの講演録は、冊子体は在庫がなくなりましたが、ホームページで読むことができますので

ご覧下さい。アドレスは <http://www.asahi-net.or.jp/~qm8m-ndmt/> です。

明日を拓く 87（東日本部落解放研究所刊，2010.12）：

1,050円

特集 故・中山英一氏を追悼し、その足跡を追う

本の紹介 大森直樹編『子どもたちとの七万三千日―教

師の生き方と学校の風景―』 桐畑善次

ウィングスきょうと 103（京都市男女共同参画推進協

会刊，2011.4）

図書情報室新刊案内

『ミボージン日記』（竹信三恵子著）／『メンズのため

の安産バイブル』（大葉ナナコ著）

ウィングスきょうと 104（京都市男女共同参画推進協

会刊，2011.6）

図書情報室新刊案内

女性労働問題研究会編『女性労働研究55号 均等法25年

と女性労働―分断から連帯へ―』／菅聡子著『女が国家

を裏切るとき 女学生，一葉，吉屋信子』

大塩研究 65（大塩事件研究会刊，2011.6）

酒井一会長追悼号

解放教育 522（解放教育研究所編，2011.5）：770円

特集 ジェンダー平等教育の現在

バックナンバー（509号～520号）

解放教育 523（解放教育研究所編，2011.6）：770円

特集 人権教育のウイングを広げて 第60次日教組教研集

会・茨城県水戸市から

資料 「久留米発 今ここ！自分ごとの人権・部落問題学

習」

解放教育 524（解放教育研究所編，2011.7）：770円

特集 人権学習のアクティビティ思想と実践～結婚に関

する学習を中心に～

解放新聞 2512号（解放新聞社刊，2011.3.28）：80円

解放の文学 59 「愛のかたち」の末路 有島武郎『或る

女』 音谷健郎

解放新聞 2513号（解放新聞社刊，2011.4.4）：120円

山口公博が読む今月の本

『海炭市叙景』（佐藤泰志著）／『日本の解放区を旅す

る』（鎌田慧著）／『仏教入門』（松尾剛次著）

ぶらくを読む 59 藤木戦国史論が明らかにした中世像と

被差別民の位置 湧水野亮輔

解放新聞 2514号（解放新聞社刊，2011.4.11）：80円

福島第1原発で、いま、起きていること 小林圭二さん

解放新聞 2515号（解放新聞社刊，2011.4.18）：80円

今週の1冊 『江戸絵画の不都合な真実』（狩野博幸著）

解放新聞 2516号（解放新聞社刊，2011.4.25）：80円

解放の文学 60 「冬の時代」抵抗の流儀 黒岩比佐子

『パンとペン』 音谷健郎

解放新聞 2517号（解放新聞社刊，2011.5.2）：120円

今週の1冊 『戦争と日本人―テロリズムの子どもたちへ』

（加藤陽子，佐高信著）

ぶらくを読む 61 大逆事件100年が教えるもの えん罪・

誘導世論・閉じた村社会 1 湧水野亮輔

09年度インターネット差別書き込みモニタリング事業報

告 1 千葉県人権啓発センター

解放新聞 2518号（解放新聞社刊，2011.5.16）：80円

09年度インターネット差別書き込みモニタリング事業報

告 2 千葉県人権啓発センター

解放新聞 2519号（解放新聞社刊，2011.5.23）：80円

収集逐次刊行物目次 （2011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～


