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2011年度 部落史連続講座 PART2

第１回 11月18日（金） 下村文六は京の弾左衛門か

―はてな・はてなの下村家―

講師：辻 ミチ子さん
（元京都文化短期大学教授）

第２回 12月 2日（金） 京都の近代史における朝鮮人労働者

―山科地区を中心に―

講師：高野 昭雄さん
（高校教員）

第３回 12月16日（金） 覚書・近代京都と屠場―三都の比較史―

講師：吉村 智博さん
（大阪市立大学人権問題研究センター特別研究員）

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

時 間 午後６時30分～８時30分

場 所 京都府部落解放センター３階 第二会議室

参加費 無料～参加希望の方は前日までに電話・FAX・電子メールで連絡ください～



☆
は
じ
め
に

で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
う
超
能
力
は

数
あ
る
が
、
人
の
心
の
内
を
読
む
読
心

術
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
か
。
相
手
の

心
中
が
フ
ワ
フ
ワ
と
漫
画
の
よ
う
な
吹

き
出
し
で
現
れ
、
そ
れ
を
覗
き
見
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
意
の
ま
ま
に
事
を

運
ぶ
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
気
分
を
害

さ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
多
々
あ
り
そ
う

だ
が
、
特
に
言
葉
を
話
せ
な
い
赤
ち
ゃ

ん
や
動
物
な
ど
に
は
本
領
を
発
揮
し
、

そ
の
能
力
を
最
大
限
に
活
か
せ
そ
う
だ
。

た
だ
し
、
透
視
に
し
ろ
、
念
力
に
し

ろ
、
あ
ら
ゆ
る
超
能
力
は
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
て
こ
そ
役
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、

ひ
と
り
ほ
く
そ
笑
む
楽
し
み
も
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
。
読
心
術
も
、
狙
い
を
定

め
た
人
だ
け
で
は
な
く
、
視
界
に
入
る

全
て
の
人
の
腹
の
内
が
可
視
化
さ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
厄
介
な

代
物
に
成
り
下
が
る
。

推
理
小
説
や
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
で
人

気
の
作
家
・
東
野
圭
吾
の
作
品
に
、

『
怪
笑
小
説
』
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー

モ
ア
あ
ふ
れ
る
短
編
集
が
あ
り
、
そ
こ

に
「
鬱
積
電
車
」
と
い
う
作
品
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。

満
員
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
余
裕

の
な
い
混
み
具
合
の
電
車
内
で
の
ひ
と

コ
マ
。
電
車
に
乗
り
込
ん
だ
あ
る
研
究

所
に
勤
め
る
会
社
員
は
、
運
よ
く
座
る

こ
と
が
で
き
た
席
で
、
徹
夜
続
き
で
完

成
さ
せ
た
あ
る
サ
ン
プ
ル
が
入
っ
た
鞄

を
膝
の
上
に
載
せ
て
い
た
。
や
が
て
そ

の
男
は
電
車
の
振
動
に
誘
わ
れ
て
眠
っ

て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
間
に
電
車
内

で
は
居
合
わ
せ
た
乗
客
の
さ
ま
ざ
ま
な

心
の
叫
び
が
飛
び
交
う
。

一
瞬
の
す
き
を
突
か
れ
て
そ
の
男
に

席
を
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
（
ち
っ
た
あ

遠
慮
し
や
が
れ
。
だ
い
た
い
若
い
奴
は

立
っ
て
り
ゃ
い
い
ん
だ
）
と
毒
づ
き
な

が
ら
ゲ
ッ
プ
を
繰
り
返
す
ほ
ろ
酔
い
気

分
の
初
老
の
男
性
。
鼻
が
ひ
ん
曲
が
る

程
の
ニ
ン
ニ
ク
臭
の
ゲ
ッ
プ
を
繰
り
返

す
そ
の
オ
ヤ
ジ
の
息
が
顔
を
直
撃
し
、

（
て
め
え
に
は
常
識
っ
て
も
の
が
な
い

の
か
）
（
と
ん
で
も
な
い
大
馬
鹿
だ
。

死
ん
じ
ま
え
）
（
地
獄
に
落
ち
ろ
）
と

呪
い
の
言
葉
を
繰
り
返
す
女
性
。
ミ
ニ

ス
カ
ー
ト
の
中
を
覗
こ
う
と
し
て
い
る

視
線
に
気
づ
き
、
覗
か
れ
る
の
を
ガ
ー

ド
し
て
睨
み
つ
け
て
き
た
女
性
に
、

（
短
い
ス
カ
ー
ト
を
穿
く
よ
う
な
女
は

実
は
見
ら
れ
た
い
と
い
う
願
望
を
持
っ

て
い
る
ん
だ
。
露
出
狂
な
ん
だ
）
と
、

舌
打
ち
す
る
す
け
べ
え
お
や
じ
。
満
席

の
車
内
で
座
る
こ
と
が
で
き
ず
に
奇
声

を
発
す
る
子
ど
も
の
せ
い
で
、
頭
に
叩

き
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
の
報

告
書
の
内
容
が
全
然
頭
に
入
ら
ず
、

（
こ
の
ガ
キ
、
絞
め
殺
し
て
や
り
た
い
）

と
子
ど
も
を
睨
む
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
ニ

ン
ニ
ク
臭
の
オ
ヤ
ジ
か
ら
離
れ
ら
れ
た

と
思
っ
た
ら
（
今
度
は
ニ
コ
チ
ン
お
や

じ
だ
。
な
ん
だ
こ
の
も
の
す
ご
い
煙
草

の
臭
い
は
。
肺
が
ん
に
な
っ
て
死
ん
じ

ま
え
）
と
悪
態
を
つ
く
先
の
女
性
。

そ
れ
ぞ
れ
の
鬱
積
し
た
憤
懣
が
交
錯

す
る
な
か
、
電
車
内
に
は
、
眠
っ
て
い

る
研
究
所
の
男
の
鞄
か
ら
、
吸
い
込
む

と
言
い
た
い
こ
と
を
我
慢
で
き
な
く
な

る
自
白
ガ
ス
が
漏
れ
だ
し
て
い
た
。
そ

の
こ
と
に
男
が
気
付
い
た
の
は
、
目
的

の
駅
で
降
車
し
て
か
ら
だ
っ
た
。
そ
ろ

そ
ろ
ガ
ス
の
効
果
が
出
る
こ
ろ
だ
っ
た

が
、
（
知
ら
な
い
者
同
士
が
乗
り
合
わ

せ
て
い
る
電
車
内
だ
。
特
に
今
す
ぐ
い

い
た
い
こ
と
な
ん
て
）
と
、
の
ん
き
に

構
え
る
男
の
視
線
の
先
に
、
電
車
は
見

え
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
の
車
内

を
想
像
す
る
と
ゾ
ッ
と
す
る
。
不
満
や

殺
意
が
渦
巻
く
こ
ん
な
場
面
に
出
く
わ

し
た
な
ら
、
読
心
能
力
が
発
動
し
て
し

ま
わ
な
い
よ
う
に
願
う
ば
か
り
だ
。

こ
の
よ
う
に
心
で
叫
ん
だ
経
験
を
誰

し
も
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
理
性
が
働
か
な
い
人
の
腹
の
内
は
、

殺
人
未
遂
に
名
誉
棄
損
、
セ
ク
ハ
ラ
に

軽
犯
罪
法
違
反
な
ど
犯
罪
だ
ら
け
で
、

頭
を
よ
ぎ
っ
た
こ
れ
ら
の
悪
心
や
邪
念

が
罪
と
し
て
裁
か
れ
る
と
な
る
と
、
世

の
中
は
犯
罪
者
で
充
ち
溢
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
一
八
八
〇
年
に
公
布
さ
れ

た
刑
法
に
は
、
「
天
皇
・
太
皇
太
后
・

皇
太
后
・
皇
后
・
皇
太
子
又
は
皇
太
孫

に
対
し
危
害
を
加
え
又
は
加
え
ん
と
し

た
る
者
は
死
刑
に
処
す
」
と
、
犯
行
に

及
ば
ず
と
も
計
画
し
た
だ
け
で
重
犯
罪

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
大
逆
罪
が
規
定

さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
四
つ
の
事
件
に

適
用
さ
れ
た
。

☆
「
大
逆
の
僧
」
？

大
逆
罪
が
適
用
さ
れ
た
の
は
次
の
四

つ
の
事
件
で
あ
る
。

朝
鮮
人
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
朴
烈
と
そ
の

妻
金
子
文
子
が
、
一
九
二
三
年
に
皇
太

子
暗
殺
を
計
画
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、

死
刑
判
決
を
受
け
た
朴
烈
事
件
。
一
九

二
三
年
十
二
月
、
難
波
大
助
が
摂
政
裕

仁
を
狙
撃
し
た
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
虎

ノ
門
事
件
。
一
九
三
二
年
一
月
、
李
奉

昌
が
昭
和
天
皇
の
行
列
に
爆
弾
を
投
げ

つ
け
た
桜
田
門
事
件
。
そ
し
て
、
一
九

一
〇
年
五
月
に
起
こ
っ
た
宮
下
太
吉
の
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本
の
紹
介

大
東

仁
著
『
大
逆
の
僧

髙
木
顕
明
の
真
実

真
宗
僧
侶
と
大
逆
事
件
』

駒
井

忠
之

（
水
平
社
博
物
館
）



爆
裂
弾
事
件
を
端
緒
に
、
幸
徳
秋
水
ら

全
国
の
社
会
主
義
者
が
冤
罪
で
検
挙
さ

れ
、
二
六
人
が
起
訴
さ
れ
た
幸
徳
事
件

で
あ
る
。
大
逆
事
件
と
い
え
ば
通
常
一

九
一
〇
年
の
幸
徳
事
件
を
指
し
、
こ
の

事
件
に
連
座
し
、
起
訴
さ
れ
た
ひ
と
り

が
浄
泉
寺
住
職
・
髙
木
顕
明
で
あ
る
。

髙
木
顕
明
と
い
え
ば
、
何
を
連
想
し
、

ど
の
よ
う
な
人
物
像
を
描
く
だ
ろ
う
か
。

部
落
の
檀
家
を
多
数
持
つ
和
歌
山
県
新

宮
市
に
あ
る
浄
泉
寺
の
住
職
で
、
大
逆

事
件
に
よ
っ
て
死
刑
判
決
を
受
け
た
後
、

恩
赦
で
無
期
懲
役
と
な
っ
た
が
、
監
獄

で
縊
死
し
た
僧
侶
。
浅
識
な
私
に
は
そ

の
程
度
の
知
識
し
か
な
く
、
そ
の
わ
ず

か
、
と
い
う
の
も
憚
ら
れ
る
よ
う
な
知

識
か
ら
想
像
さ
れ
る
人
物
像
は
、
差
別

に
苦
し
ん
で
い
た
部
落
の
人
た
ち
に
も

理
解
が
あ
り
、
そ
の
平
等
や
平
和
の
信

念
や
精
神
を
貫
い
た
僧
侶
だ
っ
た
ん
だ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
だ
。

そ
ん
な
こ
と
を
ぼ
ん
や
り
考
え
な
が

ら
、
本
を
手
に
取
っ
た
。
『
大
逆
の
僧

髙
木
顕
明
の
真
実

真
宗
僧
侶
と
大

逆
事
件
』
。
確
認
し
た
そ
の
タ
イ
ト
ル

が
ま
ず
目
を
惹
き
、
（
大
逆
の
僧
？
）
、

と
思
わ
ず
ひ
と
り
ご
ち
た
。

真
宗
大
谷
派
は
、
大
逆
事
件
に
よ
り

髙
木
顕
明
が
拘
束
さ
れ
る
と
、
浄
泉
寺

の
住
職
だ
っ
た
顕
明
を
免
職
に
し
、
さ

ら
に
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
同
日
に
は
、

真
宗
大
谷
派
の
処
分
と
し
て
は
最
も
重

い
「
擯
斥
」
（
永
久
追
放
）
と
し
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
顕
明
は
国
家
に
よ
り

濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
た
上
に
、
そ
の
心

の
拠
り
所
と
し
て
い
た
親
鸞
を
宗
祖
と

す
る
真
宗
大
谷
派
か
ら
も
見
放
さ
れ
、

長
ら
く
罪
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
、
事
件
の
真

相
が
解
明
さ
れ
る
に
つ
れ
国
家
の
捏
造

が
明
ら
か
に
な
る
と
、
一
九
九
六
年
四

月
、
八
十
年
以
上
と
い
う
長
い
歳
月
を

要
し
た
が
、
真
宗
大
谷
派
は
そ
の
罪
責

を
慙
愧
し
、
顕
明
や
そ
の
家
族
、
門
徒

に
謝
罪
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
顕
明

の
住
職
免
職
及
び
擯
斥
処
分
を
取
り
消

し
た
。
そ
の
後
真
宗
大
谷
派
は
、
顕
明

の
事
績
を
顕
彰
し
、
名
誉
の
回
復
に
つ

と
め
て
い
る
。

著
者
も
真
宗
大
谷
派
で
得
度
し
た
僧

侶
で
あ
る
。

（
大
逆
の
僧
？
）

真
宗
大
谷
派
に
は
竹
中
彰
元
と
い
う

人
物
が
い
る
。
日
中
戦
争
の
さ
な
か
に

「
戦
争
は
最
大
の
罪
悪
で
あ
る
」
と
語

り
、
人
間
が
人
間
の
い
の
ち
を
奪
う
戦

争
に
強
く
反
対
し
、
日
本
が
推
し
進
め

た
日
中
戦
争
を
「
侵
略
の
よ
う
に
考
え

る
」
と
述
べ
た
た
め
、
陸
軍
刑
法
に
よ

り
有
罪
判
決
を
受
け
た
が
、
そ
の
志
願

を
ま
げ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。
殺
生

を
最
大
の
罪
と
す
る
仏
教
の
信
念
を
貫

き
、
そ
の
最
た
る
戦
争
に
反
対
を
唱
え

た
彰
元
に
対
し
、
真
宗
大
谷
派
は
国
家

の
有
罪
処
分
に
準
じ
、
彰
元
の
布
教
使

資
格
を
剥
奪
し
た
。
彰
元
の
復
権
顕
彰

大
会
が
開
催
さ
れ
た
の
は
七
十
年
後
の

二
〇
〇
七
年
十
月
だ
っ
た
。
真
宗
大
谷

派
は
処
分
の
過
ち
と
そ
の
取
り
消
し
を

表
明
し
、
謝
罪
し
た
。
こ
の
竹
中
彰
元

を
取
り
上
げ
た
著
者
の
作
品
タ
イ
ト
ル

は
『
戦
争
は
罪
悪
で
あ
る
―
反
戦
僧
侶
・

竹
中
彰
元
の
叛
骨
』
だ
。

竹
中
彰
元
は
「
反
戦
僧
侶
」
。

髙
木
顕
明
は
？

こ
こ
で
「
大
逆
」
の
意
味
を
確
認
す

る
た
め
『
広
辞
苑
』
を
開
く
。
す
る
と

「
人
倫
に
そ
む
く
悪
逆
の
お
こ
な
い
。

君
や
父
を
殺
す
類
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
な
ぜ
親
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
「
父
」

と
限
定
的
な
の
か
。
や
る
せ
な
い
衝
動

に
駆
ら
れ
つ
つ
も
横
道
に
そ
れ
て
し
ま

い
そ
う
な
の
で
、
こ
こ
は
こ
み
上
げ
る

感
情
を
押
し
殺
し
、
目
を
瞑
る
こ
と
と

す
る
。

や
は
り
と
い
う
か
当
然
の
よ
う
に

「
大
逆
」
に
は
、
大
罪
と
い
う
悪
い
意

味
し
か
な
い
。
確
か
に
髙
木
顕
明
は
大

逆
罪
で
検
挙
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
無
実

の
罪
に
問
わ
れ
た
だ
け
だ
。
で
は
、
著

者
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
顕
明
が
犯
し

た
「
大
逆
」
と
は
何
か
。
謎
は
深
ま
る

ば
か
り
だ
。

（
大
逆
の
僧
…
大
逆
の
…
…
）

と
、
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で

ふ
と
我
に
返
っ
た
。
ま
だ
何
も
し
て
い

な
い
。
本
を
手
に
し
て
タ
イ
ト
ル
を
眺

め
、
著
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
を
確
認
し
た

だ
け
だ
。
ま
だ
一
ペ
ー
ジ
も
め
く
っ
て

い
な
い
。
だ
と
い
う
の
に
、
想
像
力
を

掻
き
立
て
ら
れ
、
探
究
心
を
く
す
ぐ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
気
付
い
た
。
ま
ん

ま
と
作
者
の
術
中
に
は
ま
り
、
も
う
す

で
に
手
玉
に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
。

☆
浮
き
彫
り
に
な
る
髙
木
顕
明
の
真
実

さ
て
、
「
大
逆
の
僧
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
に
、
不
思
議
な
感
覚
と
、
し
て
や

ら
れ
た
と
い
う
思
い
を
持
ち
つ
つ
、
ま

た
、
謎
を
解
く
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま

せ
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

読
み
進
め
る
な
か
で
最
も
興
味
を
引
か

れ
た
の
は
、
髙
木
顕
明
と
い
う
人
物
を
、

著
者
が
あ
り
の
ま
ま
に
描
き
出
し
て
い

た
こ
と
だ
っ
た
。
著
者
の
そ
の
表
現
を

抜
き
出
し
て
み
る
。

○
「
京
都
の
聴
衆
に
こ
び
る
た
め
の
発

言
」
（
三
二
頁
）

○
「
彼
の
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
る
も
の

だ
っ
た
」
（
三
五
頁
）

○
「
こ
れ
は
顕
明
の
思
い
上
が
り
（
中
略
）

顕
明
の
「
え
え
か
っ
こ
し
い
」
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
」
（
四
五
頁
）

○
「
流
行
に
飛
び
つ
く
顕
明
の
性
格
」

（
一
〇
〇
頁
）

○
「
顕
明
は
「
名
聞
」
（
名
声
を
求
め
る

こ
と
）
に
惑
わ
さ
れ
て
い
た
人
物
」
（
一

〇
五
頁
）

○
「
自
分
を
立
派
に
見
せ
た
い
と
い
う

顕
明
の
性
格
」
（
一
〇
九
頁
）

○
「
顕
明
と
い
う
人
は
、
悲
し
い
く
ら

い
「
お
人
よ
し
」
だ
っ
た
」
（
一
一
二
頁
）

○
「
顕
明
は
自
分
の
単
純
さ
に
気
づ
い

た
」
（
一
二
五
頁
）

○
「
田
辺
の
証
人
尋
問
で
震
え
上
が
っ
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て
い
た
顕
明
」
（
一
六
二
頁
）

○
「
あ
る
意
味
、
そ
れ
ま
で
仲
間
を
売
っ

て
い
た
か
の
よ
う
な
顕
明
」
（
一
六
三
頁
）

ま
た
、
顕
明
は
俳
句
を
た
し
な
ん
で

い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
作
品
の

中
で
最
も
有
名
な
「
大
道
や
エ
ヘ
ン
と

言
へ
ば
五
六
間
」
と
い
う
顕
明
の
句
に

つ
い
て
、
著
者
は
「
意
味
を
聞
い
て
も

何
の
こ
と
や
ら
」
「
ざ
れ
歌
が
一
番
有

名
な
も
の
と
な
っ
た
」
（
五
三
頁
）
と
、

そ
の
セ
ン
ス
に
あ
き
れ
顔
だ
。

筆
者
の
歯
に
衣
着
せ
ぬ
描
写
が
な
ん

と
も
実
に
面
白
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
し

て
見
え
て
く
る
髙
木
顕
明
と
い
う
人
間

は
、
流
行
り
に
流
さ
れ
る
見
栄
っ
張
り

の
単
細
胞
で
、
お
ひ
と
よ
し
で
び
び
り

の
裏
切
り
も
ん
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

こ
れ
ま
で
大
逆
事
件
に
関
連
し
て
イ

メ
ー
ジ
し
て
き
た
髙
木
顕
明
の
風
格
な

ど
欠
片
も
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
情
け
な
く
軽
薄
と
も
思
え
る
男
が
フ

ワ
フ
ワ
と
頭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
ど
う
だ
ろ
う
。
な
に
か
不
思

議
な
感
覚
を
覚
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
会
っ
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な

く
、
モ
ノ
ク
ロ
写
真
で
し
か
拝
見
し
た

こ
と
の
な
い
顕
明
が
、
そ
の
顔
に
生
気

を
宿
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
感
じ

が
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
遠
く

の
存
在
に
感
じ
て
い
た
顕
明
を
、
近
く

に
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
は
ず

だ
。
な
ん
と
も
憎
め
な
い
、
人
間
味
に

あ
ふ
れ
る
性
格
だ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ

て
く
る
。

た
だ
、
漫
画
『
ワ
ン
ピ
ー
ス
』
の
愛

読
者
と
し
て
は
、
仲
間
を
売
る
な
ど
と

い
う
裏
切
り
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
、
許

容
で
き
な
い
け
し
か
ら
ん
行
為
だ
が
、

大
逆
事
件
に
関
連
す
る
証
人
尋
問
で
の

そ
の
保
身
は
、
「
そ
れ
ま
で
」
と
い
う

表
現
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
顕
明

の
心
境
の
変
化
と
と
も
に
克
服
さ
れ
て

い
く
。

☆
浄
土
真
宗
の
僧
侶

「
大
逆
の
僧
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に

首
を
か
し
げ
て
い
た
が
、
そ
の
真
意
を

探
る
手
が
か
り
は
「
は
じ
め
に
」
で
す

で
に
記
さ
れ
て
い
た
。
著
者
は
髙
木
顕

明
の
人
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
大
日
本
帝
国
国
民
で
あ
る
彼
は
、

国
の
教
え
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
し
た
。
真
宗
大
谷
派
の
僧

侶
で
あ
る
顕
明
。
彼
は
大
谷
派
と
い

う
組
織
の
教
え
に
も
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
彼

は
、
ど
ち
ら
の
教
え
も
無
視
し
た
の

で
す
。
国
の
教
え
で
も
な
く
、
大
谷

派
の
教
え
で
も
な
い
。
浄
土
真
宗
と

い
う
仏
さ
ま
の
教
え
に
従
お
う
と
し

た
人
で
し
た
」

こ
の
顕
明
の
生
き
方
は
、
国
や
組
織
や

世
間
の
教
え
に
従
う
こ
と
で
安
定
し
た

生
活
を
送
っ
て
い
る
現
在
の
著
者
を
悩

ま
せ
る
も
の
だ
と
い
う
。
著
者
に
限
ら

ず
誰
も
が
自
分
の
理
想
と
規
定
さ
れ
た

枠
組
み
の
な
か
で
葛
藤
を
か
か
え
な
が

ら
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
や
誘
惑
を
は
ね
退

け
た
り
、
と
き
に
は
そ
れ
ら
に
負
け
て

し
ま
っ
た
り
、
ま
た
妥
協
し
た
り
を
繰

り
返
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、

意
識
的
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
安
定

し
た
生
き
方
を
求
め
る
人
は
少
な
く
な

く
、
い
つ
の
間
に
か
現
実
に
流
さ
れ
て

そ
の
枠
に
納
ま
っ
て
し
ま
い
、
気
が
つ

く
と
理
想
は
遥
か
彼
方
、
と
い
う
ケ
ー

ス
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

人
間
は
弱
い
生
き
物
だ
。
手
が
届
か
な

く
な
っ
た
理
想
の
追
求
を
あ
き
ら
め
、

現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
手
に
し
て

し
ま
っ
た
安
住
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
手
離
し
難
い
。
さ
ら
に
理
想
の

放
棄
は
、
自
責
の
念
や
葛
藤
か
ら
の
解

放
、
つ
ま
り
安
息
を
も
た
ら
す
。
現
実

と
い
う
世
界
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
甘
い

罠
に
落
ち
ず
に
、
理
想
を
獲
得
す
る
の

は
非
常
に
難
し
い
。

著
者
が
「
私
も
少
し
だ
け
浄
土
真
宗
の

僧
侶
を
気
取
っ
て
、
こ
の
本
を
書
き
進

め
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
い

う
よ
う
に
、
「
浄
土
真
宗
の
僧
侶
」
に

な
る
の
も
、
得
度
す
れ
ば
よ
い
と
い
う

レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
至
難
の
よ

う
だ
。
で
は
、
著
者
を
悩
ま
せ
る
、

「
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
さ
ま
の
教
え
に

従
お
う
と
し
た
」
髙
木
顕
明
の
生
き
方

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

出
生
地
の
愛
知
県
か
ら
和
歌
山
県
の
新

宮
に
移
る
ま
で
、
顕
明
は
、
仏
教
が
国

体
＝
天
皇
制
に
忠
実
な
も
の
と
主
張
す

る
天
皇
観
・
国
家
観
を
も
ち
、
ま
た
、

「
穢
多
の
子
日
蓮
が
教
祖
と
し
て
弘
通

し
た
る
日
蓮
宗
を
以
て
非
佛
教
て
あ
る

と
申
す
」
（
三
二
頁
）
と
、
日
蓮
の
思
想

で
は
な
く
そ
の
出
生
を
非
難
す
る
な
ど

明
ら
か
に
強
い
差
別
意
識
を
持
っ
て
い

た
。
つ
ま
り
顕
明
は
、
教
義
を
曲
解
し

て
戦
争
を
愛
国
者
の
正
義
と
肯
定
し
、

部
落
差
別
を
容
認
す
る
こ
の
時
代
の

「
大
谷
派
の
僧
侶
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

顕
明
が
「
大
谷
派
の
僧
侶
」
か
ら
脱
却

す
る
き
っ
か
け
を
あ
た
え
た
の
は
、
新

宮
の
部
落
の
門
徒
だ
っ
た
。

新
宮
浄
泉
寺
に
移
り
住
ん
で
間
も
な

い
こ
ろ
、
部
落
の
檀
家
か
ら
出
さ
れ
た

ご
飯
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
な

が
ら
な
ん
と
か
飲
み
込
ん
だ
が
、
味
噌

汁
は
飲
み
込
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
す

で
に
顕
明
は
自
身
の
差
別
心
に
気
付
い

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
部
落
の

門
徒
と
直
接
交
流
を
も
つ
こ
と
で
、
そ

れ
が
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
顕
明
は
、
部
落
民
と
の
触
れ
合
い

と
懺
悔
を
繰
り
返
す
中
で
そ
れ
を
解
消

さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
一
九
〇
四
年
に

勃
発
し
た
日
露
戦
争
に
、
真
宗
大
谷
派

は
積
極
的
に
協
力
し
、
新
宮
の
住
職
た

ち
は
敵
国
降
伏
の
祈
祷
や
忠
魂
碑
建
設

を
計
画
す
る
が
、
顕
明
は
そ
れ
ら
に
反

対
し
、
孤
立
し
て
い
く
。

差
別
心
を
克
服
し
よ
う
と
精
進
し
、

仏
教
の
「
怨
親
平
等
」
に
基
づ
き
戦
争

に
反
対
す
る
顕
明
に
、
真
宗
大
谷
派
の
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僧
侶
の
姿
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、

宗
祖
で
あ
る
親
鸞
の
「
絶
対
の
平
等
」

の
教
え
を
信
仰
す
る
浄
土
真
宗
の
顕
明

の
姿
だ
っ
た
。
そ
し
て
顕
明
は
自
身
の

信
念
を
貫
き
、
真
宗
大
谷
派
の
最
高
法

規
に
違
反
す
る
の
を
覚
悟
の
上
で
、
敬

慕
す
る
親
鸞
の
言
葉
を
巧
み
に
ね
じ
曲

げ
て
積
極
的
に
戦
争
協
力
を
す
す
め
る

真
宗
大
谷
派
の
法
主
を
痛
烈
に
批
判
す

る
『
余
カ
社
会
主
義
』
を
し
た
た
め
た
。

宗
派
の
教
義
が
釈
迦
尊
の
教
義
か
ら

逸
脱
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏

教
で
は
な
い
。
法
主
へ
の
反
逆
は
、
顕

明
の
信
心
と
宗
教
的
信
念
、
つ
ま
り
、

浄
土
真
宗
の
真
の
教
義
で
あ
る
平
和
と

平
等
の
思
想
に
基
づ
き
、
そ
の
正
当
性

を
訴
え
、
真
宗
大
谷
派
を
粛
正
す
る
、

ま
さ
に
確
信
犯
だ
っ
た
。

☆
お
わ
り
に

信
心
を
も
ち
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

唱
え
る
だ
け
で
救
わ
れ
る
と
い
う
、
親

鸞
の
師
で
あ
る
法
然
が
説
い
た
専
修
念

仏
が
急
速
に
民
衆
に
広
ま
る
と
、
そ
の

布
教
の
勢
い
に
危
機
感
を
持
っ
た
比
叡

山
や
旧
仏
教
の
僧
侶
た
ち
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
理
由
を
つ
け
て
朝
廷
に
訴
え
、
法

然
一
派
を
弾
圧
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の

訴
え
を
認
め
た
朝
廷
は
、
僧
侶
を
罰
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
法
然

た
ち
を
還
俗
さ
せ
て
俗
名
を
あ
た
え
た

上
で
、
法
然
・
親
鸞
を
含
め
た
八
人
を

流
罪
と
し
た
。

し
か
し
、
越
後
に
配
流
さ
れ
た
親
鸞

は
そ
の
名
を
受
け
入
れ
ず
、
そ
の
後
僧

侶
で
も
俗
人
で
も
な
い
と
宣
言
し
、
破

戒
僧
の
異
名
と
さ
れ
た
「
禿
」
を
用
い

て
自
身
を
「
愚
禿
親
鸞
」
と
名
乗
っ
た
。

こ
の
名
は
、
朝
廷
や
旧
仏
教
に
対
す
る

親
鸞
の
怒
り
の
表
現
だ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
る
。

宗
祖
で
あ
る
親
鸞
を
敬
愛
し
、
そ
の

教
え
を
理
念
と
し
て
い
た
髙
木
顕
明
。

浄
土
真
宗
の
教
義
だ
け
で
は
な
く
、
親

鸞
の
こ
う
し
た
生
き
方
が
、
顕
明
の
信

念
の
「
大
逆
」
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

忘
れ
か
け
そ
う
だ
っ
た
が
、
本
書
は
、

「
は
じ
め
に

大
逆
事
件
の
真
宗
僧
侶
」
、

「
第
一
章

名
古
屋
時
代
の
顕
明
」
、

「
第
二
章

浄
泉
寺
門
徒
と
社
会
主
義

者
と
の
出
会
い
」
、
「
第
三
章

顕
明

と
大
逆
事
件
」
、
「
資
料
編
」
、
「
お

わ
り
に
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

容
易
に
察
し
が
つ
く
こ
と
な
の
だ
が
、

一
人
の
人
間
の
人
生
は
、
そ
ん
な
に
単

純
で
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
で
は
な
く
、
そ

こ
に
は
、
人
と
の
出
会
い
や
別
れ
が
あ

り
、
ま
た
成
功
や
挫
折
が
あ
り
、
苦
悩

や
葛
藤
が
あ
り
、
転
機
が
あ
る
。
そ
う

し
た
紆
余
曲
折
を
経
て
人
格
は
形
成
さ

れ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
い

ま
さ
ら
な
が
ら
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

生
き
生
き
と
し
た
人
間
味
あ
ふ
れ
る
、

浄
土
真
宗
の
僧
・
髙
木
顕
明
と
出
会
え

る
一
冊
だ
。

（
風
媒
社
刊
、
二
〇
一
一
年
四
月
、
一
五
七
五
円
）

私
に
と
っ
て
シ
ェ
ル
ビ
ー
・
ス
テ
ィ
ー

ル
の
最
大
の
魅
力
は
前
著
『
黒
い
憂
鬱
』

も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
『
白

い
罪
』
に
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
於
け

る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
黒
人
の
当

事
者
と
し
て
、
遭
遇
し
た
数
多
く
の
体

験
と
向
き
合
い
自
ら
の
思
索
を
と
お
し

て
文
章
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
『
白
い
罪
』
に
も
、
少
年
期
（
黒

人
と
白
人
の
分
離
〈
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
〉
が

当
然
で
あ
っ
た
）
の
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
白
人
野
球

チ
ー
ム
で
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
目
ざ
し
た
と

き
の
挫
折
体
験
、
一
九
六
四
年
の
公
民

権
法
施
行
後
の
一
九
六
七
年
夏
、
コ
メ

デ
ィ
ア
ン
の
デ
ィ
ッ
ク
・
グ
レ
ゴ
リ
ー

の
「
意
識
を
高
め
よ
」
と
の
演
説
を
聞

い
た
体
験
、
翌
年
、
母
校
の
卒
業
式
数

週
間
前
、
リ
ベ
ラ
ル
な
白
人
大
学
総
長

に
対
す
る
「
要
求
項
目
」
を
携
え
、
黒

人
学
生
の
先
頭
に
立
っ
て
総
長
室
に
突

然
押
し
か
け
た
と
き
、
総
長
室
の
ビ
ロ
ー

ド
の
豪
華
な
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
タ
バ
コ
の

灰
を
落
と
し
て
も
平
然
と
対
応
で
き
た

体
験
等
が
語
ら
れ
て
い
る
。
前
著
に
掲

載
さ
れ
た
論
文
「
白
い
罪
」
に
も
指
摘

さ
れ
て
い
た
「
白
い
罪
悪
感
」
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
体
験
を
も
と
に
さ
ら
に

詳
し
く
四
部
構
成
で
論
究
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
論
は
「
第
１
部

白
い
罪
悪
感

の
物
語
」
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
こ

と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

ス
テ
ィ
ー
ル
は

デ
ィ
ッ
ク
・
グ
レ
ゴ
リ
ー
に
出
会
っ

た
と
き
に
は
、
公
民
権
運
動
の
目
標

は
、
法
の
下
で
の
平
等
と
い
う
単
純

な
要
求
か
ら
、
黒
人
の
向
上
に
対
す

る
責
任
を
、
黒
人
自
身
か
ら
白
人
へ
、

つ
ま
り
「
犠
牲
者
」
か
ら
「
加
害
者
」

へ
と
転
嫁
す
る
こ
と
に
変
化
し
て
い

た
。
こ
の
と
き
こ
そ
が
、
よ
り
よ
き

生
活
を
求
め
た
ア
メ
リ
カ
黒
人
た
ち

の
長
い
闘
争
の
な
か
で
深
淵
な
意
味

を
も
つ
―
―
わ
た
し
に
は
悲
劇
的
だ

と
思
え
る
―
―
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ

ン
ト
と
な
っ
た
。
（
七
九
、
八
〇
頁
）
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と
指
摘
す
る
。

シ
ェ
ル
ビ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ル
は
こ
の

『
白
い
罪
』
を
出
版
す
る
以
前
の
一
九

九
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
差

別
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
画
期
的
な

影
響
力
を
も
っ
た
前
述
の
書
『
黒
い
憂

鬱

90
年
代
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
人
種

関
係
』
（
一
九
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
原
書

名
『T

H
E
C
O
N
T
E
N
T
O
F
O
U
R
C
H
A
R
A
C
T
E
R

』

の
邦
訳
名
、
一
九
九
四
年
七
月
刊
行
、
五
月

書
房
）
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
著
書
は

全
米
雑
誌
賞
・
全
米
図
書
批
評
家
賞
を

ダ
ブ
ル
受
賞
し
た
。
こ
の
著
書
は
多
く

の
リ
ベ
ラ
ル
な
白
人
中
流
層
か
ら
拍
手

喝
さ
い
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
が
ら
も
、

黒
人
解
放
運
動
家
か
ら
は
手
ひ
ど
く
非

難
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

前
著
は
九
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
ひ
と
つ
に
「
白
い
罪
（W

h
i
t
e

G
u
i
l
t

）
」
と
題
さ
れ
た
同
名
の
書
き
下

ろ
し
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、ア

フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
は
、
黒
人
に
優
遇
措
置
を
提
供
し

て
い
る
が
、
（
中
略
）
職
業
訓
練
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
は
な
い
し
、
技
術
を
教
え

て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、

価
値
観
を
教
え
る
わ
け
で
も
な
い
。

た
だ
、
た
ん
に
肌
の
色
を
パ
ス
ポ
ー

ト
代
わ
り
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ

ら
に
、
人
種
的
優
遇
措
置
に
は
、
自

助
努
力
を
忘
れ
さ
せ
、
優
遇
措
置
に

依
存
さ
せ
る
と
い
う
最
大
の
弱
点
が

あ
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
黒
人
が

人
種
的
優
遇
措
置
が
な
い
と
、
公
平

さ
を
獲
得
で
き
な
い
と
信
じ
こ
む
よ

う
に
な
っ
た
。
黒
人
社
会
が
「
優
遇

措
置
イ
コ
ー
ル
平
等
」
と
い
う
ジ
ョ
ー

ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
小
説
じ
み
た
二

枚
舌
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由

が
こ
こ
に
あ
る
。
人
種
差
別
を
禁
止

す
る
法
律
が
優
遇
措
置
を
生
み
、
黒

人
の
無
力
感
を
助
長
し
、
逆
に
黒
人

の
自
尊
心
を
弱
め
た
の
で
あ
る
。
（
一

五
一
頁
）

と
の
手
厳
し
い
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
従

来
か
ら
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
き
た
優
遇
措
置
（
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
）
そ
の
も
の
が
も
た
ら
す
黒

人
に
と
っ
て
の
問
題
状
況
を
批
判
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
こ
の
批
判

は
長
年
差
別
待
遇
を
受
け
つ
づ
け
て
き

た
各
国
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
個
々
人

の
真
の
自
立
を
、
政
府
に
よ
る
対
策
事

業
（
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ

ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
や
日
本
に
お
け
る
同
和
対

策
事
業
特
別
措
置
法
等
々
）
が
促
す
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
の
か
と
の
疑
問
が
生

じ
始
め
て
い
た
時
期
・
状
況
へ
の
、
こ

れ
ま
で
自
明
の
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
き

た
「
加
害
者
＝
悪
・
被
害
者
＝
善
」
と

の
二
項
対
立
思
考
と
い
う
差
別
問
題
に

お
け
る
立
論
の
有
り
様
を
根
底
か
ら
問

い
か
え
す
問
題
提
起
で
も
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
加
害
者
・
被
害
者
と
い
う
客

観
的
事
実
に
基
づ
く
、
二
項
対
立
思
考

そ
れ
自
体
を
私
も
否
定
す
る
も
の
で
は

決
し
て
な
い
。
が
し
か
し
、
一
旦
、
こ

の
関
係
を
認
め
る
と
、
あ
た
か
も
無
限

責
任
が
生
じ
る
か
の
よ
う
に
、
加
害
者

が
被
害
者
の
前
に
一
方
的
に
拝
跪
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
状
況
へ
の
異
議
申
し
立

て
な
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
も
同
和
対
策
事
業

が
実
施
さ
れ
た
一
九
六
九
年
か
ら
十
八

年
後
の
一
九
八
七
年
に
藤
田
敬
一
に
よ
っ

て
『
同
和
は
こ
わ
い
考
』
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
藤
田
は
大
学
で
部
落
問
題
研

究
会
に
入
部
以
来
、
三
十
数
年
間
、
被

差
別
部
落
に
関
わ
り
つ
づ
け
、
部
落
解

放
同
盟
の
運
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し

て
き
た
。
そ
の
自
ら
の
実
践
を
踏
ま
え
、

そ
の
小
冊
子
で
次
の
よ
う
に
部
落
解
放

同
盟
の
運
動
へ
の
疑
問
、
諫
言
、
警
鐘

を
発
し
て
い
た
。

藤
田
は
部
落
解
放
同
盟
の
運
動
に
ゆ

が
み
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
、

「
差
別
を
め
ぐ
る
二
つ
の
テ
ー
ゼ
」
を

俎
上
に
載
せ
て
い
た
。

そ
の
第
一
は
「
あ
る
言
動
が
差
別

に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
痛
み

を
知
っ
て
い
る
被
差
別
者
に
し
か
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、

第
二
は
「
日
常
部
落
に
生
起
す
る
、

部
落
に
と
っ
て
、
部
落
民
に
と
っ
て

不
利
益
な
問
題
は
一
切
差
別
で
あ
る
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
前
者
は

「
資
格
」
の
、
後
者
は
「
基
準
」
の

問
題
と
い
え
る
。
こ
の
二
つ
の
テ
ー

ゼ
が
内
包
す
る
問
題
こ
そ
、
か
つ
て

「
部
落
第
一
主
義
」
「
部
落
排
外
主

義
」
と
し
て
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
決
着
を
み
な

い
ま
ま
、
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
き
た
。

差
別
・
被
差
別
関
係
総
体
、
「
両
側

か
ら
超
え
る
」
問
題
を
考
え
る
場
合
、

こ
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
の
検
討
は
避
け

て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
た

し
が
こ
の
十
余
年
「
部
落
民
で
な
い

者
に
な
に
が
わ
か
る
か
」
と
い
う
、

一
種
の
対
話
拒
否
、
断
絶
宣
言
に
こ

だ
わ
っ
て
き
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ

た
。
（
五
七
頁
）

と
こ
の
テ
ー
ゼ
が
も
た
ら
し
て
き
た
陥

穽
、
す
な
わ
ち
被
差
別
部
落
民
自
身
に

よ
る
「
立
場
の
絶
対
化
」
の
「
再
検
討
」

を
呼
び
か
け
て
い
た
。
さ
ら
に
、

差
別
は
人
間
の
尊
厳
を
犯
す
と
い

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
差
別
は
、

差
別
さ
れ
る
人
の
人
間
性
を
も
ゆ
が

め
る
と
も
い
え
ま
す
。
部
落
解
放
運

動
を
み
る
と
き
、
「
差
別
の
結
果
」

と
い
う
分
析
は
あ
っ
て
も
、
崩
壊
さ
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せ
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
感
性
を
、
ど

う
と
り
も
ど
す
か
が
、
ほ
と
ん
ど
語

ら
れ
な
い
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
か

と
、
私
は
、
い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
い

る
の
で
す
。
「
傲
慢
さ
を
許
し
て
い

る
の
が
、
差
別
だ
」
と
い
う
声
は
聞

き
ま
す
が
、
そ
の
傲
慢
さ
の
中
で
、

人
間
を
ダ
メ
に
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
て

い
る
こ
と
へ
の
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
る

こ
と
が
あ
ま
り
に
少
な
い
の
は
、
ど

う
し
て
で
し
ょ
う
。
（
九
四
頁
）

と
も
諫
言
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ス
テ
ィ
ー
ル
は
同
じ
黒
人
と
し
て
、
藤

田
は
非
部
落
出
身
者
と
し
て
果
敢
に
問

題
提
起
を
行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の

内
容
は
奇
し
く
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と

私
は
と
ら
え
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
二
項
対
立
思
考
が
当
然
視
さ
れ
て

い
た
当
時
、
加
害
者
側
と
さ
れ
る
藤
田

が
運
動
の
あ
り
か
た
に
問
題
提
起
を
す

る
な
ど
、
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
許
し

難
い
利
敵
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
私
は
藤
田
の
勇
気
を
真
摯
に

受
け
止
め
た
い
。
藤
田
の
眼
に
は
あ
え

て
問
題
提
起
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
部
落

差
別
問
題
を
め
ぐ
る
厳
し
い
状
況
が
、

部
落
解
放
同
盟
の
運
動
の
歪
み
や
陰
り

と
し
て
映
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
後
、
部
落
解
放
同
盟
幹

部
や
同
盟
員
ら
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
不
祥
事
（
二
〇
〇
六
年
に
明
ら
か
に
な
っ

た
）
は
藤
田
の
諫
言
や
警
鐘
を
利
敵
行
為

と
し
て
無
視
し
続
け
て
き
た
結
果
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。

『
黒
い
憂
鬱
』
の
解
説
で
石
川
好
は

ス
テ
ィ
ー
ル
の
意
図
を
端
的
に

そ
し
て
差
別
を
乗
り
越
え
る
の
は
、

差
別
し
て
い
る
側
の
同
情
や
罪
悪
感

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も

被
差
別
者
の
自
助
努
力
と
、
差
別
し

て
い
る
側
が
よ
り
多
く
の
機
会
を
提

供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る

べ
き
だ
と
説
く
、
ス
テ
ィ
ー
ル
こ
そ
、

「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
を
最
も
多
く
豊

か
に
信
じ
て
い
る
人
間
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
（
一
三
頁
）

と
指
摘
し
て
い
た
。＊

さ
て
、
『
白
い
罪
』
は
前
著
に
論
文

「
白
い
罪
」
を
発
表
し
て
か
ら
一
六
年

後
の
二
〇
〇
六
年
に
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
間
、
ス
テ
ィ
ー
ル
は
「
白
い
罪
」

で
問
題
提
起
し
た
内
容
を
さ
ら
に
検
討

し
研
鑽
を
加
え
、
副
題
「
公
民
権
運
動

は
な
ぜ
敗
北
し
た
か
」
（
原
文
「H

O
W
B
L
A

C
K
S
A
N
D
W
H
I
T
E
S
T
O
G
E
T
H
E
R
D
E
S
T
R
O
Y
E
D
T

HE
PROMISE

OF
THE
CIVIL

RIGHTS
ERA

」

か
ら
は
「
な
ぜ
敗
北
し
た
か
」
を
引
き
出
す

に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
）
と

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
結
論
を
引
き
だ

す
ま
で
に
到
達
し
た
。
論
文
「
白
い
罪
」

に
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
提
起

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か

を
紹
介
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
白
人
の
無
言

の
要
求
を
受
け
た
結
果
、
社
会
政
策

が
、
黒
人
の
向
上
と
発
展
を
目
ざ
す

困
難
な
作
業
で
は
な
く
、
黒
人
に
対

す
る
贖
罪
行
為
に
変
わ
っ
た
だ
け
の

話
で
あ
る
。
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
当

時
の
黒
人
社
会
は
、
優
遇
措
置
を
充

分
に
活
用
で
き
る
ほ
ど
発
展
し
て
い

な
か
っ
た
。
優
遇
措
置
の
背
後
に
は
、

贖
罪
行
為
を
求
め
る
白
人
の
声
が
あ

る
に
は
あ
っ
た
が
、
白
人
も
本
物
の

贖
罪
行
為
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

彼
ら
白
人
は
被
害
者
に
対
し
て
、
贖

罪
も
ど
き
の
行
為
を
与
え
る
優
先
措

置
政
策
を
打
ち
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
結
果
、
黒
人
社
会
は
、
特
別
優

遇
措
置
と
そ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る

白
人
の
罪
悪
感
に
依
存
し
た
。
（
一
三

九
頁
）

こ
の
依
存
癖
を
も
っ
と
も
顕
著
に

表
明
し
た
の
が
、
一
九
六
五
年
、
リ

ン
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
ハ

ワ
ー
ド
大
学
で
残
し
た
有
名
な
演
説

の
中
の
次
の
一
節
で
あ
る
。
「
諸
君
、

長
い
間
、
鎖
で
縛
ら
れ
て
き
た
人
々

を
解
放
し
、
い
き
な
り
競
争
の
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
に
立
た
せ
て
、
『
さ
て
、

自
由
に
競
争
し
た
ま
え
』
の
一
言
で

片
づ
け
、
そ
れ
が
公
平
さ
で
あ
る
と

信
じ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
の
言
葉
は
、

も
っ
と
も
道
理
が
通
っ
て
い
る
よ
う

に
聞
こ
え
る
。
だ
が
、
よ
く
よ
く
考

え
て
み
る
と
、
こ
の
言
葉
は
黒
人
の

責
任
で
は
な
く
、
白
人
の
責
任
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
一
五

〇
頁
）

現
在
、
必
要
な
も
の
。
そ
れ
は
、

新
し
い
実
用
主
義
で
あ
る
。
発
展
を

プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム

目
ざ
す
援
助
を
黒
人
に
与
え
る
こ
と

は
正
し
い
。
だ
が
、
同
時
に
、
肌
の

色
に
も
と
づ
く
特
別
優
遇
措
置
を
必

要
と
し
な
い
ア
メ
リ
カ
市
民
と
し
て
、

黒
人
を
認
定
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
（
中

略
）
黒
人
向
け
の
白
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
こ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
―

―
ア
メ
リ
カ
は
諸
君
を
傷
つ
け
た
。

こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
だ
が
、
優

遇
措
置
は
そ
の
傷
を
長
引
か
せ
る
に

す
ぎ
な
い
。
傷
を
乗
り
越
え
る
力
を

持
つ
の
は
発
展
だ
け
で
あ
る
。
（
一
五

三
頁
）

こ
れ
ら
の
指
摘
の
な
か
に
は
『
白
い

罪
』
で
検
討
さ
れ
論
述
さ
れ
る
内
容
の

ベ
ー
ス
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
。
ス

テ
ィ
ー
ル
が
「
白
い
罪
悪
感
」
の
存
在

を
感
じ
取
っ
た
の
は
、
先
に
指
摘
し
た
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大
学
総
長
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
一
九

六
八
年
、
二
一
歳
の
時
だ
っ
た
。
彼
は

道
徳
上
の
権
威
の
空
白
は
、
自
分

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

自
身
の
人
種
が
人
種
主
義
と
関
係
が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

あ
る
こ
と
を
た
だ
単
に
知
っ
て
い
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ
と
か
ら
生
じ
る
の
だ
。
白
人
（
そ
し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て
ア
メ
リ
カ
の
社
会
制
度
）
は
、
人
種

主
義
の
罪
を
贖
う
た
め
に
ま
ず
罪
の

存
在
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
い
っ
た
ん
罪
を
認
め
る
と
、

そ
の
次
に
は
人
種
、
平
等
、
貧
困
な

ど
が
関
係
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
一

切
の
道
徳
上
の
権
威
を
失
っ
て
し
ま

う
の
だ
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
足
場
が

脆
い
と
こ
ろ
へ
立
ち
入
っ
て
し
ま
う
。

彼
ら
が
失
っ
た
道
徳
上
の
権
威
は
、

歴
史
的
人
種
主
義
の
「
犠
牲
者
」
の

側
へ
移
譲
さ
れ
、
か
く
し
て
持
ち
主

を
代
え
た
権
威
が
巨
大
な
力
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

白
い
罪
悪
感
は
そ
の
ま
ま
文
字
ど
お

り
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ワ
ー
と
同
じ
も
の

な
の
だ
。
（
三
六
頁

傍
点
は
原
文
）

と
指
摘
す
る
。
一
方
で
、
ス
テ
ィ
ー
ル

は
キ
ン
グ
牧
師
た
ち
が
人
種
主
義
の
時

代
に
非
暴
力
で
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
一

九
六
四
年
に
勝
ち
取
っ
た
公
民
権
法
は

黒
人
に
自
由
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
て

い
た
。
た
だ
そ
の

自
由
と
は
個
人
に
よ
っ
て
の
み
獲

得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ

れ
わ
れ
黒
人
は
い
ま
や
自
由
に
な
っ

ヽ

ヽ

て
い
る
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
白
い

ヽ

ヽ

ヽ

罪
悪
感
は
、
黒
人
に
大
き
な
自
由
を

無
理
矢
理
与
え
て
い
る
の
だ
。
（
三
九

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

頁

傍
点
は
原
文
）

と
、
獲
得
し
た
自
由
を
真
っ
当
に
行
使

す
る
う
え
で
弊
害
と
な
っ
て
き
た
の
が

「
白
い
罪
悪
感
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

＊

ス
テ
ィ
ー
ル
は
前
著
『
黒
い
憂
鬱
』

で
、
公
民
権
法
が
施
行
さ
れ
、
黒
人
は

「
自
由
」
を
獲
得
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
に
依
存
し
、
厳
し
い
生
活
状
況
に
あ

る
責
任
を
加
害
者
で
あ
る
白
人
に
転
嫁

し
、
自
ら
の
努
力
（
自
己
責
任
を
担
う
）

を
棚
上
げ
に
し
て
き
た
点
を
強
調
し
て

い
た
。
つ
ま
り
、
黒
人
自
身
が
こ
れ
ま

で
持
ち
つ
づ
け
て
き
た
「
自
尊
心
（
矜
持
）

の
放
棄
」
に
つ
い
て
こ
だ
わ
っ
て
き
た

と
も
い
え
る
。
こ
の
課
題
を
さ
ら
に
追

究
し
た
『
白
い
罪
』
で
は
、
「
自
尊
心

（
矜
持
）
の
放
棄
」
を
促
し
た
要
因
と
し

て
、
「
白
い
罪
悪
感
」
が
そ
の
中
心
に

位
置
づ
け
ら
れ
さ
ら
に
深
く
検
討
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
に
引
用
す
る

文
章
か
ら
も
、
人
種
主
義
の
時
代
か
ら

負
わ
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
黒
人
自
身
の

課
題
が
「
白
い
罪
悪
感
」
に
寄
り
か
か

る
こ
と
に
よ
っ
て
不
問
に
さ
れ
て
き
た

状
況
が
う
か
が
え
る
。

白
い
罪
悪
感
の
時
代
の
到
来
、
そ

の
も
っ
と
も
強
烈
な
逆
説
は
、
人
種

主
義
に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
き
た
人
び

と
に
と
っ
て
人
種
主
義
が
有
益
な
も

の
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
中
略
）
だ
か
ら
こ
そ
キ
ン
グ
世
代
は
、

人
種
主
義
を
消
し
去
る
こ
と
こ
そ
が

平
等
な
社
会
を
生
み
だ
す
、
と
感
じ

て
い
た
の
だ
。
し
か
し
白
い
罪
悪
感

の
時
代
に
な
る
と
、
人
種
主
義
は
白

人
が
犯
し
た
罪
の
証
拠
と
な
り
、
そ

ヽ

ヽ

れ
ゆ
え
白
人
は
黒
人
に
対
し
て
負
い

目
が
あ
る
と
証
明
す
る
も
の
と
な
っ

た
。
キ
ン
グ
が
論
じ
た
の
は
、
白
人

は
道
徳
と
民
主
的
原
理
原
則
に
従
う

責
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
白
い
罪
悪
感
は
、
白
人
が
黒

人
と
い
う
人
間
の
集
団
に
従
う
責
務

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

が
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
。
（
四

九
、
五
〇
頁

傍
点
は
原
文
）

包
括
的
人
種
主
義
（
ス
テ
ィ
ー
ル
の

造
語
―
住
田
注
）
に
よ
っ
て
、
白
い
罪

悪
感
の
時
代
に
あ
る
特
徴
が
つ
け
く

わ
え
ら
れ
た
―
―
「
人
種
と
い
う
切

り
札
」
、
つ
ま
り
白
い
罪
悪
感
に
つ

け
込
ん
だ
恐
喝
で
あ
る
。
人
種
主
義

の
ス
テ
ィ
グ
マ
が
つ
け
ら
れ
る
と
事

業
は
甚
大
な
損
害
を
被
り
、
将
来
の

仕
事
は
台
無
し
に
な
る
。
そ
ん
な
恐

れ
に
屈
し
て
、
白
人
は
人
種
主
義
者

と
名
指
さ
れ
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
怯

え
、
包
括
的
人
種
主
義
の
存
在
を
証

明
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
五
六
、

五
七
頁
）

人
種
主
義
の
時
代
、
わ
た
し
は
個

人
と
し
て
の
自
由
を
欲
し
て
い
た
。

白
い
罪
悪
感
の
時
代
が
く
る
と
、
黒

人
と
し
て
の
パ
ワ
ー
を
欲
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
白
い
罪
悪
感
に
賭
け
た

ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
勝
つ
た
め
、
こ
の
新

た
な
黒
い
意
識
は
黒
人
に
大
き
な
過

ち
を
犯
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
―
―
ほ

か
で
も
な
い
白
い
負
い
目
を
刺
激
す

る
た
め
に
、
た
っ
た
い
ま
勝
ち
得
た

ば
か
り
の
自
由
を
棄
て
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
。
（
六
四
、
六
五
頁
）

少
な
く
と
も
人
種
主
義
の
時
代
に
活

躍
し
た
キ
ン
グ
牧
師
を
は
じ
め
と
す
る

黒
人
の
運
動
家
は
人
種
差
別
の
不
当
性

を
追
及
す
る
と
と
も
に
、
平
等
な
市
民

的
権
利
を
持
つ
黒
人
と
し
て
自
ら
を
律

す
る
こ
と
に
も
力
を
注
ぐ
こ
と
を
求
め

て
い
た
。
ス
テ
ィ
ー
ル
の
父
親
世
代
の

勤
勉
さ
や
生
活
改
善
へ
の
ひ
た
む
き
な

努
力
は
大
い
に
評
価
さ
れ
て
い
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
白
い
罪
悪

感
の
時
代
に
は
、
黒
人
の
勤
勉
や
努
力
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そ
れ
に
自
尊
心
は
背
後
に
押
し
や
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、

六
〇
年
代
の
人
種
関
係
の
改
革
か

ら
四
〇
年
が
経
ち
、
そ
れ
で
も
人
種

に
関
す
る
議
論
が
絶
え
な
い
今
日
に

あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領

が
、
自
分
自
身
の
生
活
の
向
上
の
た

め
に
相
応
の
責
任
を
黒
人
は
分
担
す

べ
き
だ
と
一
言
す
ら
発
し
な
い
の
は
、

ま
さ
に
絶
句
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
。

（
七
八
頁
）

の
ち
に
黒
人
初
の
大
統
領
に
な
っ
た

バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
で
す
ら
、
大
統
領
選

立
候
補
へ
の
礎
と
し
た
二
〇
〇
四
年
民

主
党
全
国
大
会
の
基
本
演
説
で
、
「
黒

人
自
身
が
自
ら
果
た
す
べ
き
責
任
」
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
ス

テ
ィ
ー
ル
は
失
望
す
る
。

こ
の
と
き
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
メ
リ

カ
は
ふ
た
つ
の
選
択
肢
と
対
峙
し
て

い
た
。
ひ
と
つ
は
公
民
権
運
動
が
勝

ち
得
た
自
由
を
し
っ
か
り
と
こ
の
手

に
つ
か
み
と
る
こ
と
。
教
養
を
身
に

つ
け
、
ス
キ
ル
を
磨
き
、
起
業
家
精

神
を
発
揮
し
、
そ
れ
で
も
変
わ
ら
ぬ

差
別
に
対
し
て
は
飽
く
こ
と
な
く
攻

撃
を
繰
り
返
し
て
向
上
し
て
い
く
道
。

も
う
ひ
と
つ
は
間
接
的
に
こ
れ
ら
の

こ
と
を
達
成
す
る
道
。
わ
れ
わ
れ
黒

人
を
再
生
さ
せ
る
責
任
を
白
人
に
過

度
な
ま
で
に
担
わ
せ
る
た
め
、
こ
れ

ま
で
わ
た
し
た
ち
を
不
当
に
扱
っ
て

き
た
社
会
に
対
し
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
く
わ
え
て
い
く
こ
と
。
六
〇
年
代

後
半
に
各
地
で
爆
発
的
に
拡
が
っ
た

黒
人
の
新
た
な
戦
闘
性
は
、
ブ
ラ
ッ

ク
・
ア
メ
リ
カ
が
後
者
の
選
択
肢
に

完
全
に
同
意
し
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ

た
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
次
の
四
〇

年
間
の
黒
人
向
上
の
た
め
の
戦
略
を

規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
八
〇
頁
）

し
た
が
っ
て
事
実
上
、
黒
い
戦
闘

性
と
白
い
罪
悪
感
と
は
同
じ
コ
イ
ン

の
表
裏
な
の
で
あ
る
。
（
八
一
頁
）

こ
の
黒
い
戦
闘
性
と
白
い
罪
悪
感
を

受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
民
権

運
動
で
獲
得
し
た
自
由
に
依
拠
し
な
が

ら
黒
人
た
ち
自
身
が
自
ら
を
磨
き
上
げ

る
道
は
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
黒
人
の
運
動
が
す
べ
て
白
い

罪
悪
感
に
か
ら
め
捕
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
ス
テ
ィ
ー
ル
は
そ
の
例
と

し
て
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
を
あ
げ
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

彼
（
マ
ル
コ
ム
Ｘ
―
住
田
注
）
が
求

め
て
い
た
の
は
自
助
努
力
に
基
づ
く

戦
闘
性
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
こ
の
思
潮
は
他
者
が
黒
人
の
た

め
と
称
し
て
為
す
こ
と
に
対
す
る
猜

疑
心
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
。
こ
の

流
れ
の
戦
闘
性
を
「
勤
勉
な
」
戦
闘

性
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
中
略
）
一
見
し
た
と
こ
ろ
醜
悪
に
思

え
る
分
離
主
義
を
掲
げ
て
い
よ
う
と

も
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
マ
ル
コ
ム

Ｘ
ら
の
主
張
は
、
人
間
性
の
発
展
と

国
家
の
建
設
を
通
じ
た
人
種
解
放
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
流

れ
の
戦
闘
性
を
ほ
ん
も
の
に
し
て
い

た
の
は
、
白
人
の
罪
悪
感
に
つ
け
こ

ん
だ
り
、
は
た
ま
た
依
存
し
た
り
す

る
こ
と
な
く
、
真
の
人
間
性
の
発
展

を
通
じ
て
抑
圧
さ
れ
た
人
び
と
に
尊

厳
を
と
り
も
ど
そ
う
と
す
る
、
偽
り

の
な
い
努
力
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

六
〇
年
代
に
新
た
に
出
現
し
て
き
た

黒
い
戦
闘
性
は
こ
の
対
極
に
立
つ
。

ゆ
え
に
そ
れ
は
「
白
い
罪
悪
感
依
存

型
の
戦
闘
性
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ

ろ
う
。
（
八
二
頁
）

ス
テ
ィ
ー
ル
は
黒
人
が
人
種
差
別
か

ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
課
題
が
あ
る
と
考
え
つ
づ

け
て
き
た
。
ま
さ
に
マ
ル
コ
ム
Ｘ
が
提

起
し
た
「
白
人
の
罪
悪
感
に
つ
け
こ
ん

だ
り
、
は
た
ま
た
依
存
し
た
り
す
る
こ

と
な
く
、
真
の
人
間
性
の
発
展
を
通
じ

て
抑
圧
さ
れ
た
人
び
と
に
尊
厳
を
と
り

も
ど
」
す
、
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

同
時
に
、
何
故
黒
人
は
「
真
の
人
間
性

の
発
展
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
か
と
問
う
。
そ
れ
は
人
種
主

義
時
代
を
通
じ
て
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た

事
実
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
黒

人
に
は
現
在
も
な
お
克
服
す
べ
き
、
発

展
す
べ
き
課
題
が
存
在
し
て
い
る
と
ス

テ
ィ
ー
ル
は
考
え
て
い
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

黒
い
戦
闘
性
も
白
い
罪
悪
感
も
、

抑
圧
が
黒
人
に
強
い
て
き
た
能
力
の

極
端
な
未
開
発
状
態
を
克
服
す
る
こ

と
に
つ
い
て
―
―
否
、
緩
和
す
る
こ

と
で
さ
え
も
―
―
説
明
責
任
を
負
お

う
と
し
た
こ
と
は
一
度
た
り
と
も
な

い
。
（
八
四
頁
）

と
捉
え
、
さ
ら
に

し
か
し
こ
の
二
つ
の
力
の
共
存
関

係
は
人
間
の
本
性
の
重
要
な
特
徴
を

見
過
ご
し
て
い
る
。
人
間
は
、
個
人

で
あ
れ
集
団
で
あ
れ
、
変
化
や
向
上

に
向
け
て
す
べ
て
の
責
任
を
担
う
こ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と
な
し
に
は
、
自
分
自
身
を
変
化
さ

せ
る
こ
と
も
、
向
上
さ
せ
る
こ
と
も

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
自
然

の
摂
理
な
の
だ
。
（
中
略
）
完
全
な
責

任
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
背
負
う
こ

と
な
し
に
、
他
者
が
援
助
し
て
く
れ

る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
頼
っ
た

ま
ま
で
利
益
を
得
た
集
団
も
存
在
し

て
い
な
い
。
（
八
五
頁

傍
点
は
原
文
）
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と
駄
目
を
押
す
。
ス
テ
ィ
ー
ル
に
と
っ

て
自
由
も
平
等
も
決
し
て
他
か
ら
与
え

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
長
い

間
抑
圧
さ
れ
て
き
た
黒
人
で
あ
っ
て
も

同
じ
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ル
は
こ
の
真

実
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
「
黒
い
戦
闘

性
や
白
い
罪
悪
感
」
に
依
拠
し
つ
づ
け

る
今
日
ま
で
の
運
動
路
線
は
大
き
な
壁

に
突
き
当
た
っ
て
お
り
、
公
民
権
法
以

後
、
四
十
年
を
経
過
し
た
ア
メ
リ
カ
社

会
に
お
い
て
黒
人
問
題
解
決
の
展
望
す

ら
明
ら
か
に
で
き
ず
、
い
た
ず
ら
に
停

滞
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

＊

最
後
に
、
副
題
「
公
民
権
運
動
は
な

ぜ
敗
北
し
た
か
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
副
題
の
英
語

原
文
か
ら
、
単
純
に
「
敗
北
」
云
々
を

引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
テ
ィ
ー

ル
は
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
（
特
別
優
遇
措
置
）
が
白
人
の
「
白
い

罪
悪
感
」
と
癒
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ほ
ん
ら
い
、
黒
人
自
身
が
負
わ
ね
ば
な

ら
な
い
課
題
、
「
真
の
人
間
性
の
発
展
」

を
獲
得
す
る
た
め
の
努
力
す
ら
不
問
に

す
る
な
ら
、
当
初
め
ざ
し
た
公
民
権
法

獲
得
の
目
標
の
達
成
は
お
ぼ
つ
か
な
い

と
の
結
論
に
達
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ル
が

言
う
よ
う
に
、
今
日
、
キ
ン
グ
が
め
ざ

し
た
公
民
権
運
動
が
、
黒
人
の
「
真
の

人
間
性
の
発
展
」
を
不
問
に
し
た
ま
ま
、

「
白
い
罪
悪
感
」
に
依
拠
し
つ
づ
け
る

な
ら
、
「
公
民
権
運
動
の
一
時
的
な
挫

折
・
頓
挫
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
ス
テ
ィ
ー
ル
の
論
述
に
ほ
と

ん
ど
共
感
し
な
が
ら
も
、
導
き
出
さ
れ

た
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

の
「
廃
棄
」
を
も
含
め
た
か
の
よ
う
な

結
論
に
は
同
意
し
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

ス
テ
ィ
ー
ル
は
公
民
権
法
の
獲
得
に
よ
っ

て
実
施
さ
れ
た
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
が
「
白
い
罪
悪
感
」
と
の

癒
着
や
相
乗
作
用
に
よ
っ
て
、
黒
人
の

自
立
を
阻
害
し
て
き
た
と
結
論
付
け
て

い
る
。
癒
着
そ
の
も
の
を
不
可
分
な
も

の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、

ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
不

可
分
な
も
の
な
ら
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ

ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
た
公
民

権
運
動
に
も
敗
北
で
は
な
く
、
弱
点
が

あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
ほ
ん
ら
い
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ

ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
「
白
い
罪
悪
感
」

と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
白
い
罪
悪
感
」
に
注
目
し
た
ス
テ
ィ
ー

ル
の
功
績
は
人
種
（
差
別
）
問
題
解
決
に

と
っ
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と

し
て
い
さ
さ
か
も
揺
る
ぐ
も
の
で
は
な

い
。
次
の
課
題
は
、
こ
の
「
白
い
罪
悪

感
」
を
抱
く
良
心
的
と
す
ら
い
え
る
白

人
た
ち
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し

て
「
白
い
罪
悪
感
」
か
ら
解
放
さ
れ
る

た
め
の
行
動
を
黒
人
と
と
も
に
作
り
上

げ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。確

か
に
、
為
政
者
が
行
う
「
特
別
優

遇
措
置
」
に
は
、
そ
の
受
給
者
の
「
真

の
人
間
性
の
発
展
」
を
目
ざ
す
と
さ
れ

な
が
ら
も
、
結
果
的
に
、
そ
の
措
置
に

寄
り
か
か
る
誘
惑
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が

で
き
ず
受
給
者
自
ら
を
貶
め
て
し
ま
う

危
険
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ

の
点
か
ら
ス
テ
ィ
ー
ル
は
「
特
別
優
遇

措
置
」
を
否
定
的
に
論
じ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
ス

テ
ィ
ー
ル
は
、
公
民
権
法
獲
得
の
意
味

を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、

「
特
別
優
遇
措
置
」
が
黒
人
の
自
立
に

有
効
な
役
割
を
果
た
し
た
時
期
か
ら
ス

テ
ィ
ー
ル
が
提
起
す
る
「
白
い
罪
悪
感
」

に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
黒
人
の
自
立
の
妨

げ
と
な
っ
て
い
く
時
期
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ス
テ
ィ
ー
ル
も

「
特
別
優
遇
措
置
」
そ
の
も
の
を
全
面

的
に
否
定
し
て
い
る
と
は
私
に
は
思
え

な
い
。
「
特
別
優
遇
措
置
」
自
体
に
含

ま
れ
る
弱
点
の
増
幅
を
避
け
る
た
め
に
、

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と

「
白
い
罪
悪
感
」
と
の
癒
着
を
阻
止
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
阻
止
に

は
黒
人
・
白
人
双
方
の
努
力
に
よ
る
共

同
の
営
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
「
白
い

罪
悪
感
」
は
こ
の
共
同
の
営
み
を
阻
止

し
て
き
た
要
因
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
双
方
に
よ
る
共
同
の
営
み
こ

そ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
特

別
優
遇
措
置
」
の
実
施
そ
れ
自
体
を
拒

否
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

間
の
「
特
別
優
遇
措
置
」
は
少
な
く
な

い
黒
人
に
「
選
択
の
自
由
」
を
大
幅
に

拡
大
し
た
こ
と
は
事
実
な
の
だ
か
ら
。

確
か
に
、
一
九
六
四
年
に
開
始
さ
れ

ほ
ぼ
半
世
紀
を
経
過
し
た
ア
フ
ァ
ー
マ

テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
に

「
制
度
疲
労
」
と
も
い
え
る
綻
び
、
弱

点
が
生
じ
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
。

と
す
る
な
ら
早
急
に
、
実
施
に
と
も
な

う
具
体
的
な
弊
害
や
課
題
に
つ
い
て
、

当
事
者
を
含
め
た
（
当
然
、
ス
テ
ィ
ー
ル

も
）
総
括
活
動
（
事
業
の
精
査
等
）
が
真

摯
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う

え
で
現
在
も
な
お
社
会
の
底
辺
に
追
い

や
ら
れ
、
自
立
す
る
気
力
す
ら
萎
え
て

し
ま
っ
た
数
多
く
の
黒
人
（
他
の
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
ー
も
含
め
）
へ
の
対
応
が
緊
急
に

求
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
新
た
な
装

い
を
も
つ
施
策
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。

（
藤
永
康
政
訳
、
径
書
房
刊
、
二
〇
一
一
年
四
月
、

二
五
〇
〇
円
）
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１

劇
場
で
一
般
公
開
さ
れ
る
日
本
映
画

で
、
障
害
者
問
題
や
在
日
外
国
人
問
題
、

エ
イ
ズ
問
題
な
ど
と
い
っ
た
差
別
問
題

を
テ
ー
マ
と
し
た
劇
映
画
や
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
い
と

は
い
え
な
い
が
、
部
落
問
題
を
テ
ー
マ

と
し
た
映
画
と
な
る
と
、
さ
ら
に
少
な

い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
数
と
し

て
は
少
な
い
が
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
映

画
と
同
様
、
部
落
問
題
を
扱
っ
た
映
画

に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
評
が
行

わ
れ
て
き
た
。
当
然
そ
こ
で
は
、
映
画

作
品
と
し
て
の
出
来
が
論
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
黒
川
み

ど
り
さ
ん
の
新
著
『
描
か
れ
た
被
差
別

部
落
』
は
、
部
落
問
題
を
扱
っ
た
映
画

を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
の
、
映
画
評

論
で
は
な
く
、
戦
後
部
落
問
題
研
究
の

一
手
法
と
し
て
映
画
を
分
析
し
た
と
い

う
点
で
、
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
書

で
あ
る
（
部
落
問
題
に
限
定
し
て
い
な
い
が
、

類
書
と
し
て
、
中
尾
健
次
さ
ん
の
『
映
画
で

学
ぶ
被
差
別
の
歴
史
』
解
放
出
版
社
、
二
〇

〇
六
年
が
あ
る
）
。

黒
川
さ
ん
は
、
戦
後
部
落
問
題
の
研

究
を
映
画
を
と
お
し
て
論
じ
る
意
義
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
部
落
差
別
は
、
社
会
の
構
成
員
が

つ
く
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
〝
他
者
〞

に
向
け
る
広
義
の
意
味
で
の
〝
眼
差
し

〞
に
も
深
く
由
来
す
る
問
題
で
あ
る
。

当
然
に
し
て
被
差
別
当
事
者
も
、
し
ば

し
ば
差
別
的
と
自
ら
に
映
る
そ
の
よ
う

な
眼
差
し
に
対
抗
し
て
、
自
ら
部
落
民

像
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
き
た
。
し

た
が
っ
て
部
落
差
別
は
、
多
分
に
そ
の

よ
う
な
他
者
像
と
自
画
像
の
衝
突
や
ズ

レ
と
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。

映
画
は
そ
れ
に
接
近
す
る
上
で
有
効
な

手
段
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
」
（
四
ペ
ー
ジ
）

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主

義
に
立
脚
し
た
部
落
問
題
研
究
は
、
下

部
構
造
に
の
み
着
目
し
、
上
部
構
造
で

あ
る
差
別
意
識
は
そ
の
反
映
に
す
ぎ
な

い
と
し
て
、
差
別
意
識
の
問
題
に
目
を

向
け
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
映
画
を
と

お
し
た
部
落
問
題
研
究
は
、
よ
り
直
截

に
差
別
意
識
に
切
り
込
む
こ
と
が
で
き

る
と
、
黒
川
さ
ん
は
い
う
。

本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
映
画
は
、

「
破
戒
」
（
監
督
＝
木
下
惠
介
・
一
九
四
八

年
／
監
督
＝
市
川
崑
・
一
九
六
二
年
）
、

「
人
間
み
な
兄
弟
―
部
落
差
別
の
記
録
」

（
監
督
＝
亀
井
文
夫
・
一
九
六
〇
年
）
、

「
橋
の
な
い
川
」
（
監
督
＝
今
井
正
・
一

九
六
九
、
七
〇
年
／
監
督
＝
東
陽
一
・
一
九

九
一
年
）
、
「
人
間
の
街
―
大
阪
・
被
差

別
部
落
」
（
監
督
＝
小
池
征
人
・
一
九
八
六

年
）
、
「
家
族
―
部
落
差
別
を
生
き
る
」

（
監
督
＝
小
池
征
人
・
一
九
八
八
年
）
、
以

上
の
八
本
で
あ
る
。
黒
川
さ
ん
は
、
こ

れ
ら
の
映
画
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
映
画
が
制
作
さ
れ
た
時
期

が
敗
戦
後
の
民
主
化
、
同
対
審
答
申
と

高
度
経
済
成
長
の
本
格
化
、
部
落
解
放

運
動
の
高
揚
、
被
差
別
部
落
（
以
下
、
部

落
と
い
う
）
の
生
活
実
態
の
変
化
な
ど
、

部
落
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
転

換
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
八
本
の
映
画
を
黒

川
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る

の
か
、
順
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

２

い
う
ま
で
も
な
く
、
映
画
「
破
戒
」

は
島
崎
藤
村
の
小
説
『
破
戒
』
を
映
画

化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
木
下
作
品
と

市
川
作
品
で
は
、
瀬
川
丑
松
の
同
僚
で

あ
り
、
親
友
で
も
あ
る
土
屋
銀
之
助
の

描
き
方
や
、
部
落
民
の
外
観
上
の
特
徴

に
つ
い
て
の
表
現
な
ど
に
違
い
が
み
ら

れ
、
藤
村
の
原
作
と
も
相
違
が
あ
る
と

い
う
。
小
説
『
破
戒
』
で
は
勤
務
先
の

小
学
校
で
孤
立
し
て
い
く
丑
松
に
対
し

て
力
に
な
ろ
う
と
す
る
銀
之
助
が
部
落

へ
の
偏
見
を
も
っ
て
お
り
、
丑
松
の
い

な
い
職
員
室
で
、
丑
松
は
部
落
民
で
な

い
か
と
い
う
噂
話
が
出
た
際
、
部
落
民

か
部
落
民
で
な
い
か
は
、
顔
付
き
で
わ

か
る
、
丑
松
の
よ
う
な
立
派
な
人
間
は

部
落
か
ら
は
出
よ
う
が
な
い
と
、
丑
松

を
擁
護
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ
う
し

た
銀
之
助
の
人
物
設
定
が
職
場
で
孤
立

し
、
誰
に
も
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
丑
松
の
苦
悩
を
強
調
す
る
効
果

を
高
め
て
い
る
。

し
か
し
、
木
下
作
品
で
は
銀
之
助
が

運
動
家
の
猪
子
蓮
太
郎
の
思
想
に
共
鳴

し
、
部
落
差
別
に
憤
る
人
物
と
し
て
描

か
れ
、
原
作
が
も
つ
緊
張
感
が
失
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
原
作
で
強
調
さ
れ
て

い
た
部
落
の
徴
表
は
否
定
さ
れ
、
部
落

の
「
異
種
」
性
は
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
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原
作
で
は
丑
松
が
部
落
民
で
は
な
い
か

と
疑
う
校
長
や
教
員
た
ち
が
部
落
民
の

外
観
上
の
特
徴
を
繰
り
返
し
言
い
立
て

る
が
、
そ
れ
が
当
時
の
部
落
差
別
の
厳

し
さ
を
強
調
す
る
効
果
と
な
っ
て
い
る
。

木
下
作
品
の
銀
之
助
の
描
き
方
や
「
異

種
」
性
の
後
退
は
、
敗
戦
に
よ
る
日
本

社
会
の
価
値
観
の
大
転
換
と
民
主
化
政

策
の
進
展
の
も
と
で
、
部
落
差
別
が
解

消
可
能
で
あ
る
と
い
う
展
望
を
も
ち
え

た
時
代
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
、
黒
川

さ
ん
は
み
る
。

こ
れ
に
対
し
、
市
川
作
品
で
は
銀
之

助
が
原
作
ど
お
り
に
描
か
れ
、
「
異
種
」

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
丑
松
の
苦
悩
は
よ
り
深
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
原
作
に

な
い
、
志
保
が
血
筋
な
ど
無
意
味
だ
と

い
い
、
猪
子
の
妻
が
「
差
別
は
間
違
っ

て
い
る
。
な
ぜ
、
間
違
っ
た
ほ
う
の
尺

に
合
わ
せ
て
生
活
す
る
の
で
す
？
」
と
、

丑
松
に
言
う
シ
ー
ン
を
入
れ
て
い
る
。

黒
川
さ
ん
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け

る
部
落
差
別
克
服
の
困
難
さ
を
認
識
さ

せ
、
丑
松
の
苦
悩
が
徹
底
的
に
追
究
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
原
作
が
書

か
れ
た
時
代
と
は
異
な
る
新
し
い
状
況

を
射
程
に
入
れ
た
市
川
作
品
を
高
く
評

価
す
る
。

３

「
人
間
み
な
兄
弟
」
は
、
一
九
六
〇

年
に
制
作
さ
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
で
、
大
き
く
変
化
す
る
前
の
部
落

の
様
子
を
克
明
に
記
録
し
た
も
の
で
あ

る
。
監
督
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

作
家
と
し
て
名
高
い
亀
井
文
夫
で
あ
る
。

黒
川
さ
ん
は
、
亀
井
が
徹
底
し
て
カ

メ
ラ
を
〝
外
〞
に
据
え
て
部
落
を
記
録

す
る
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
た
と
指
摘
す

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
落

が
か
か
え
て
い
る
問
題
の
深
刻
さ
を
訴

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
が
ま
す
ま
す
外
部
と
内
部
を
分

か
つ
境
界
を
明
瞭
に
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
映
画
で
は
、
不
良
住
宅
が
密
集

し
た
都
市
部
落
の
様
子
や
結
婚
差
別
・

就
職
差
別
の
具
体
的
事
例
、
不
安
定
就

労
の
実
態
、
部
落
の
工
場
で
働
く
長
欠

中
学
生
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
シ
ー
ン
は
、
部
落
問
題
の
深
刻
さ
と
、

そ
れ
に
対
す
る
対
策
の
必
要
性
を
観
る

者
に
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
部
落

外
と
の
格
差
の
大
き
さ
の
強
調
は
、
部

落
の
徴
表
を
際
立
た
せ
、
部
落
が
ま
す

ま
す
特
殊
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い

う
結
果
を
招
く
恐
れ
も
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
一
九
六
〇
年
当
時
は
日
本
全
体
で

貧
困
の
問
題
が
深
刻
で
あ
っ
た
た
め
、

当
該
時
期
の
運
動
が
と
も
す
る
と
部
落

が
「
特
殊
」
固
有
と
み
ら
れ
る
徴
表
に

つ
な
が
る
問
題
を
も
明
る
み
に
出
す
道

を
選
び
取
っ
た
と
、
黒
川
さ
ん
は
指
摘

す
る
。
こ
う
し
た
傾
向
に
沿
っ
て
制
作

さ
れ
た
「
人
間
み
な
兄
弟
」
で
描
か
れ

た
被
差
別
部
落
像
が
被
差
別
当
事
者
の

も
つ
イ
メ
ー
ジ
と
の
逸
脱
を
も
た
ら
し

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
逸
脱
の
一
因

と
し
て
、
カ
メ
ラ
を
〝
外
〞
に
据
え
た

亀
井
の
手
法
を
あ
げ
た
黒
川
さ
ん
の
指

摘
は
的
を
射
て
い
る
。

４

今
井
正
監
督
の
「
橋
の
な
い
川
」
は
、

運
動
団
体
か
ら
差
別
性
を
孕
ん
で
い
る

と
の
指
摘
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

作
品
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
論
争

と
な
っ
た
。
黒
川
さ
ん
は
、
そ
の
対
立

が
三
つ
の
論
点
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
。

第
一
に
、
部
落
解
放
運
動
を
め
ぐ
る

対
立
で
、
監
督
の
今
井
正
が
日
本
共
産

党
員
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
部
落

解
放
同
盟
と
部
落
解
放
同
盟
正
常
化
連

合
会
（
部
落
解
放
同
盟
内
の
日
本
共
産
党
グ

ル
ー
プ
。
以
下
、
日
本
共
産
党
グ
ル
ー
プ
と

い
う
）
の
対
立
が
映
画
の
評
価
に
持
ち
込

ま
れ
た
。
第
二
に
、
映
画
が
追
究
す
る

芸
術
性
と
、
映
画
の
目
的
の
ひ
と
つ
で

あ
る
啓
発
の
問
題
で
、
芸
術
至
上
主
義

は
啓
発
の
効
果
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う

論
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
被
差
別
部
落

の
闘
い
や
、
差
別
を
生
み
出
す
社
会
構

造
を
論
じ
な
け
れ
ば
、
差
別
の
再
生
産

に
つ
な
が
る
と
い
う
部
落
解
放
同
盟
の

認
識
と
、
芸
術
作
品
で
あ
る
映
画
の
衝

突
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
井
作
品
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
は
、
第
二
と
第

三
の
論
点
か
ら
の
批
判
が
第
一
の
点
と

密
接
に
絡
み
合
い
、
〝
純
然
た
る
〞
学

問
的
批
判
を
抽
出
す
る
こ
と
が
不
可
能

な
た
め
、
読
み
解
き
が
た
い
と
、
黒
川

さ
ん
は
い
う
。
と
く
に
、
部
落
解
放
同

盟
と
日
本
共
産
党
グ
ル
ー
プ
の
対
立
が

顕
在
化
し
た
あ
と
に
は
、
当
初
、
第
二
、

第
三
の
論
点
か
ら
今
井
作
品
に
批
判
的

で
あ
っ
た
人
た
ち
ま
で
が
、
部
落
解
放

同
盟
と
対
立
的
立
場
で
あ
っ
た
た
め
に

今
井
作
品
擁
護
に
転
じ
る
と
い
っ
た
ね

じ
れ
も
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

今
井
作
品
で
は
、
部
落
周
辺
の
民
衆

た
ち
の
差
別
意
識
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
部
落
が
犯
罪
の
温
床
で
あ
る
と

か
、
部
落
民
に
衛
生
観
念
が
な
い
と
い
っ

た
、
登
場
人
物
の
発
言
に
加
え
、
部
落

の
「
匂
い
」
が
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

草
履
を
漂
白
す
る
際
の
刺
激
臭
と
い
う

具
体
的
な
「
匂
い
」
と
、
部
落
外
の
子

ど
も
た
ち
が
部
落
の
子
ど
も
た
ち
に
対

し
て
「
臭
い
」
と
い
う
言
葉
を
投
げ
つ

け
る
、
徴
表
と
し
て
の
「
匂
い
」
で
あ

る
。
そ
し
て
、
部
落
民
の
手
は
夜
に
は

蛇
の
よ
う
に
冷
た
く
な
る
と
、
部
落
外

の
子
ど
も
た
ち
が
言
う
「
生
物
的
差
異
」

や
「
人
種
が
違
う
」
と
い
う
発
言
な
ど
、
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異
質
で
あ
る
と
い
う
徴
表
が
強
調
さ
れ

る
。こ

れ
ら
は
生
物
学
的
差
異
を
含
む
人

種
主
義
が
横
行
し
て
い
た
明
治
末
か
ら

大
正
期
に
か
け
て
の
部
落
差
別
の
あ
り

よ
う
を
リ
ア
ル
に
描
き
、
当
時
の
部
落

差
別
の
深
刻
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
効

果
を
も
っ
た
。
し
か
し
、
今
井
作
品
の

公
開
時
に
あ
っ
て
は
、
人
種
主
義
は
影

を
潜
め
、
そ
れ
に
か
わ
る
〈
見
え
な
い

人
種
〉
を
識
別
す
る
た
め
の
徴
表
が
つ

く
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
被
差
別
当
事
者

は
そ
れ
に
結
び
つ
く
描
写
に
敏
感
と
な
っ

た
。
そ
の
こ
と
が
今
井
作
品
へ
の
大
き

な
反
発
に
つ
な
が
っ
た
と
、
黒
川
さ
ん

は
指
摘
す
る
。

一
方
、
東
作
品
で
は
異
質
で
あ
る
と

い
う
徴
表
は
消
去
さ
れ
る
。
心
根
は
優

し
く
、
差
別
へ
の
強
い
怒
り
を
も
ち
な

が
ら
、
昼
間
か
ら
酒
に
浸
り
、
自
分
の

娘
を
「
京
都
の
色
街
」
に
売
っ
て
し
ま

う
、
あ
る
種
の
典
型
的
な
部
落
民
・
永

井
藤
作
は
、
東
作
品
に
は
登
場
し
な
い
。

東
作
品
で
は
、
あ
る
種
の
異
質
さ
を

も
っ
た
部
落
民
は
、
い
っ
さ
い
登
場
し

な
い
。
し
か
し
、
周
囲
の
人
た
ち
は
、

部
落
民
を
異
質
な
存
在
と
み
な
し
、
あ

た
か
も
人
種
が
違
う
よ
う
に
み
て
い
る
。

東
作
品
は
、
実
質
的
に
何
ら
異
な
る
こ

と
の
な
い
部
落
民
が
周
囲
か
ら
異
質
視

さ
れ
る
現
実
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
差

別
が
い
か
に
非
人
道
的
で
あ
る
か
を
告

発
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
黒
川
さ
ん
は
、
今
井
作
品

と
東
作
品
と
の
違
い
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

い
う
。
今
井
作
品
は
映
画
の
な
か
の
部

落
像
・
部
落
民
像
を
非
当
事
者
＝
〝
世

間
一
般
〞
が
ど
う
受
け
止
め
る
か
と
い

う
こ
と
は
と
り
あ
え
ず
さ
て
お
き
、
と

も
か
く
も
部
落
差
別
の
残
酷
さ
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徴
表
を
と
り
去

る
、
す
な
わ
ち
人
種
主
義
を
克
服
す
る

と
い
う
目
的
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
の

に
対
し
、
東
作
品
は
非
当
事
者
が
人
種

主
義
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う

こ
と
を
常
に
意
識
し
な
が
ら
、
ご
く
あ

た
り
ま
え
の
日
常
を
送
る
部
落
民
と
い

う
表
象
に
極
力
近
づ
け
、
何
も
変
わ
ら

な
い
の
に
周
囲
の
人
た
ち
は
人
種
主
義

の
ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
差

別
の
あ
り
さ
ま
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

５

「
人
間
の
街
」
（
一
九
八
六
年
公
開
）

と
「
家
族
」
（
一
九
八
八
年
公
開
）
は
、

東
陽
一
監
督
の
「
橋
の
な
い
川
」
の
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
も
務
め
た
山
上
徹
二
郎

製
作
、
小
池
征
人
監
督
の
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
作
品
で
、
「
人
間
の
街
」
は

「
同
和
対
策
審
議
会
答
申
二
〇
周
年
記

念
映
画
」
と
し
て
制
作
さ
れ
た
。

「
人
間
の
街
」
で
は
、
結
婚
差
別
や
、

部
落
民
へ
の
「
差
別
語
」
を
書
き
連
ね

た
手
紙
や
脅
迫
な
ど
、
具
体
的
な
差
別

事
象
が
現
実
の
も
の
と
し
て
映
し
出
さ

れ
る
一
方
、
そ
れ
ま
で
の
部
落
解
放
運

動
の
成
果
と
い
え
る
地
域
に
根
ざ
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
（
障
害
児
と
親
が

集
う
障
害
者
施
設
、
健
康
を
守
る
活
動
、
乳

幼
児
を
守
る
会
の
活
動
な
ど
）
が
紹
介
さ
れ
、

そ
れ
に
か
か
わ
る
人
た
ち
が
自
分
た
ち

の
思
い
を
語
る
。
「
人
間
の
街
」
は
、

〝
外
〞
か
ら
部
落
を
み
つ
め
て
い
た

「
人
間
み
な
兄
弟
」
と
は
違
い
、
部
落

の
人
び
と
に
寄
り
添
い
な
が
ら
つ
く
ら

れ
た
作
品
だ
と
、
黒
川
さ
ん
は
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、
「
「
人
間
の
街
」
は
、

も
は
や
被
差
別
部
落
の
悲
惨
さ
・
惨
め

さ
で
は
な
く
、
「
部
落
民
の
誇
り
」
を

打
ち
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
前

面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
被
差

別
部
落
の
仕
事
や
文
化
が
、
あ
る
い
は

部
落
解
放
運
動
が
い
か
に
全
人
類
に
と
っ

て
意
味
が
あ
り
、
す
ば
ら
し
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」
と
、
黒
川
さ
ん
は
い

う
。し

か
し
、
「
人
間
の
街
」
は
「
部
落

の
誇
り
」
だ
け
を
強
調
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
同
和
対
策
事
業
に
よ
っ
て
部

落
の
住
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
が
、

こ
う
し
て
で
き
た
新
し
い
街
に
お
い
て
、

そ
れ
ま
で
の
部
落
が
強
く
も
っ
て
い
た

相
互
扶
助
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の

強
さ
と
い
う
共
同
性
が
弱
ま
っ
て
き
た

こ
と
が
新
た
な
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
松
原
の
屠
畜
場
で
働
く

浜
口
比
登
美
と
い
う
男
性
の
語
り
が

「
部
落
の
誇
り
」
に
対
す
る
迷
い
に
ふ

れ
る
。

浜
口
は
言
う
。
「
お
れ
、
更
池
（
浜
口

の
生
ま
れ
育
っ
た
部
落
＝
引
用
者
）
に
生
ま

れ
て
暗
い
話
し
か
な
い
わ
」
「
更
池
に

生
ま
れ
て
、
え
え
い
う
の
は
美
味
し
い

肉
食
べ
ら
れ
る
だ
け
や
」
「
あ
と
何
に

も
あ
ら
へ
ん
わ
」
。
彼
は
小
学
校
四
年

生
の
自
分
の
娘
が
大
人
に
な
っ
て
結
婚

す
る
際
、
部
落
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を

自
ら
言
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ

つ
、
「
部
落
の
人
間
て
胸
張
っ
て
言
え

て
い
う
け
ど
」
「
実
際
み
じ
め
や
で
」

と
、
「
部
落
の
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を

「
誇
り
」
と
は
簡
単
に
言
い
切
れ
な
い

自
分
の
本
心
を
述
べ
る
。

黒
川
さ
ん
は
、
「
そ
れ
は
、
当
該
時

期
に
、
同
和
教
育
や
啓
発
の
な
か
で
、

盛
ん
に
部
落
の
価
値
の
再
発
見
が
試
み

ら
れ
、
急
速
に
「
部
落
の
誇
り
」
の
語

り
に
転
換
し
て
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る

疑
問
の
提
示
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の

で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
一
七
五
ペ
ー
ジ
）

と
指
摘
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
部
落
問
題
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
お

う
と
し
て
い
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
自

分
が
同
和
教
育
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
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れ
た
と
き
、
部
落
差
別
が
い
か
に
深
刻

で
あ
る
か
を
伝
え
る
よ
り
も
、
耳
あ
た

り
の
よ
い
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
自
分
の

発
言
内
容
が
問
題
に
な
る
危
険
性
の
少

な
い
「
部
落
の
誇
り
」
の
語
り
に
身
を

委
ね
て
い
く
方
が
安
泰
で
あ
り
、
そ
の

傾
向
は
跡
を
絶
た
な
い
。
し
か
し
、

「
部
落
の
人
間
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
逃

れ
ら
れ
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
い
く
ら

自
分
た
ち
が
「
誇
り
」
だ
と
い
っ
て
み

た
と
こ
ろ
で
現
実
に
差
別
が
存
在
す
る

か
ら
に
は
、
「
誇
り
」
を
説
き
続
け
る

だ
け
で
は
差
別
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
（
一
七
六
ペ
ー

ジ
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
年
後
に
結
婚
差
別

問
題
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
画
「
家
族
」
が
制
作
さ
れ
た

と
、
黒
川
さ
ん
は
考
え
る
。

「
家
族
」
は
、
鹿
児
島
か
ら
集
団
就

職
で
大
阪
に
出
て
き
た
女
性
と
部
落
の

男
性
と
の
結
婚
、
そ
し
て
、
二
人
の
あ

い
だ
に
生
ま
れ
た
息
子
と
部
落
外
の
女

性
と
の
結
婚
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
婚
に
際

し
て
強
い
反
対
を
受
け
た
と
い
う
親
子

二
代
に
わ
た
っ
て
差
別
を
受
け
た
「
ま
っ

ち
ゃ
ん
」
一
家
、
そ
し
て
、
自
分
が
部

落
出
身
と
は
知
ら
ず
に
部
落
解
放
運
動

に
飛
び
込
み
、
運
動
の
な
か
で
出
身
を

知
っ
た
と
い
う
女
性
と
そ
の
夫
が
登
場

す
る
。

映
画
「
家
族
」
で
は
、
周
囲
と
の
軋

轢
を
乗
り
越
え
、
部
落
外
の
配
偶
者
と

幸
福
な
「
家
族
」
を
形
成
し
た
ケ
ー
ス

が
描
か
れ
る
一
方
、
差
別
を
す
る
人
も

さ
れ
る
人
も
深
く
傷
を
負
う
差
別
が
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
権

の
輪
が
広
が
る
な
か
で
差
別
の
あ
り
よ

う
も
大
き
く
変
化
し
な
が
ら
も
、
他
方

で
厳
し
い
差
別
が
存
在
す
る
、
そ
れ
を

ど
う
総
括
す
る
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を

映
画
「
家
族
」
が
抱
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
人
間
の
街
」
も
同
様
で

あ
る
と
、
黒
川
さ
ん
は
い
う
。

６

評
者
は
黒
川
さ
ん
が
取
り
上
げ
た
八

本
の
映
画
の
う
ち
、
木
下
監
督
の
「
破

戒
」
を
除
い
た
七
本
を
観
て
い
る
が
、

「
橋
の
な
い
川
」
は
と
も
か
く
、
映
画

を
比
較
し
、
そ
れ
ら
が
制
作
さ
れ
た
時

期
に
つ
い
て
深
く
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
さ
す
が
に
「
橋
の
な
い
川
」
に
つ

い
て
は
、
今
井
作
品
を
何
が
問
題
と
さ

れ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
（
公
開
時
で

は
な
く
、
初
め
て
観
た
の
は
一
九
八
〇
年
代

半
ば
ご
ろ
）
、
東
作
品
を
今
井
作
品
と
ど

の
よ
う
に
違
う
撮
り
方
を
し
て
い
る
の

か
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
観
て
、

両
作
品
を
比
較
し
た
が
、
制
作
時
期
と

の
関
係
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

今
回
、
黒
川
さ
ん
の
『
描
か
れ
た
被

差
別
部
落
』
を
読
ん
で
、
黒
川
さ
ん
が

課
題
と
し
て
あ
げ
た
、
映
画
が
制
作
さ

れ
た
「
各
々
の
時
期
の
、
自
画
像
と
他

者
像
の
相
克
の
変
遷
を
追
う
こ
と
」
（
一

〇
ペ
ー
ジ
）
は
、
達
成
さ
れ
て
い
る
と
感

じ
た
。
そ
れ
は
、
部
落
と
部
落
解
放
運

動
の
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
時
期
に
、

部
落
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
優
れ
た
作

品
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ

も
大
き
い
。
し
か
し
、
本
書
で
扱
わ
れ

た
映
画
の
な
か
で
、
最
新
の
も
の
は
一

九
九
一
年
の
「
橋
の
な
い
川
」
で
あ
る
。

こ
の
映
画
は
全
国
水
平
社
創
立
七
〇
周

年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
部
落
解
放

同
盟
が
映
画
製
作
委
員
会
を
立
ち
上
げ

て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
八

六
年
の
「
人
間
の
街
」
も
、
同
和
対
策

審
議
会
答
申
二
〇
周
年
記
念
映
画
と
し

て
、
部
落
解
放
同
盟
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

の
も
と
制
作
さ
れ
た
。
市
川
監
督
の

「
破
戒
」
（
一
九
六
二
年
）
や
今
井
監
督

の
「
橋
の
な
い
川
」
（
一
九
六
九
、
七
〇

年
）
の
よ
う
に
、
映
画
会
社
（
今
井
作
品

は
独
立
プ
ロ
系
）
が
独
自
に
企
画
を
立
て
、

部
落
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
映
画
を
制

作
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
に

顕
在
化
し
た
「
差
別
表
現
」
に
対
す
る

糾
弾
が
関
係
し
て
い
る
。
部
落
問
題
は

や
や
こ
し
い
問
題
、
で
き
れ
ば
避
け
た

い
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
現
時
点
で
部
落
問

題
を
テ
ー
マ
と
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
部
落

と
部
落
解
放
運
動
を
め
ぐ
る
数
々
の
不

祥
事
報
道
の
現
実
に
向
き
合
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
り
、
映
画
を
つ
く
る
困

難
さ
は
、
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
し
か

し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
い
ま
現

在
の
部
落
を
撮
る
意
義
は
非
常
に
大
き

い
の
で
あ
る
。

本
書
の
終
章
で
、
黒
川
さ
ん
は
「
人

間
の
街
」
に
出
演
さ
れ
た
方
々
と
会
い
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
れ
た
と
い
う
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
ふ
れ
ら

れ
て
い
な
い
が
、
自
分
の
母
親
が
子
ど

も
時
代
に
親
か
ら
十
分
な
愛
情
を
得
ら

れ
ず
、
そ
の
た
め
、
親
に
な
っ
た
と
き

子
ど
も
に
ど
う
接
し
て
い
い
の
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
度
は
自
分
自

身
の
子
育
て
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

い
う
「
負
の
連
鎖
」
を
語
っ
た
吉
田
小

百
合
さ
ん
や
、
当
時
、
自
分
の
娘
（
現
在
、

三
〇
代
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
）
が
結

婚
す
る
と
き
に
、
部
落
民
で
あ
る
こ
と

を
相
手
に
告
げ
る
べ
き
か
、
そ
の
迷
い

を
語
っ
た
浜
口
比
登
美
さ
ん
た
ち
が
ど

の
よ
う
な
話
を
さ
れ
た
の
か
、
非
常
に

興
味
が
あ
る
。
黒
川
さ
ん
の
次
作
を
期

待
し
た
い
。

（
岩
波
書
店
刊
、
二
〇
一
一
年
四
月
、
二
八
〇
〇

円
）
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の国会 審議する立法府へ』（大山礼子著）／『人間の

条件 そんなものない』（立岩真也著）／『原発報道と

メディア』（武田徹著）／『“生徒の自己開示”で始ま

る高校の学校開き [よのなか]科との協働で拓く21世紀

型人権教育』（成山治彦監修，大阪府立柴島高校編集）

京都市内における改良住宅建て替えを契機とした新たな

まちづくりの検証 人権のまちづくり（運動）にむけて

下 後藤直

平井正治さんの証言・資料を後世に語り継ぐ 吉村智博

まちかどの芸能史 9 万歳と占い 村上紀夫

部落解放研究 192（部落解放・人権研究所刊，2011.7）：

1,400円

特集 全国の識字学級実態調査結果

日本の識字学級の現状と課題 「2010年度・全国識字学

級実態調査」の結果から 棚田洋平／識字・日本語教室

における理念の継承と再構築のあり方 大阪府の先駆的

な二つの事例から 新矢麻紀子

道徳教育と人権教育を考える 林泰成

イギリスのシュア・スタートと日本の課題 貧困問題と

就学前のワンストップ機能 埋橋玲子

地域主権の動向と課題 中川幾郎

八尾市営住宅調査にみる改良住宅団地の課題と展望 寺

川政司

部落の若者の部落問題意識と部落出身者としてのアイデ

ンティティ 部落青年の部落問題認識調査から 内田龍史

人権CSRガイドライン 自己診断を通じて知るマネジメン

トとパフォーマンスの達成度 菅原絵美

ブックレビュー 近年の学力問題研究をめぐる動向 前馬

優策

部落解放ひろしま 89号（部落解放同盟広島県連合会

刊，2011.7）：1,000円

特集 広島同企連結成30年を振り返る

解放運動的人間像 30 解放理論の創造的発展のために

小森龍邦

部落史研究報告集 15（八幡浜部落史研究会刊，2011.

5）

フィールドワーク報告 「八西地域の宿神を訪ねて」 菊

池正

宿神に関する資料 水本正人

人権を土台とする「子育ての共同性」の再構築にむけて

～大阪の被差別部落の取り組みを例に～ 木村和美

現代語訳 藩外まで広がる捜査、和歌山藩岡島かわた村

の場合―『城下町警察日記』（清文堂）より― 水本正

人

古代伊予国における久米氏の実像 1―久米氏のルーツか

ら見えてきたもの― 五藤孝人

部落問題研究 197（部落問題研究所刊，2011.6）：2,1

87円

第48回部落問題研究者全国集会報告

歴史1分科会

都市江戸における非人身分とその「周縁」 西木浩一／

都市大坂における非人と町方：再考 塚田孝／西木・塚

田両報告によせて 小野田一幸

歴史2分科会

戦後部落解放運動における〔共闘〕論の形成 本井優太

郎／戦後沖縄における「基地問題」の形成過程―沖縄教

職員会の動向を中心に― 櫻澤誠

現状分析・理論分科会

大阪府における同和行政終結の取り組み 谷口正暁／

「地域社会と住民の権利憲章」（第5次案）と各地の取

り組み 新井直樹

教育分科会

子どもの権利条約と子どもの権利の確立―第3回国連子

どもの権利委員会「最終所見」をふまえて 松村忠臣／

人権教育研究指定校における人権教育―2007～2008年度

の場合― 梅田修／学級崩壊を克服し、セルフエスティー

ムを高める学級作りの実践―コミュニケーション力を育

て、人権を大切にした学習活動の展開― 櫻井惠子

文芸分科会

夏目漱石の朝鮮認識 水川隆夫／沖野岩三郎が描いた

「高木顕明と部落問題」 秦重雄

ライツ 147（鳥取市人権情報センター刊，2011.8）

今月のいちおし!! 『STAND 立ち上がる選択』（大藪順

子著） 田中美貴枝

ライツ 148（鳥取市人権情報センター刊，2011.9）

今月のいちおし!! 『生きづらい母親たちへ アダルトチ

ルドレン、依存症のヘルプグループ』（ママネット編）

田中澄代
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改定の課題 上杉孝實

であい 593（全国人権教育研究協議会刊，2011.8）：1

50円

人権のまちをゆく 56 地域と連携した人権尊重のまちづ

くり―伝統ある「人権劇」と「ふるさと人権フェスティ

バル」への取り組みを通して 徳島県阿南市立福井中学

校

人権文化を拓く 169 人権教育、ふたつの流儀 阿久澤麻

理子

ノートル・クリティーク 第4号（ノートル・クリティー

ク編集委員会刊，2011.5）：1,000円

地域社会と融和運動における「崇仁教育」の位置―中嶋

源三郎の足跡から考える 山本崇記

ひとのみち 人権学習の記録 16（佛教大学刊，2011.

6）

講演記録

「人権問題とハラスメント」（亀井明子）／「多文化共

生社会へ向けて―在日外国人の現状と歴史的背景―」

（高野昭雄）／「「差別したくなる気持ち」を読む」

（八木晃介）／「デートＤＶの実態と対応・啓発～大学

における相談実態から問題の重大性をどうとらえるか～」

（亀井明子）

ヒューマンライツ 280（部落解放・人権研究所刊，20

11.7）：525円

走りながら考える 123 遺伝子差別をなくすために―遺

伝子検査機関の規制を― 北口末広

書評 黒川みどり『近代部落史―明治から現代まで』 渡

辺俊雄

ヒューマンライツ 281（部落解放・人権研究所刊，20

11.8）：525円

村木厚子さんに聞く―求められる取調べの可視化と検察

の改革 （聞き手 林誠子）

欧州連合最大の少数民族ロマについて発行された最近の

日本語図書 金子マーティン

ヒューマンライツ 282（部落解放・人権研究所刊，20

11.9）：525円

「ことば・表現・差別」再考 総集編

ひょうご部落解放 141（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2011.6）：700円

特集 第25回人権啓発研究集会 in 姫路 2

ルポ・祭礼差別 中 平野次郎

差別はある。でも諦める必要はない 谷川栄一

本の紹介 『コッハルモニ 花のおばあさん』（クォン・

ユンドク文・絵） 高吉美

部落解放 649号（解放出版社刊，2011.7）：1,050円

第37回部落解放文学賞

部落解放 650号（解放出版社刊，2011.8）：630円

特集 部落と差別を考えるブックリスト

差別論を読むための10冊 部落問題を中心に 好井裕明／

部落の中近世と生産活動を読む 中尾健次／人権教育関

連図書を読む 学校・子ども・若者の視点から 阿久澤麻

理子

「差別禁止法」をつくろう 「差別禁止法の制定を求め

る市民活動委員会」が発足

まちかどの芸能史 7 万歳の由緒 村上紀夫

部落解放 651号（解放出版社刊，2011.9）：630円

特集 子どもたちを守るために 児童虐待と児童養護施設

子ども虐待の背景を探る 子どもが排除される社会から

の脱却を 神原文子／児童虐待防止法をめぐる動き 児童

虐待の四つのステージに関して 岩城正光／児童養護施

設へのまなざしと＜家族依存社会＞の問題 内田龍史／

社会的養護で育つ子どもたち 児童養護施設での生活と

その後 長瀬正子

本の紹介

黒川みどり著『近代部落史 明治から現代まで』 大高俊

一郎／志水宏吉編『格差をこえる学校づくり 関西の挑

戦』 木村和美／大野更紗著『困ってるひと』／「支援」

編集委員会編『支援 Vol.1』／熊本日日新聞「こうのと

りのゆりかご」取材班『揺れるいのち 赤ちゃんポスト

からのメッセージ』／矢野宏著『空襲被害はなぜ国の責

任か 大阪空襲訴訟・原告23人の訴え』／熊谷晋一郎著

『リハビリの夜』／梁石日著『めぐりくる春』

京都市内の被差別部落におけるまちづくり運動二〇年の

検証 人権のまちづくり（運動）にむけて 上 後藤直

「ヒロシマ・ナガサキ」から「フクシマ」へ 「核」が

もたらす隠蔽と差別の構造 黒古一夫

大震災の米軍「トモダチ作戦」で浮上した本土社会の沖

縄差別 高嶋伸欣

まちかどの芸能史 8 算置と声聞師 村上紀夫

部落解放 652号（解放出版社刊，2011.10）：630円

特集 脱原発をめざして

本の紹介

『児童養護施設と社会的排除―家族依存社会の臨界』

（西田芳正編著） 住友剛／『アイヌ、風の肖像』（宇

井眞紀子写真・文）／『ウーマンリブがやってきた 70

年代・目覚めはじめた男たち』（佐藤文明著）／『日本

2011年10月25日
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脱植民地化の放置 戴エイカ

「軽度」障害者のジレンマが語る日本社会における障害

問題構造 要田洋江

知的障害者の「居場所」づくりに関する一考察―インク

ルージョンの視点から― 西村愛

朝鮮戦争後における国家再建と女性 秦花秀

公開シンポジウム～やおい／ＢＬ研究の今を熱く語る

シンポジウム 大阪市立大学における部落問題への取り

組み50年 大賀正行・開田めぐみ・谷元昭信

2010年人権問題研究センター 「筑豊」現地研修の記録

菅原智恵美

振興会通信 99号（同和教育振興会刊，2011.7）

同朋運動史の窓 8 左右田昌幸

信州農村開発史研究所報 115（信州農村開発史研究

所刊，2011.3）

晩年の市川五郎兵衛 斎藤洋一

信州農村開発史研究所報 116（信州農村開発史研究

所刊，2011.6）

浅科に残る道標 斎藤洋一

月刊スティグマ 180（千葉県人権啓発センター刊，20

11.7）：500円

アニメ「もののけ姫」と日本の差別問題 鎌田行平

月刊スティグマ 181（千葉県人権啓発センター刊，20

11.8）：500円

アニメ「もののけ姫」と日本の差別問題 鎌田行平

月刊スティグマ 182（千葉県人権啓発センター刊，20

11.9）：500円

アニメ「もののけ姫」と日本の差別問題 鎌田行平

世界人権問題研究センター研究紀要 16号（世界人

権問題研究センター刊，2011.3）：2,500円

ヨーロッパ人権裁判所の新展開―補完性原則の変容？―

前田直子

女性と平和・安全保障をめぐって―国連安全保障理事会

決議1325号の意義と課題― 三輪敦子

京都市における＜福祉教育＞の実態史解明に向けて―東

九条地域における「希望の家」に注目して― 倉石一郎

リプロダクティブ・セキュリティの一考察―産む（産め

る）自由は確保されているのか？安心・安全に産める社

会とは？― 谷口真由美

相互作用と暴力―微視的社会学の視点― 中村正

外国人女性に対するドメスティック・バイオレンス―被

害者の法的保護と支援体制の拡充に向けて― 福嶋由里

子

日本の大学における人権・同和教育―「教育」という学

問領域からみた過去・現在・今後の展望― 阿久澤麻理

子

「障害者の権利」学習の構築に向けて―「障害の社会モ

デル」概念を中心に― 松波めぐみ

資料目録 門田秀夫氏寄贈資料目録 3

地域と人権 1103（全国地域人権運動総連合刊，2011.8.

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― 15 丹波正史

月刊地域と人権 328（全国地域人権運動総連合刊，20

11.7）：350円

特集 第6回地域人権問題全国研究集会 第7分科会

教科書無償運動と戦後民主主義の発展 尾川昌法／岡山

藩での「渋染一揆」を例に 大森久雄

月刊地域と人権 330（全国地域人権運動総連合刊，20

11.9）：350円

特集 第7回地域人権問題全国研究集会

特別講演 水平の行者 栗須七郎―知られざる水平運動史

― 廣畑研二

同和問題セミナー 部落問題解決と『根強い差別意識』

論への批判 丹波正史

ちくま 482（筑摩書房刊，2011.5）：100円

日本の生殖医療はどう始まったか 1 漂流する記憶 島本

慈子

青春の光芒―異才・高橋貞樹の生涯 48 第10章 モスク

ワの留学時代 5 沖浦和光

ちくま 483（筑摩書房刊，2011.6）：100円

日本の生殖医療はどう始まったか 2 安藤畫一とその時

代 島本慈子

青春の光芒―異才・高橋貞樹の生涯 49 第11章 1927年

の「日本問題に関する決議」1 沖浦和光

ちくま 484（筑摩書房刊，2011.7）：100円

日本の生殖医療はどう始まったか 最終回 AIDから卵子

提供へ 島本慈子

青春の光芒―異才・高橋貞樹の生涯 50 第11章 1927年

の「日本問題に関する決議」2 沖浦和光

であい 591（全国人権教育研究協議会刊，2011.6）：1

50円

人権文化を拓く 167 奄美の島とシマ 薗博明

であい 592（全国人権教育研究協議会刊，2011.7）：1

50円

人権文化を拓く 168 人権教育・啓発に関する基本計画
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グローブ 66（世界人権問題研究センター刊，2011.7）

部落差別撤廃運動における伝統の継承 奥本武裕

東日本大震災・原発災と在日外国人 仲尾宏

「セクハラ労災」をご存知ですか？ 井上摩耶子

フィールドで学んだこと 友永雄吾

国際人権ひろば 98（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2011.7）：350円

特集 東日本大震災と人権

こぺる 221（こぺる刊行会刊，2011.8）：300円

ひろば143 映画作りと私の人生 小林茂

異議あり2 福島第一原発事故に思う 阪本清

いのちを生きる 43 広島の午後 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 222（こぺる刊行会刊，2011.9）：300円

部落問題とわたし 2 仕事としての出会いから考えたこ

と 谷亜生

尼崎だより 36 被災地で起こっている高齢者の“深層死”

中村大蔵

こころのつぶやき 3 職業への眼差しについて考える 小

澤覚

花とマグマ―絵と詩 森永都子

濃水飛山記 藤田敬一

コリアNGOセンターNewsLetter 26（コリアNGOセンター

刊，2011.7）

特集 東日本大震災と外国人 被災地から見えてくる多民

族多文化共生の課題

コリアンコミュニティ研究 2（こりあんコミュニティ

研究会刊，2011.7）

特集1 越境する都市とコミュニティ 日韓の多文化社会

の現状と都市政策の課題を考える

特集2 コリアンコミュニティにおける高齢居住者の生活

と住まいからみた地域再生の課題

東九条におけるコミュニティ実践の集積 石川久仁子

こりあんコミュニティ研究会通信 9号（こりあんコ

ミュニティ研究会刊，2011.6）

京都上賀茂のすぐき栽培と朝鮮人 1 高野昭雄

鶴橋「新共栄荘（通称キョンチャル（警察）アパート）」

について 藤井幸之助

こるむ 6号（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，2011.8）

朝鮮学校の歴史 5 差別の重層化―専修学校規定の中の

括弧書き 金東鶴

狭山差別裁判 423号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2010.6）：300円

野間宏と寺尾判決 2 庭山英雄

狭山差別裁判 424号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2010.7）：300円

野間宏と寺尾判決 3 庭山英雄

狭山差別裁判 425号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2010.8）：300円

野間宏と寺尾判決 4 庭山英雄

社会科学 92号（同志社大学人文科学研究所刊，2011.8）：

1,000円

高田保馬の青春 田中和男

人権と部落問題 817（部落問題研究所刊，2011.7）：

630円

特集 公害問題と人権

文芸の散歩道 臼井吉見著『事故のてんまつ』から35年

と部落問題 桑原律

兎と亀の人生―名もなく貧しくともひたすらに 4 旧制

中学卒業して社会人へ 南野昭雄

人権と部落問題 818（部落問題研究所刊，2011.8）：

630円

特集 平和学習の展開

文芸の散歩道 近世文芸に著された賤民―『雲萍雑志』

より 小原亨

兎と亀の人生―名もなく貧しくともひたすらに 5 労働

運動に参加 南野昭雄

人権と部落問題 819（部落問題研究所刊，2011.9）：

630円

特集 青年の現状と未来

兎と亀の人生―名もなく貧しくともひたすらに 6 愛子

との出会い 南野昭雄

文芸の散歩道 芥川龍之介作「金将軍」を読む 水川隆夫

人権と部落問題 820（部落問題研究所刊，2011.9）：

1,155円

特集 震災・原発から人権を考える―地域の再生

2010年度部落問題研究所定期誌総目次

2010年度部落問題研究所刊行・文献目録

季刊人権問題 364（兵庫人権問題研究所刊，2011.7）：

735円

八鹿高校事件 その背景と裁判闘争の経過 西岡幸利

季刊「人権問題」の総目次 第21号～24号

人権問題研究 33（大阪市立大学人権問題研究会刊，20

11.3）
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『悪人の物語』（松田哲夫編）／『無風の樹』（李鋭著）

／『柄谷行人 中上健次全対話』

解放新聞 2533号（解放新聞社刊，2011.9.5）：120円

ぶらくを読む 65 1968年世界「革命」のなかの少数者・

被差別者 湧水野亮輔

解放新聞 2534号（解放新聞社刊，2011.9.12）：80円

解放の文学 65 閻連科『丁庄の夢』 音谷健郎

今週の1冊 『チェルノブイリの祈り』（スネトラーナ・

アレクシエービッチ著）

解放新聞 2535号（解放新聞社刊，2011.9.19）：80円

山口公博が読む今月の本

『関東大震災』（吉村昭著）／『銀河鉄道の夜』（宮沢

賢治著）／『梁塵秘抄』（後白河法皇編纂，川村湊訳）

今週の1冊 『民意のつくられかた』（斎藤貴男著）

解放新聞京都版 897号（解放新聞社京都支局刊，2011.

9.10）：70円

この人に聞く 1 要求闘争で支部結成を 杉末

解放新聞京都版 898号（解放新聞社京都支局刊，2011.

9.20）：70円

この人に聞く 2 推薦なく就職で差別 杉末

解放新聞京都市版 239号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2011.9）：150円

陵ヶ岡小学校保護者説明会差別発言事件

解放新聞東京版 768号（解放新聞社東京支局刊，2011.

7.15）：90円

特集・差別犯罪と闘うために 2 ヘイトクライム法はな

ぜ必要か 2 前田朗

解放新聞東京版 770号（解放新聞社東京支局刊，2011.

8.15）：90円

特集・差別犯罪と闘うために 3 ヘイトクライム法はな

ぜ必要か 3 前田朗

解放新聞奈良県版 938号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.6.25）：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 2

奈良県連女性部実態調査の結果から 目白大学妻木進吾

さんが報告

解放新聞奈良県版 939号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.7.10）：50円

これからの運動課題は何か 県内地区実態調査から報告

奈良県連女性部実態調査の結果から 目白大学妻木進吾

さんが報告 2

解放新聞奈良県版 940号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.7.25）：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 3

これからの運動課題は何か 県内地区実態調査から報告

2

解放新聞奈良県版 941号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.8.10）：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 4

解放新聞奈良県版 943号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.9.10）：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 5

解放新聞広島県版 2032号（解放新聞社広島支局刊，2

011.7.5）

第63回県連大会一般活動方針（案）

解放新聞広島県版 2033号（解放新聞社広島支局刊，2

011.7.15）

第63回県連大会一般活動方針（案）

架橋 25（鳥取市人権情報センター刊，2011.9）

特集 東日本大震災が私たちに問いかけるもの

語る・かたる・トーク 197（横浜国際人権センター刊，

2011.7）：500円

同和問題再考 126 皮革 田村正男

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 25（カトリック大阪教会管区部落差別人権活動

センター刊，2011.6）

第3回対話集会『忌避意識』 両側から超える営み 2 山

下力さん

かわとはきもの 156（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2011.6）

靴の歴史散歩 101 稲川實

皮革関連統計資料

京都市政史編さん通信 41（京都市市政史編さん委員

会刊，2011.7）

幕末の鴨川水害と鴨川浚計画―西町奉行浅野長祚と元東

町奉行与力平塚飄斎との関わりを中心にして― 鈴木栄

樹

京都部落問題研究資料センター通信 24号（京都部

落問題研究資料センター刊，2011.7）

報告 2011年度部落史出張講座 地元で学ぶ地元の歴史

in 田中

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／筆坂秀世・宮崎学著『日本共産党 vs 部落解放同盟』

笠松明広

収集逐次刊行物目次（2011年4月～6月受入）
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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

◇今年度後半の部落史連続講座の日程と内容が決まりました。今回は「仕事」に関するテーマで、３回
開催します。是非ふるってご参加ください
◇当資料センターが入っています京都府部落解放センターの改装工事が終わり、これまでと随分様子が
変わりました。１階部分は医療法人の診療所になり、解放センターに入居している部落解放同盟京都府
連合会等の事務所は２階・３階に移動しています。当資料センターはこれまで通り３階です。解放セン
ターの入口の場所が変わっていますので、ご利用の際はご注意ください。

朝田教育財団だより 15（朝田教育財団刊，2011.7）

善法地区における福祉の向上と就労の保障をめざして

原田眞智子

明日を拓く 88・89（東日本部落解放研究所刊，2011.

2）：2,100円

特集 1 裁判員制度・狭山事件を検証する

特集 2 第2回東日本同和教育実践交流会

IMADR-JC通信 167（反差別国際運動日本委員会刊，201

1.9）：750円

特集 外国籍の子どもをとりまく日本の状況

ウィングスきょうと 105号（京都市男女共同参画推進

協会刊，2011.8）

図書情報室新刊案内

『学校・家庭でできるメディアリテラシー教育―ネット・

ケータイ時代に必要な力』（藤川大祐著）／『強い女は

美しい 今日から使える護身術』（森山奈央美・三宅り

お著）

解放教育 525（解放教育研究所編，2011.8）：770円

特集 震災と教育―東日本大震災が提起する教育課題

解放教育 526（解放教育研究所編，2011.9）：770円

特集 識字・日本語学習の課題

解放教育 527（解放教育研究所編，2011.10）：770円

特集 外国人の生活と教育の今

解放新聞 2525号（解放新聞社刊，2011.7.4）：120円

ぶらくを読む 63 身分論の現在―新しいシリーズが拓い

た領野 『＜江戸＞の人と身分 1～6』

解放新聞 2526号（解放新聞社刊，2011.7.11）：80円

山口公博が読む今月の本

『山岳修験への招待』（宮家準編）／『女一揆の誕生

置き米と港町』（勝山敏一著）／『日本語教室』（井上

ひさし著）

今週の1冊 『梁塵秘抄』

解放新聞 2527号（解放新聞社刊，2011.7.18）：80円

解放の文学 63 「転向作家」の実像を発掘 大家眞悟

『里村欣三の旗』 音谷健郎

今週の1冊 佐藤文明著『知っていますか？一問一答 戸

籍と差別』

ルーマニアの「ジプシー」雑感 金子マーティン

解放新聞 2528号（解放新聞社刊，2011.7.25）：80円

松本龍・前復興大臣の一連の言動について（見解） 部

落解放同盟福岡県連合会

解放新聞 2529号（解放新聞社刊，2011.8.1）：120円

ぶらくを読む 64 人権歴史学は立ち上がるか―再び＜江

戸＞の人と身分を読む 湧水野亮輔

解放新聞 2531号（解放新聞社刊，2011.8.15）：80円

解放の文学 64 気概のある詩の行方 高村光太郎『典型』

音谷健郎

今週の1冊 『いま、「共和制日本」を考える』（堀内哲

編，池田浩士・杉村昌昭・平井玄著）

解放新聞 2532号（解放新聞社刊，2011.8.29）：80円

第17回全国部落史研究大会 部落委員会活動めぐり報告

山口公博が読む今月の本

収集逐次刊行物目次 （2011年7月～9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～


