
当
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
の
「
部
落
史

連
続
講
座
パ
ー
ト
２
」
を
一
一
月
一
八

日
、
一
二
月
二
日
、
一
六
日
に
京
都
府

部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
。

市
民
や
教
員
な
ど
、
毎
回
二
〇
名
を
越

え
る
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

講
演
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。

江
戸
の
弾
左
衛
門
は
徳
川
氏
の
権
力

を
バ
ッ
ク
に
し
て
、
穢
多
頭
弾
左
衛
門

と
呼
ば
れ
、
皮
作
の
仕
事
を
中
心
に
江

戸
の
被
差
別
の
人
び
と
と
地
域
を
明
治

に
な
る
ま
で
統
率
し
て
い
た
。
一
方
、

京
都
で
は
、
「
穢
多
頭
下
村
文
六
」
と

幕
末
ま
で
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に

文
六
が
死
去
し
て
下
村
家
は
断
絶
し
て

い
る
。
な
ぜ
下
村
家
が
「
穢
多
頭
」
と

よ
ば
れ
た
の
か
は
史
料
が
な
く
不
明
だ

が
、
下
村
家
が
ど
の
よ
う
な
家
だ
っ
た

の
か
、
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
今

回
は
明
ら
か
に
し
た
い
と
語
ら
れ
た
。

下
村
家
は
「
御
庭
作
文
六
」
と
史
料

に
で
て
く
る
よ
う
に
、
中
世
で
は
山
水

河
原
者
と
呼
ば
れ
て
、
当
時
の
幕
府
や

朝
廷
の
ひ
と
た
ち
の
御
殿
の
庭
作
り
を

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
天
部
や
六
条
村
の

人
び
と
を
つ
か
っ
て
二
条
城
の
掃
除
役

を
勤
め
て
い
た
。
罪
人
の
捕
縛
や
処
刑

な
ど
の
治
安
維
持
の
仕
事
に
は
下
村
家

は
携
わ
っ
て
お
ら
ず
、
庭
作
り
、
掃
除

の
仕
事
で
穢
多
村
と
呼
ば
れ
る
村
の
人

び
と
を
つ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

幕
府
が
治
安
維
持
を
支
配
の
要
と
す

る
よ
う
に
な
る
中
で
、
山
水
河
原
者
の

流
れ
を
ひ
く
下
村
家
は
幕
府
に
と
っ
て

必
要
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た

め
、
三
代
目
文
六
が
亡
く
な
っ
た
時
に

断
絶
さ
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
看
聞
御
記
」
「
蔭
涼
軒
日
録
」

「
諸
式
留
帳
」
な
ど
の
史
料
を
詳
し
く

解
説
し
な
が
ら
、
当
時
の
被
差
別
の
村
々

の
仕
事
・
役
目
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
た
。

日
本
が
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
化
し
た

一
九
一
〇
年
前
後
か
ら
日
本
で
の
土
木

工
事
に
朝
鮮
人
労
働
者
を
使
い
始
め
て

い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
一
九
〇
四
年

か
ら
一
九
〇
五
年
の
朝
鮮
半
島
で
の
鉄

道
工
事
で
、
日
本
の
土
木
会
社
が
現
地

で
多
く
の
朝
鮮
人
労
働
者
を
使
っ
た
経

験
に
よ
る
。

京
都
で
朝
鮮
人
労
働
者
が
従
事
し
た

工
事
に
は
、
園
部
・
綾
部
間
の
鉄
道
工

事
、
宇
治
川
水
力
発
電
所
工
事
、
第
二

疎
水
工
事
、
東
海
道
新
線
工
事
（
新
逢

坂
山
・
東
山
ト
ン
ネ
ル
工
事
）
、
京
津

国
道
改
修
工
事
な
ど
が
あ
る
。

当
時
の
新
聞
に
で
て
く
る
朝
鮮
人
労

働
者
の
記
事
か
ら
、
山
科
の
北
花
山
山

田
町
、
日
ノ
岡
堤
谷
町
、
御
陵
三
蔵
町
、

な
ど
に
戦
前
、
朝
鮮
人
労
働
者
が
多
く

集
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に

北
花
山
山
田
町
は
京
都
で
最
初
に
で
き

た
集
住
地
で
、
最
も
長
く
続
い
た
。

ま
た
、
第
二
疎
水
工
事
（
一
九
〇
年

八
〜
一
九
一
二
年
）
で
は
、
錦
林
部
落

の
請
負
業
者
が
朝
鮮
人
労
働
者
を
使
っ

て
い
た
。
被
差
別
部
落
の
住
民
と
朝
鮮

人
が
土
木
工
事
を
通
じ
て
共
に
労
働
し

て
い
た
。

京
都
の
近
代
化
を
支
え
る
工
事
に
多

く
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
従
事
し
て
い
た

こ
と
を
、
新
聞
記
事
や
聞
き
取
り
な
ど

の
具
体
的
な
資
料
で
詳
し
く
説
明
さ
れ

た
。

京都部落問題研究資料センター通信 第26号

1

京都部落問題

研究資料センター通信
第26号 発行日 2012年1月25日（年４回発行） 編集・発行 京都部落問題研究資料センター

2012年1月25日

第
２
回

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
）

報
告

二
〇
一
一
年
度
部
落
史
連
続
講
座

Ⅱ

第
１
回

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
３
回

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
）



ま
ず
初
め
に
、
肉
食
が
明
治
以
降
に

始
ま
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
作
ら
れ

た
も
の
で
、
古
代
か
ら
肉
食
は
慣
習
化

さ
れ
、
禁
止
は
建
前
だ
け
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
史
料
を
も
と
に
説
明
さ
れ

た
。京

都
で
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）

年
に
私
設
の
屠
場
が
西
院
村
に
開
設
さ

れ
、
そ
の
後
京
都
市
内
や
周
辺
農
村
に

私
設
屠
場
が
次
々
と
開
設
さ
れ
る
。

全
国
各
地
で
乱
立
す
る
私
設
の
屠
場

を
統
制
す
る
た
め
、
国
が
一
九
〇
六
年

に
「
屠
場
法
」
を
制
定
し
て
公
営
化
が

始
ま
り
、
京
都
で
は
一
九
〇
九
年
に
市

立
屠
場
が
油
小
路
十
条
に
で
き
、
現
在

の
南
区
吉
祥
院
の
市
場
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
間
の
経
緯
で
、
被
差
別
部
落
と

の
関
連
を
示
す
資
料
は
殆
ど
な
い
。
江

戸
時
代
に
か
わ
た
身
分
が
担
っ
て
い
た

皮
革
業
、
斃
牛
馬
処
理
が
そ
の
ま
ま
近

代
の
屠
場
に
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
直
接
つ
な
げ
て
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
屠
場
で
の
儲
け
は
行
政

や
民
間
資
本
に
流
れ
、
屠
畜
・
皮
に
対

す
る
差
別
の
視
線
は
被
差
別
部
落
に
向

か
う
と
い
う
現
実
を
ど
う
と
ら
え
る
の

か
、
こ
の
「
か
ら
く
り
」
を
し
っ
か
り

研
究
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
ら
れ

た
。

（
柔
ら
か
い
時
計
）
を
持
ち
て
炊
き

出
し
の
カ
レ
ー
の
列
に
二
時
間
並
ぶ

炊
き
出
し
に
降
る
糠
雨
を
受
く
る
ご

と
雑
煮
の
椀
を
手
に
持
つ
人
ら

試
み
に
二
つ
の
歌
を
並
べ
て
み
た
。

ど
ち
ら
も
炊
き
出
し
を
詠
ん
だ
も
の
だ

が
、
作
者
は
同
じ
で
は
な
い
。
一
首
目

は
二
〇
〇
八
年
十
二
月
八
日
付
「
朝
日

歌
壇
」
に
初
入
選
し
た
「
公
田
耕
一
」

の
作
。
（
柔
ら
か
い
時
計
）
は
、
ス
ペ

イ
ン
の
画
家
、
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ

が
『
記
憶
の
固
執
』
の
中
に
描
い
た
歪

ん
だ
時
計
の
こ
と
ら
し
い
。
一
皿
の
カ

レ
ー
を
得
る
た
め
だ
け
に
炊
き
出
し
の

列
に
並
ぶ
延
々
た
る
二
時
間
は
、
作
者

に
と
っ
て
、
通
常
の
時
計
が
刻
む
時
間

と
は
別
の
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

二
名
の
選
者
が
こ
の
歌
を
選
ん
だ
。

入
選
す
る
こ
と
自
体
が
至
難
と
さ
れ
る

「
朝
日
歌
壇
」
で
、
こ
れ
は
一
つ
の
快

挙
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
多
く

の
読
者
が
ま
ず
目
を
瞠
っ
た
の
は
、
公

田
耕
一
と
称
す
る
投
稿
者
が
住
所
欄
に

記
し
た
一
言
で
あ
っ
た
。
通
常
な
ら

「
東
京
都
」
「
京
都
市
」
な
ど
と
あ
る

と
こ
ろ
、
公
田
は
己
が
居
所
を
「
ホ
ー

ム
レ
ス
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
「
朝
日
歌
壇
」
に
突
如
出
現
し

た
「
ホ
ー
ム
レ
ス
歌
人
・
公
田
耕
一
」

の
歌
は
、
以
降
九
ヶ
月
間
に
わ
た
り
異

例
の
高
確
率
で
入
選
を
繰
り
返
す
。
読

者
・
投
稿
者
の
間
に
公
田
の
存
在
は
大

反
響
を
呼
び
、
翌
々
週
に
入
選
し
た

「
炊
き
出
し
に
並
ぶ
歌
あ
り
住
所
欄

（
ホ
ー
ム
レ
ス
）
と
あ
り
て
寒
き
日
」

と
い
う
大
阪
在
住
投
稿
者
の
一
首
を
皮

切
り
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
歌
人
へ
の
相
聞

歌
め
い
た
歌
も
、
そ
の
後
続
々
と
生
ま

れ
出
て
い
く
。

マ
ス
コ
ミ
も
動
い
た
。
投
稿
葉
書
の

消
印
や
歌
の
内
容
か
ら
、
公
田
が
横
浜

の
ド
ヤ
街
・
寿
あ
た
り
に
い
る
の
は
明

ら
か
だ
っ
た
。
週
刊
誌
や
テ
レ
ビ
が
取

材
に
乗
り
出
し
た
が
、
行
方
は
杳
と
し

よ
う

て
知
れ
ず
、
公
田
耕
一
は
実
在
し
な
い

と
か
、
ホ
ー
ム
レ
ス
と
い
う
の
は
詐
称

に
違
い
な
い
と
か
の
説
も
流
布
し
、
や

が
て
初
入
選
か
ら
九
ヶ
月
後
、
「
朝
日

歌
壇
」
へ
の
公
田
の
投
稿
は
ぱ
っ
た
り

と
途
絶
え
る
。

『
ホ
ー
ム
レ
ス
歌
人
の
い
た
冬
』
は
、

公
田
自
身
の
投
稿
が
途
絶
え
た
後
も
、

時
折
「
朝
日
歌
壇
」
の
紙
面
に
は
公
田

を
想
う
歌
が
載
る
、
そ
ん
な
時
分
に
始

ま
っ
た
、
公
田
耕
一
捜
し
の
物
語
で
あ

る
。
著
者
の
三
山
喬
は
四
十
代
後
半
の

ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
境

遇
に
行
き
詰
ま
り
を
覚
え
、
も
は
や
潰

し
の
き
か
ぬ
年
齢
で
将
来
に
対
し
不
安

を
抱
く
中
、
ホ
ー
ム
レ
ス
歌
人
・
公
田

耕
一
の
存
在
に
強
く
惹
か
れ
た
。
公
表

さ
れ
て
い
る
公
田
の
三
十
数
首
の
歌
を

手
が
か
り
に
、
三
山
は
、
不
況
と
高
齢

化
に
沈
淪
す
る
寿
の
街
に
足
を
踏
み
入

れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
私
も
本
書
の
中
身

に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
べ
き
と
こ
ろ

だ
が
、
そ
う
云
え
ば
冒
頭
に
、
公
田
の

作
で
は
な
い
も
う
一
首
を
掲
げ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
忘
れ
た
ふ
り
し
て
ほ
っ
た
ら
か

し
に
し
て
お
い
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
が
、

そ
う
も
い
く
ま
い
。
冒
頭
の
二
首
の
う

ち
、
二
首
目
は
と
い
う
と
、
こ
れ
は
誰

あ
ろ
う
私
自
身
の
作
で
あ
る
。
七
年
前

の
冬
に
詠
ん
だ
。

或
る
短
歌
結
社
に
所
属
し
て
こ
つ
こ

つ
と
歌
を
詠
み
、
か
れ
こ
れ
四
半
世
紀

に
な
る
。
何
し
ろ
長
く
続
け
て
い
る
か

ら
、
そ
の
間
に
い
わ
ゆ
る
「
ホ
ー
ム
レ
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紹
介

三
山

喬
著

『
ホ
ー
ム
レ
ス
歌
人
の
い
た
冬
』

渡

辺

毅

（
東
九
条
マ
ダ
ン
事
務
局
長
）



ス
」
を
詠
ん
だ
歌
も
幾
首
か
あ
り
、
こ

れ
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
。
或
る
公
園
で

の
真
冬
の
炊
き
出
し
風
景
を
詠
ん
だ
の

で
あ
る
。
詠
み
手
の
私
は
、
炊
き
出
し

の
列
の
外
側
に
い
る
。
私
は
か
つ
て
歌

誌
に
、
自
ら
の
作
歌
姿
勢
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
人
間
と
い
う
も
の
の
、
あ
る
い
は
こ

の
地
上
の
い
ろ
ん
な
生
き
も
の
た
ち
の

営
み
の
断
片
を
探
し
て
い
る
。
断
片
は

刹
那
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に

人
や
生
き
も
の
た
ち
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

生
の
長
い
時
間
の
果
て
の
、
切
な
い
よ

う
な
可
笑
し
い
よ
う
な
、
ド
ラ
マ
が
あ

る
。
そ
ん
な
ド
ラ
マ
を
、
そ
れ
な
り
に

目
や
耳
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
は
切
り
取
り
、

三
十
一
文
字
前
後
の
歌
に
す
る
」
。
冒

頭
の
炊
き
出
し
の
歌
は
、
こ
う
し
た
作

歌
姿
勢
に
則
っ
て
詠
ん
だ
。
列
の
外
側

に
い
て
こ
そ
詠
め
る
歌
。
列
の
中
に
い

る
公
田
の
歌
と
は
、
そ
こ
が
大
い
に
違

う
の
だ
が
。

だ
が
、
と
私
は
今
、
思
っ
て
い
る
。

私
は
本
当
の
と
こ
ろ
、
列
の
外
側
の
人

間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
私
は
、
あ

の
歌
を
詠
ん
だ
七
年
前
ほ
ど
に
は
、
列

に
並
ぶ
人
た
ち
と
の
距
離
を
感
じ
な
い
。

雑
煮
の
椀
を
手
に
し
て
並
ぶ
列
の
中
に

い
る
自
分
、
柔
ら
か
い
時
計
の
時
間
を

延
々
と
や
り
過
ご
す
自
分
を
、
今
の
私

は
想
像
で
き
る
。
あ
の
歌
を
「
炊
き
出

し
に
降
る
糠
雨
を
受
く
る
ご
と
雑
煮
の

椀
は
吾
の
手
に
も
あ
り
」
な
ど
と
推
敲

す
る
日
が
、
必
ず
し
も
な
い
と
は
云
い

切
れ
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
。

な
ぜ
こ
ん
な
し
み
っ
た
れ
た
こ
と
を

あ
え
て
綴
る
の
か
と
云
え
ば
、
要
す
る

に
私
は
本
書
を
、
い
た
く
共
感
し
な
が

ら
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
公
田
や
、
著
者

が
取
材
で
出
会
っ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
幾

人
か
に
も
折
々
共
感
を
覚
え
な
い
で
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
三
山
の

彼
ら
に
対
す
る
共
感
を
私
も
共
有
す
る

と
い
っ
た
て
い
の
、
共
感
の
三
段
論
法

み
た
い
な
も
の
で
、
何
と
云
っ
て
も
著

者
の
三
山
そ
の
人
に
共
感
を
抱
か
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
三
山
と
同
様
、
も
は
や
潰
し
の

き
か
な
い
年
齢
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

て
お
り
、
昨
今
は
夢
や
希
望
を
凌
駕
す

る
蹉
跌
感
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も

少
な
く
な
い
、
彼
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
人

間
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
か
、
三
山
が
、

時
に
は
自
分
と
生
き
写
し
で
あ
る
か
の

よ
う
な
錯
覚
を
感
じ
な
が
ら
読
ん
だ
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
三
山
も
、
公
田
を

捜
し
て
彷
徨
い
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス

歌
人
と
己
れ
と
が
二
重
写
し
に
な
る
の

を
時
に
禁
じ
得
な
い
。
短
歌
を
詠
み
な

が
ら
寿
の
街
の
ど
こ
か
に
隠
棲
す
る
公

田
と
、
行
く
末
に
不
安
な
い
し
絶
望
を

感
じ
な
が
ら
ペ
ン
に
す
が
る
し
か
な
い

ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
の
自
分
。

あ
る
い
は
或
る
時
、
公
田
そ
の
人
で

は
な
い
か
と
狙
い
を
定
め
て
取
材
し
た

老
人
が
い
た
。
あ
て
は
外
れ
た
が
、
老

人
か
ら
話
を
聴
く
機
会
を
得
た
。
老
人

は
か
つ
て
政
治
の
世
界
に
挑
み
、
し
く

じ
り
、
多
額
の
借
金
を
作
り
、
家
族
か

ら
も
流
離
し
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
傍
目
に
見
て
再
起
の
可

能
性
は
絶
無
と
思
わ
れ
る
の
に
、
本
人

は
楽
天
的
で
あ
り
、
今
は
一
時
的
な
試

練
の
時
に
過
ぎ
な
い
、
と
思
い
込
ん
で

い
る
。
こ
の
イ
ン
テ
リ
の
な
れ
の
果
て

に
は
、
社
会
の
右
肩
上
が
り
の
成
長
を

疑
わ
ず
育
っ
た
或
る
世
代
、
或
る
階
層

に
属
す
る
人
間
に
染
み
つ
い
た
「
甘
さ
」

が
あ
り
、
こ
の
「
甘
さ
」
は
自
分
に
も

共
通
の
も
の
だ
、
と
三
山
は
思
う
の
で

あ
る
。

こ
う
し
て
、
時
に
は
公
田
捜
し
と
い

う
本
来
の
目
的
な
ど
二
の
次
に
し
て
、

己
れ
自
身
の
不
安
と
向
き
合
う
。
云
っ

て
み
れ
ば
、
炊
き
出
し
の
列
の
外
側
か

ら
列
を
眺
め
て
い
な
が
ら
、
列
に
並
ぶ

自
分
を
思
っ
て
ば
か
り
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
本
書
に
え
も
云

わ
れ
ぬ
魅
力
を
与
え
て
い
る
。
少
な
く

と
も
、
三
山
に
ど
っ
ぷ
り
と
共
感
で
き

て
し
ま
う
私
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
魅

力
で
あ
る
。
七
年
前
に
炊
き
出
し
の
歌

を
詠
ん
だ
こ
ろ
の
私
で
あ
れ
ば
、
気
づ

か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
魅
力
。

お
そ
ら
く
、
そ
ん
な
三
山
に
共
感
す

る
人
は
、
思
い
の
ほ
か
多
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
時
代
の
逼
塞
感
、
な
ど
と

云
っ
て
し
ま
え
ば
端
的
に
過
ぎ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。
う
ら
ぶ
れ
た
自
分
の
姿
な

ん
て
数
年
前
ま
で
は
想
像
も
し
な
か
っ

た
の
に
、
今
で
は
三
山
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ

に
近
親
感
を
覚
え
る
ほ
ど
に
、
う
ら
ぶ

れ
た
己
れ
を
自
覚
し
た
り
予
感
し
た
り

で
き
る
、
そ
ん
な
人
が
私
だ
け
で
な
く

わ
り
と
い
そ
う
な
気
が
す
る
。

共
感
と
は
と
も
す
れ
ば
、
見
た
く
な

い
己
れ
の
現
実
を
、
他
者
の
中
に
見
せ

つ
け
ら
れ
る
こ
と
。
私
が
三
山
の
不
安

に
共
感
す
る
と
は
、
私
自
身
の
不
安
が

あ
か
ら
さ
ま
に
剔
り
出
さ
れ
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
だ
が
、
嫌
な
感
じ
は
し
な

い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
云
え
ば
、
三
山

が
彷
徨
い
捜
し
て
い
る
も
の
が
、
じ
つ

の
と
こ
ろ
は
公
田
耕
一
で
あ
る
よ
り
も
、

或
る
種
の
希
望
、
な
の
だ
と
い
う
と
こ

ろ
に
こ
そ
、
ひ
し
ひ
し
と
共
感
を
覚
え

る
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

不
安
や
絶
望
と
隣
り
合
わ
せ
で
生
き

て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
人
間
に
こ
そ
も

つ
こ
と
の
で
き
る
希
望
、
そ
う
い
う
希

望
を
、
三
山
は
捜
し
、
彷
徨
う
。
三
山

は
、
存
在
非
存
在
の
定
か
な
ら
ぬ
公
田

耕
一
と
い
う
歌
詠
み
に
、
希
望
、
を
感

じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
捜
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
捜
す
営
み
こ
そ
が
彼
本
人

に
と
っ
て
は
重
要
で
、
も
ち
ろ
ん
彼
は

プ
ロ
の
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
以
上
、
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そ
れ
な
り
に
段
取
り
し
な
が
ら
、
当
初

の
目
的
で
あ
る
公
田
耕
一
の
実
存
を
把

捉
す
る
た
め
の
作
業
を
怠
り
な
く
積
み

重
ね
て
い
き
は
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

本
当
は
途
中
か
ら
、
公
田
が
見
つ
か
る

か
ど
う
か
な
ん
て
こ
と
は
ど
う
で
も
よ

く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
を
ホ
ー

ム
レ
ス
歌
人
発
見
譚
と
信
じ
て
こ
れ
か

ら
読
も
う
と
す
る
方
に
は
、
こ
ん
な
こ

と
暴
露
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
し
れ
な
い

が
、
実
際
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
公
田
耕

一
そ
の
人
は
つ
い
に
見
つ
か
ら
な
い
。

そ
し
て
、
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
そ
れ

は
そ
れ
で
一
向
に
構
わ
な
い
、
と
い
う

私
の
読
後
感
は
、
た
ぶ
ん
本
書
を
読
ん

だ
大
半
の
人
の
読
後
感
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

三
山
が
、
相
変
わ
ら
ず
不
安
や
絶
望

と
有
縁
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
不
首

尾
に
終
わ
っ
た
公
田
捜
し
を
経
て
、
或

る
種
の
希
望
を
も
ち
続
け
る
こ
と
へ
の

確
信
に
到
っ
た
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
な

の
で
あ
る
。
そ
の
希
望
は
、
私
た
ち

（
三
山
同
様
日
々
不
安
や
と
も
す
れ
ば

絶
望
に
囚
わ
れ
が
ち
な
）
も
ま
た
、
も

つ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
本
書
は
、

私
た
ち
へ
の
応
援
歌
み
た
い
な
も
の
で

も
あ
る
。
諧
調
は
う
ら
ぶ
れ
て
い
る
が
、

う
ら
ぶ
れ
た
調
子
の
応
援
歌
が
あ
っ
て

も
い
い
。
し
て
み
る
と
、
本
書
は
『
ホ
ー

ム
レ
ス
歌
人
の
い
た
冬
』
と
タ
イ
ト
ル

が
付
い
て
い
る
が
、
じ
つ
は
三
山
喬
物

語
な
の
だ
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。

し
か
し
待
て
。
公
田
耕
一
な
く
し
て
三

山
喬
物
語
な
し
、
な
の
で
は
な
い
か
。

で
あ
る
か
ら
に
は
も
う
少
し
公
田
に
も
、

眼
差
し
を
向
け
ね
ば
な
る
ま
い
。

パ
ン
の
み
で
生
き
る
に
あ
ら
ず
配
給

の
パ
ン
の
み
み
に
て
一
日
生
き
る

温
か
き
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
抱
き
て
寝
て

覚
め
れ
ば
冷
え
し
コ
ー
ヒ
ー
啜
る

い
ず
れ
も
公
田
耕
一
の
作
。
三
十
数

首
の
中
で
私
が
佳
い
と
思
っ
た
二
首
で

あ
る
。
口
語
と
文
語
が
混
在
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
気
に
な
ら
な
い
。
一
首

目
に
は
、
き
れ
い
ご
と
に
生
活
感
を
こ

め
た
語
呂
合
わ
せ
で
切
り
返
す
諧
謔
味

が
あ
る
。
二
首
目
は
、
下
の
句
を
「
覚

む
れ
ば
冷
め
し
」
な
ど
と
し
て
み
て
は

ど
う
か
な
ん
て
、
つ
い
添
削
し
て
み
た

く
な
り
な
が
ら
、
一
夜
の
時
間
の
推
移

を
温
度
感
覚
に
置
き
換
え
る
感
性
は
、

こ
の
ま
ま
で
十
分
に
面
白
い
。

三
山
喬
を
介
在
さ
せ
ず
公
田
耕
一
の

歌
そ
の
も
の
と
向
き
合
い
か
け
て
、
あ

あ
そ
う
か
、
と
気
づ
く
の
は
、
さ
っ
き

は
確
か
、
私
が
公
田
に
共
感
す
る
の
は
、

三
山
の
公
田
へ
の
共
感
を
共
有
す
る
と

い
う
共
感
の
三
段
論
法
み
た
い
な
も
の
、

な
ど
と
記
し
た
け
れ
ど
も
、
三
山
を
介

在
さ
せ
ず
公
田
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
共
感

な
い
し
近
親
感
を
覚
え
る
と
こ
ろ
も
あ

る
。
だ
っ
て
公
田
と
私
は
ど
ち
ら
も
歌

詠
み
だ
か
ら
。
三
山
を
抜
き
に
し
て
公

田
と
歌
に
つ
い
て
語
り
合
い
た
い
気
持

ち
さ
え
よ
ぎ
る
が
、
こ
の
稿
は
公
田
の

歌
の
歌
評
で
な
く
『
ホ
ー
ム
レ
ス
歌
人

の
い
た
冬
』
と
い
う
三
山
喬
物
語
の
書

評
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
や
っ

ぱ
り
三
山
を
抜
き
に
す
る
の
は
よ
そ
う
。

三
山
が
、
公
田
捜
し
の
手
が
か
り
に

し
た
歌
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。「

親
不
孝
通
り
と
言
へ
ど
親
も
な
く

親
に
も
な
れ
ず
た
だ
立
ち
尽
く
す
」

（
親
不
孝
通
り
と
い
う
古
い
通
り
名
を

知
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
横
浜
近
辺
の

出
身
者
か
）
。
「
雨
降
れ
ば
水
槽
の
底

に
ゐ
る
如
く
図
書
館
の
地
下
で
ミ
ス
テ

リ
ー
読
む
」
（
水
槽
の
底
に
い
る
と
感

じ
ら
れ
る
造
り
の
図
書
館
と
云
え
ば
中

央
図
書
館
。
そ
こ
に
出
入
り
す
る
ホ
ー

ム
レ
ス
を
当
た
れ
ば
あ
る
い
は
…
）
。

「
日
産
を
リ
ス
ト
ラ
に
な
り
流
れ
来
た

る
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
隣
り
て
眠
る
」
（
他

人
を
詠
ま
な
い
公
田
が
、
こ
の
ブ
ラ
ジ

ル
人
の
こ
と
は
二
首
詠
ん
で
い
る
。
彼

を
捜
し
出
せ
ば
公
田
情
報
を
得
ら
れ
る

の
で
は
…
）
。
「
胸
を
病
み
医
療
保
護

受
け
ド
ヤ
街
の
柩
の
や
う
な
一
室
に
居

る
」
（
路
上
生
活
し
て
い
た
公
田
が
、

或
る
時
か
ら
ド
ヤ
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

た
。
医
療
保
護
受
給
者
の
線
か
ら
当
た
っ

て
み
よ
う
か
…
）
。

こ
う
し
た
手
が
か
り
に
従
っ
て
、
三

山
は
寿
の
街
を
さ
す
ら
う
。
ホ
ー
ム
レ

ス
支
援
団
体
に
も
出
入
り
し
、
こ
こ
で

公
田
を
名
乗
る
人
物
か
ら
電
話
が
あ
っ

た
と
聞
き
、
キ
ミ
ダ
か
コ
ウ
ダ
か
と
思
っ

て
い
た
公
田
が
、
じ
つ
は
「
ク
デ
ン
」

だ
と
知
る
。
そ
し
て
横
浜
市
南
部
に
公

田
町
な
る
地
名
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、

も
し
か
し
て
公
田
耕
一
は
、
公
田
町
に

戦
後
建
ち
並
ん
だ
団
地
で
育
っ
た
団
塊

の
世
代
の
人
な
の
で
は
、
と
想
像
し
た

り
も
す
る
。
公
田
の
歌
に
グ
レ
コ
の
歌
、

ダ
リ
の
絵
、
塚
本
邦
雄
の
歌
集
の
題
だ

と
か
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
教
養
人

に
違
い
な
い
と
は
従
前
か
ら
憶
測
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
教
養

の
あ
り
そ
う
な
ホ
ー
ム
レ
ス
を
捜
し
歩

く
う
ち
に
、
古
本
集
め
を
し
て
い
る
或

る
男
が
「
一
日
を
歩
き
て
暮
ら
す
わ
が

身
に
は
雨
は
し
た
た
か
無
援
に
も
降
る
」

と
い
う
歌
を
見
て
、
「
『
無
援
に
も
』

と
い
う
の
が
、
本
を
詰
め
た
袋
を
抱
え

て
び
し
ょ
濡
れ
に
な
る
感
じ
だ
と
、
よ

け
い
ぴ
っ
た
り
く
る
」
と
指
摘
し
「
あ

の
人
で
は
な
い
か
」
と
云
う
の
で
、
古

本
集
め
し
て
い
る
イ
ン
テ
リ
っ
ぽ
い
老

人
に
狙
い
を
定
め
て
接
近
し
て
み
た
と

こ
ろ
、
そ
れ
は
先
述
の
、
か
つ
て
政
治

に
志
し
た
老
人
で
あ
っ
た
り
も
し
た
。

公
田
捜
し
の
過
程
を
辿
り
な
が
ら
ド

ヤ
街
・
寿
の
街
の
現
況
を
描
く
あ
た
り
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は
、
さ
す
が
に
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
の
仕
事

で
あ
る
が
、
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、

公
田
耕
一
は
見
つ
か
ら
な
い
。
三
山
自

身
も
、
そ
れ
で
仕
方
な
い
と
諦
め
、
む

し
ろ
見
つ
か
ら
な
く
て
よ
か
っ
た
と
も

思
っ
て
い
る
。
無
責
任
み
た
い
だ
が
、

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
三
山
の
公
田

捜
し
は
、
希
望
、
を
求
め
て
の
彷
徨
だ
っ

た
の
だ
か
ら
、
公
田
発
見
の
成
否
は
、

じ
つ
は
ど
う
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
で

は
、
三
山
喬
が
公
田
耕
一
な
る
ホ
ー
ム

レ
ス
歌
人
に
感
じ
、
捜
し
求
め
、
彷
徨

の
末
に
改
め
て
か
み
し
め
た
、
希
望
、

と
は
何
か
。

そ
れ
は
一
言
で
云
え
ば
「
表
現
す
る

こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
境
涯

に
立
ち
至
ろ
う
と
も
短
歌
と
い
う
表
現

手
段
を
持
し
て
い
る
公
田
耕
一
は
、
幸

い
な
る
か
な
。
「
表
現
す
る
こ
と
」
が

希
望
で
あ
る
と
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
な
が

ら
、
三
山
は
、
公
田
へ
の
相
聞
歌
め
い

た
歌
を
詠
ん
だ
各
地
の
投
稿
者
へ
の
取

材
を
通
し
て
も
、
ま
た
は
、
彷
徨
の
途

中
で
立
ち
寄
っ
た
識
字
教
室
で
も
、
そ

の
こ
と
を
確
認
し
、
確
信
し
、
そ
う
し

て
自
身
の
、
希
望
、
を
か
み
し
め
た
の

で
あ
る
。
自
分
に
も
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
と

し
て
「
表
現
す
る
こ
と
」
が
あ
る
。
こ

れ
を
希
望
と
し
て
、
も
う
少
し
踏
ん
張
っ

て
み
よ
う
、
と
。

私
は
三
山
の
、
希
望
、
に
共
感
す
る
。

「
表
現
す
る
こ
と
」
は
私
に
と
っ
て
も

希
望
。
そ
れ
は
同
時
に
公
田
に
対
す
る
、

三
山
を
抜
き
に
し
た
ダ
イ
レ
ク
ト
な
共

感
で
も
あ
る
。
公
田
と
私
と
の
間
に
あ

る
共
感
は
、
三
山
に
は
申
し
訳
な
い
が

「
表
現
す
る
こ
と
」
な
ん
て
漠
た
る
も

の
で
は
な
い
。
歌
詠
み
同
士
だ
か
ら
通

じ
合
え
る
、
短
歌
と
い
う
希
望
そ
の
も

の
。瓢

箪
の
鉢
植
え
を
売
る
店
先
に
軽
風

立
て
ば
瓢
箪
揺
れ
る

公
田
耕
一
の
、
「
朝
日
歌
壇
」
最
後

の
入
選
作
で
あ
る
。
公
田
は
こ
の
一
首

で
、
己
れ
が
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
な
ど
と

冠
す
る
こ
と
を
要
さ
な
い
一
介
の
歌
詠

み
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
だ
と
思

う
。
そ
し
て
飄
然
と
世
上
か
ら
姿
を
く

ら
ま
し
た
。
歌
は
、
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」

で
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
歌
詠
み

と
し
て
の
公
田
耕
一
の
希
望
そ
の
も
の
。

あ
あ
、
い
つ
し
か
私
に
と
っ
て
も
、
歌

は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る

気
が
し
て
き
て
、
主
人
公
・
三
山
を
尻

目
に
、
公
田
に
返
歌
を
贈
り
た
く
な
っ

た
。熟

柿
ひ
と
つ
枝
に
残
さ
れ
落
ち
さ
う

に
軽
風
立
た
ば
と
待
つ
冬
の
空

（
東
海
教
育
研
究
所
刊
、
二
〇
一
一
年
三
月
、

一
八
九
〇
円
）

大
森
義
太
郎
は
昭
和
初
期
の
共
産
党

弾
圧
事
件
、
三
・
一
五
事
件
と
関
連
し

て
東
京
帝
国
大
学
助
教
授
を
辞
任
さ
せ

ら
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
者
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
義
太
郎
の

子
・
大
森
映
に
よ
る
評
伝
『
労
農
派
の

昭
和
史
―
大
森
義
太
郎
の
生
涯
』
（
三
樹

書
房
、
一
九
八
九
年
）
で
は
、
権
力
と
抗

い
、
左
翼
運
動
で
も
主
流
で
あ
る
講
座

派
に
抵
抗
し
た
大
森
を
「
反
骨
血
筋
を

引
く
」
人
物
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。

大
森
が
東
大
助
教
授
を
辞
任
し
た
と
き

「
や
っ
ぱ
り
、
お
じ
い
さ
ん
の
血
は
争

え
な
い
」
と
母
親
が
つ
ぶ
や
い
た
と
い

う
。
大
森
の
祖
父
が
原
胤
昭
で
あ
っ
た
。

大
森
義
太
郎
に
く
ら
べ
て
、
原
胤
昭

の
生
涯
や
思
想
に
つ
い
て
は
一
般
的
に

は
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
関
心
が
大
き

い
わ
け
で
は
な
い
。
大
森
映
の
評
伝
に

は
原
の
反
骨
ぶ
り
と
生
涯
が
簡
明
に
ま

と
め
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
部
を
引

用
し
て
原
胤
昭
の
一
生
を
紹
介
し
て
お

く
。「

原
は
江
戸
・
八
丁
堀
の
与
力
に
生

ま
れ
、
少
年
時
代
、
跡
を
継
い
だ
が
、

御
一
新
で
幕
府
が
崩
壊
す
る
と
、
ど
う

い
う
動
機
か
分
ら
ぬ
が
、
米
人
宣
教
師

カ
ロ
ー
ザ
ス
の
洗
礼
を
受
け
て
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
と
な
っ
た
。
…
…
文
書
伝
道
の

た
め
十
字
屋
…
…
を
創
め
、
続
い
て
神

田
須
田
町
に
絵
草
紙
屋
を
開
く
」
こ
と

に
な
っ
た
。
自
由
民
権
運
動
が
高
ま
り

政
府
の
弾
圧
が
激
し
く
な
る
と
「
眠
っ

て
い
た
反
骨
精
神
を
起
こ
し
た
原
は
商

売
も
の
の
絵
草
紙
を
使
っ
て
一
矢
む
く

い
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
」
。
版
画
家

の
小
林
清
親
に
「
自
由
民
権
志
士
の
絵

姿
を
か
か
せ
、
自
分
が
戯
言
の
よ
う
な

文
章
を
書
き
、
『
天
福
六
家
選
』
と
名

づ
け
て
売
り
出
し
た
」
。
そ
の
結
果
、

原
は
新
聞
紙
条
例
で
拘
引
さ
れ
、
石
川

島
監
獄
へ
入
獄
さ
せ
ら
れ
た
。
「
当
時

の
石
川
島
監
獄
は
地
獄
部
屋
さ
な
が
ら

で
、
凄
惨
な
体
験
を
し
た
原
は
出
獄
後
、

受
刑
者
を
護
る
た
め
教
誨
師
と
な
り
、

さ
ら
に
出
獄
者
の
更
生
を
は
か
る
免
囚

事
業
を
始
め
て
一
生
を
終
え
た
」
（
八
一

〜
八
三
頁
）
。
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本
の
紹
介

片
岡

優
子
著

『
原
胤
昭
の
研
究

生
涯
と
事
業
』

田

中

和

男

（
龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
）



大
森
の
母
は
原
胤
昭
の
長
女
百
合
で

あ
り
、
紀
州
徳
川
家
の
下
級
士
族
出
身

で
日
本
郵
船
社
員
で
あ
っ
た
大
森
啓
助

と
結
婚
し
た
。
啓
助
の
父
も
キ
リ
ス
ト

教
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト

教
と
社
会
活
動
の
影
響
と
思
わ
れ
る
の

は
、
義
太
郎
の
妹
・
山
本
松
代
は
、
戦

前
に
は
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
職
員
と
し
て
教

育
に
係
わ
り
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
が
、

戦
後
農
林
省
生
活
改
善
課
長
と
し
て
新

生
活
運
動
に
取
り
組
ん
だ
。
末
弟
は
牧

師
に
な
っ
た
と
い
う
（
片
倉
和
人
「
生
活

改
善
普
及
事
業
の
思
想
―
山
本
松
代
と
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
田
中
宣
一
編
『
暮
ら
し
の

革
命
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
一
一
年
）
。

大
森
映
の
紹
介
で
は
「
免
囚
事
業
を

始
め
て
一
生
を
終
え
た
」
と
一
言
で
片

付
け
ら
れ
て
い
る
原
胤
昭
の
生
涯
を
、

家
職
で
あ
る
幕
府
与
力
と
い
う
出
自
の

問
題
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
の
動
機
、

さ
ら
に
な
ぜ
出
獄
者
の
更
生
を
志
し
、

い
か
に
実
践
し
た
の
か
、
ま
た
半
官
製

組
織
で
あ
る
中
央
慈
善
協
会
、
東
京
府

慈
善
協
会
で
の
活
動
な
ど
、
原
の
生
涯

と
福
祉
実
践
の
全
体
像
を
、
同
時
代
の

資
料
と
原
自
身
の
論
文
・
回
顧
を
渉
猟

し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
が
片
岡
優

子
さ
ん
の
大
著
『
原
胤
昭
の
研
究
』
で

あ
る
。

片
岡
さ
ん
は
社
会
人
を
経
験
し
た
の

ち
福
岡
県
立
大
学
で
改
め
て
社
会
福
祉

学
を
学
び
、
同
大
学
院
と
関
西
学
院
大

学
大
学
院
博
士
課
程
で
原
胤
昭
研
究
を

深
め
ら
れ
た
。
本
書
は
そ
の
博
士
論
文

と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
出
版
に
つ
い
て

は
社
会
事
業
史
学
会
に
よ
り
刊
行
費
助

成
を
受
け
て
い
る
。
文
献
目
録
、
索
引

を
含
め
て
約
四
〇
〇
頁
の
大
著
で
あ
る
。

社
会
福
祉
の
歴
史
の
分
野
で
も
個
人

の
実
践
・
活
動
に
対
象
を
絞
っ
た
研
究

が
活
発
で
あ
り
、
先
駆
者
の
顕
彰
で
は

な
く
客
観
的
な
検
証
の
段
階
に
入
っ
て

き
て
い
る
。
室
田
保
夫
著
『
留
岡
幸
助

の
研
究
』
、
教
育
史
か
ら
は
二
井
仁
美

著
『
留
岡
幸
助
と
家
庭
学
校
』
な
ど
業

績
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
財

界
人
で
も
あ
る
渋
沢
栄
一
に
つ
い
て
も

社
会
福
祉
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
大
竹
ま

こ
と
『
渋
沢
栄
一
の
社
会
福
祉
思
想
』

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
北
京
に
女
子
養

育
施
設
（
崇
貞
学
園
）
を
開
設
し
た
清
水

安
三
に
つ
い
て
は
福
祉
史
の
観
点
か
ら

で
は
な
い
が
太
田
哲
男
著
『
清
水
安
三

と
中
国
』
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
中
で
、
比
較
的
地
味
な
免
囚
保
護
の

分
野
の
先
駆
者
に
当
た
る
原
胤
昭
の
実

像
を
福
祉
史
の
中
で
明
確
に
し
よ
う
と

す
る
本
書
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
な
に

は
と
も
あ
れ
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。

原
胤
昭
の
仕
事
は
、
本
書
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
犯
罪
者
の
更
生
と
い

う
司
法
福
祉
の
分
野
に
止
ま
ら
ず
、
全

国
の
慈
善
事
業
施
設
の
実
態
を
調
査
し

た
報
告
書
の
作
成
、
東
京
の
細
民
地
区

改
善
事
業
へ
の
関
与
な
ど
貧
困
・
部
落

問
題
に
係
っ
て
い
た
。
社
会
事
業
と
融

和
・
部
落
問
題
に
わ
た
る
活
動
を
し
た

こ
と
も
興
味
深
い
。

本
書
の
構
成
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

序
章
で
原
胤
昭
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

の
不
備
、
と
り
わ
け
資
料
的
な
曖
昧
さ

が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
原
の

監
獄
改
良
か
ら
免
囚
保
護
事
業
へ
の
変

遷
と
意
義
を
新
資
料
の
発
掘
に
よ
り
証

明
す
る
と
い
う
課
題
を
明
確
に
す
る
。

第
１
章
か
ら
本
論
に
入
り
、
ペ
リ
ー
来

航
の
一
八
五
三
年
、
町
奉
行
所
与
力
佐

久
間
家
に
生
ま
れ
た
胤
昭
が
母
の
実
家

で
同
職
の
与
力
を
務
め
る
原
家
に
養
子

と
な
っ
た
経
緯
、
家
職
の
意
義
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
徳
川
家
の
家
臣
で
あ
り

犯
罪
に
係
る
家
職
が
原
の
天
職
を
方
向

づ
け
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
第
２
章

で
幕
府
の
崩
壊
の
後
、
キ
リ
ス
ト
教

（
長
老
派
）
の
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
、

こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
も
原
の
生
涯

を
決
定
づ
け
た
。
前
述
の
大
森
映
が
紹

介
し
た
よ
う
に
自
由
民
権
と
関
連
し
て

新
聞
紙
条
例
違
反
で
捕
ら
え
ら
れ
た
経

験
が
、
監
獄
改
良
・
出
獄
人
保
護
へ
の

道
を
決
定
し
た
。
第
３
・
４
章
で
は
兵

庫
仮
留
監
・
北
海
道
集
治
監
で
の
教
誨

師
と
し
て
の
原
の
実
践
と
思
想
が
語
ら

れ
る
。
神
戸
時
代
で
は
ア
メ
リ
カ
ン
・

ボ
ー
ド
（
同
志
社
派
）
の
宣
教
医
・
Ｊ
Ｃ

ベ
リ
ー
と
の
関
係
を
述
べ
教
誨
方
法
と

し
て
「
カ
ー
ド
」
方
式
を
用
い
た
こ
と

が
紹
介
さ
れ
る
。
北
海
道
時
代
に
は

「
鎖
塚
」
に
象
徴
さ
れ
る
囚
人
労
働
に

対
す
る
原
の
批
判
、
同
じ
監
獄
改
良
を

志
す
留
岡
と
の
邂
逅
、
真
宗
派
教
誨
師

の
宗
派
的
教
誨
に
対
し
て
、
原
は
道
義

的
教
誨
を
重
視
し
、
両
派
の
争
い
の
結

果
キ
リ
ス
ト
教
派
の
連
袂
辞
職
に
至
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

第
５
・
６
章
で
は
、
一
八
九
七
年
に

創
設
さ
れ
た
東
京
出
獄
人
保
護
所
で
の

援
助
方
法
、
財
政
状
態
な
ど
が
大
正
期

の
時
期
ま
で
を
含
め
て
検
討
さ
れ
る
。

第
７
章
で
は
一
九
〇
〇
年
の
内
務
官
僚

を
中
心
に
し
た
組
織
さ
れ
た
貧
民
研
究

会
か
ら
〇
八
年
中
央
慈
善
協
会
の
組
織

化
、
協
会
幹
事
と
し
て
機
関
誌
『
慈
善
』

を
編
集
し
た
時
期
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

同
協
会
は
内
務
省
細
民
調
査
に
関
与
し
、

原
も
幹
事
と
し
て
全
国
の
福
祉
施
設
を

訪
問
し
『
全
国
慈
善
事
業
報
告
書
』
を

ま
と
め
た
。
第
８
章
で
は
、
石
井
十
次

と
の
出
会
い
の
後
、
岡
山
孤
児
院
東
京

地
方
委
員
と
し
て
孤
児
救
済
事
業
に
原

が
係
る
だ
け
で
は
な
く
、
児
童
虐
待
問

題
に
も
深
く
関
与
し
た
こ
と
が
新
資
料

を
用
い
て
解
明
さ
れ
る
。
第
９
章
で
は
、
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東
京
府
慈
善
協
会
の
活
動
と
原
と
の
関

係
が
究
明
さ
れ
る
。
原
は
一
九
一
七
年
、

中
央
慈
善
協
会
幹
事
を
辞
任
す
る
と
ほ

ぼ
同
時
に
、
東
京
府
慈
善
協
会
の
設
立

に
関
与
す
る
。
そ
の
独
自
な
事
業
と
し

て
救
済
委
員
の
設
立
、
「
細
民
地
区
改

善
事
業
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
10
章
で

は
、
一
九
四
二
年
の
死
に
至
る
昭
和
期

の
原
の
動
向
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

最
後
の
「
結
び
に
か
え
て
」
で
、
本
書

を
概
観
し
、
原
の
前
半
生
の
分
析
に
関

し
て
は
回
顧
録
な
ど
に
依
存
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
な
ど
の
問
題
点
と
、
本
書

で
な
さ
れ
た
の
は
原
の
事
業
の
「
基
礎

的
な
部
分
」
の
解
明
に
過
ぎ
な
い
こ
と

が
控
え
め
に
語
ら
れ
て
い
る
。
残
さ
れ

た
課
題
と
し
て
、
小
河
滋
次
郎
と
の
係

わ
り
、
原
自
身
の
思
想
、
信
仰
の
内
容

な
ど
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
ど
が
例
示

さ
れ
て
い
る
。

片
岡
さ
ん
は
、
原
が
監
獄
改
良
と
出

獄
人
保
護
を
終
生
の
仕
事
と
し
て
選
ん

だ
契
機
と
し
て
、
幕
臣
と
し
て
の
出
自

や
与
力
と
い
う
家
職
と
キ
リ
ス
ト
教
の

信
仰
に
特
に
注
目
し
て
い
る
。
出
自
の

問
題
と
、
武
士
と
し
て
の
家
庭
教
育
が

キ
リ
ス
ト
教
入
信
に
も
関
係
し
て
い
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
江
戸
の
治
安
・

犯
罪
防
止
に
係
る
家
職
で
あ
る
与
力
は

原
を
監
獄
改
良
へ
の
関
心
と
結
び
つ
き

や
す
く
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
後
知
恵
で
は
な
い
か

考
え
ら
れ
る
。
出
獄
人
保
護
を
一
生
の

仕
事
と
し
て
選
ん
だ
後
に
振
り
返
る
と

そ
う
言
え
て
も
、
与
力
と
し
て
の
経
験

が
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
監
獄
改
良
の

道
を
選
ん
だ
と
言
え
る
の
か
。
明
治
維

新
で
一
五
歳
と
い
う
年
齢
的
に
い
っ
て

も
原
に
家
職
の
意
義
が
自
覚
さ
れ
た
と

は
思
わ
れ
な
い
。

こ
の
あ
た
り
は
、
片
岡
さ
ん
も
自
覚

し
て
い
る
よ
う
に
、
若
い
時
代
の
原
に

つ
い
て
は
回
顧
を
資
料
に
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、

資
料
的
限
界
以
上
に
、
問
題
は
方
法
的

な
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
片
岡
さ
ん
は
与

力
の
内
実
の
説
明
に
も
多
く
を
原
の
回

顧
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
原
の

証
言
と
は
異
な
る
武
士
や
与
力
の
実
態

を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
原
と
い
う
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

〇
世
紀
を
生
き
た
個
人
の
実
践
と
思
想

を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
彼
／
彼
女
が

生
き
た
時
代
・
状
況
に
対
し
て
の
も
う

少
し
広
い
関
心
が
、
研
究
者
に
は
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

例
示
さ
れ
る
「
粋
で
か
た
め
た
八
丁

堀
の
旦
那
衆
」
で
あ
る
与
力
が
華
美
で

ア
ウ
ト
ロ
ー
的
な
存
在
と
見
な
さ
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
「
町
人
に

近
い
武
士
」
で
あ
る
与
力
と
し
て
の
原

が
「
社
会
的
弱
者
へ
の
共
感
」
を
持
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
「
公
儀
の
威
光
」

を
か
さ
に
き
て
「
非
人
」
を
含
む
捕
り

方
を
使
っ
て
犯
罪
人
を
捕
ま
え
る
権
力

的
な
役
割
を
町
奉
行
所
の
与
力
・
同
心

は
も
っ
た
。
武
士
・
幕
臣
の
中
で
も
排

除
さ
れ
が
ち
な
「
旗
本
御
家
人
の
下
位

に
座
し
た
小
吏
」
（
二
五
頁
所
引
の
原
の

言
葉
）
と
し
て
の
与
力
と
い
う
被
差
別
意

識
が
原
に
犯
罪
者
へ
の
共
感
を
育
ん
だ

の
か
も
し
れ
な
い
。
江
戸
に
は
町
人
以

外
の
裏
長
屋
の
住
民
が
お
り
、
さ
ら
に

非
人
・
無
宿
が
生
活
し
た
。
留
岡
幸
助

が
非
行
少
年
の
更
生
問
題
に
関
心
を
持

つ
契
機
は
商
人
の
子
と
し
て
生
き
る
被

差
別
意
識
で
あ
っ
た
（
と
後
に
語
っ
て
い

る
）
。

原
家
の
祖
先
と
挙
げ
ら
れ
る
千
葉
氏

が
源
頼
朝
と
対
等
な
武
士
と
し
て
の
威

光
を
持
っ
て
い
た
の
と
、
与
力
と
し
て

の
原
家
が
幕
府
の
旗
本
・
御
家
人
と
し

て
武
士
意
識
を
伝
承
し
よ
う
と
し
た
の

と
は
武
士
と
は
い
っ
て
も
、
全
然
、
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
徳
川
家

の
家
僕
と
し
て
の
武
士
意
識
が
、
維
新

の
後
、
新
政
府
の
官
吏
に
ス
ム
ー
ス
に

転
換
し
た
の
か
。
そ
の
辺
の
説
明
は
少

な
い
。

原
が
終
世
、
キ
リ
ス
ト
者
だ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
片
岡
さ
ん
の
大

著
を
以
て
し
て
も
、
そ
の
入
信
の
動
機

は
明
確
で
は
な
い
。
経
緯
は
書
か
れ
て

い
る
。
動
機
と
し
て
も
回
顧
の
引
用
で

原
家
に
養
子
に
な
る
前
の
「
家
庭
の
訓

育
」
で
「
欧
米
先
進
国
の
文
化
が
基
督

教
に
胎
胚
」
し
て
い
る
と
教
え
ら
れ
た

こ
と
が
「
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
す
る
た

め
の
素
地
」
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
西
洋
の
文
明
化
の
基
盤
に
キ
リ

ス
ト
教
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
開
国
派

の
幕
臣
・
福
沢
諭
吉
の
文
明
論
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
尊
王
敬
幕
を
訴
え
る

水
戸
学
派
の
会
沢
安
『
新
論
』
の
認
識

で
も
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
言
説
自
体
に

不
可
解
さ
は
な
い
。
福
沢
は
幕
藩
時
代

の
門
閥
制
度
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
距
離
を
と
っ
た
。

会
沢
は
民
衆
を
た
ぶ
ら
か
す
キ
リ
ス
ト

教
を
排
除
す
る
。
原
の
ほ
う
は
、
幕
府

の
武
士
・
与
力
と
し
て
の
意
識
は
保
持

し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
接
近
し

た
と
評
価
す
る
。
原
に
と
っ
て
は
信
仰

よ
り
も
、
文
明
化
の
効
果
に
対
す
る
期

待
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る

と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
監
獄
改
良
・

出
獄
人
保
護
も
日
本
の
文
明
化
に
係
る

と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

う
と
は
言
え
な
い
ら
し
い
。
キ
リ
ス
ト

教
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
「
神
の
前
に
人

は
み
な
平
等
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
」

を
学
び
、
「
信
仰
に
基
づ
く
人
道
的
な

愛
と
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
自
由
」

が
明
治
初
期
に
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
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た
際
の
活
動
を
方
向
づ
け
た
と
い
う
（
八

三
頁
）
。

与
力
と
い
う
家
職
、
キ
リ
ス
ト
教
の

平
等
観
も
原
が
天
職
と
し
て
監
獄
改
良
・

出
獄
人
保
護
の
道
を
選
ぶ
た
め
の
決
定

的
な
契
機
で
は
な
く
、
錦
絵
の
発
行
に

よ
っ
て
原
が
出
版
条
例
・
新
聞
紙
条
例

違
反
で
一
八
八
三
年
に
禁
固
三
か
月
罰

金
三
〇
円
の
判
決
を
受
け
、
原
が
与
力

時
代
に
見
回
り
役
を
し
た
人
足
寄
場
を

改
築
し
た
石
川
島
監
獄
に
収
監
さ
れ
る

経
験
が
必
要
で
あ
っ
た
。
在
監
中
に

「
受
刑
者
た
ち
に
福
音
を
つ
た
え
た
経

験
」
が
教
誨
師
就
任
の
契
機
と
な
り
、

受
刑
者
と
し
て
教
誨
師
と
し
て
監
獄
の

悲
惨
な
状
況
を
体
験
・
実
見
し
た
こ
と

が
監
獄
改
良
と
出
獄
人
保
護
の
必
要
を

自
覚
さ
せ
た
。
し
か
し
、
片
岡
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
教
誨
師
と
し
て
受
刑
者
に
伝

え
よ
う
と
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と

い
う
宗
派
に
偏
っ
た
宗
教
的
教
義
で
は

な
く
、
受
刑
者
が
良
民
と
し
て
立
ち
直

る
た
め
の
「
道
義
的
教
誨
」
で
あ
っ
た

と
い
う
。
こ
の
立
場
か
ら
、
宗
派
的
な

教
誨
を
主
張
す
る
浄
土
真
宗
派
の
教
誨

師
と
対
立
し
、
キ
リ
ス
ト
教
派
教
誨
師

の
連
袂
辞
職
に
帰
結
す
る
。
宗
派
を
選

択
で
き
な
い
受
刑
者
の
信
教
の
自
由
を

保
障
す
る
た
め
に
は
、
宗
派
の
偏
ら
な

い
「
道
義
的
教
誨
」
に
止
ま
る
必
要
が

あ
る
、
と
い
う
主
張
は
一
理
あ
る
。
し

か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
つ
た
え
る

行
為
は
十
分
宗
派
的
だ
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
国
家
の
手
に
よ
っ
て
道
義
的
教

誨
を
与
え
る
こ
と
は
、
受
刑
者
個
人
の

信
教
・
信
条
の
自
由
の
境
界
に
踏
み
込

む
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

原
の
国
家
・
政
治
観
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
社
会
観
に
つ
い
て
も
本
書
の
言
及

は
少
な
い
。
原
の
活
動
、
生
涯
の
一
貫

し
た
性
格
と
し
て
、
原
の
在
野
性
、
国

家
・
政
治
か
ら
距
離
を
置
い
た
生
き
方

が
記
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し

て
の
自
由
、
信
教
・
言
論
の
自
由
の
主

張
を
片
岡
さ
ん
が
評
価
す
る
の
も
、
そ

の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
原
は
自
ら
の
出
獄

人
保
護
事
業
を
私
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
に
こ
だ
わ
り
、
官
公
庁
か
ら
の
助
成

金
を
拒
否
し
、
犯
罪
者
へ
の
懲
戒
主
義

を
重
視
す
る
司
法
省
と
は
一
線
を
画
し

た
。
し
か
し
一
九
二
二
年
司
法
省
保
護

課
長
に
宮
城
長
五
郎
が
就
任
し
て
、
原

の
教
化
主
義
を
採
用
し
た
た
め
、
「
原

と
司
法
省
と
の
確
執
は
過
去
の
も
の
」

と
な
っ
た
と
い
う
（
三
四
三
頁
）
。
原
が

一
般
的
に
は
官
製
団
体
と
見
做
さ
れ
る

中
央
慈
善
協
会
に
関
与
し
た
の
も
「
一

九
一
七
年
に
至
る
ま
で
民
間
の
私
設
団

体
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
」
（
二
五
三

頁
な
ど
）
、
一
七
年
以
降
、
東
京
府
慈
善

協
会
に
関
与
す
る
の
も
、
そ
れ
が
自
主

的
な
団
体
と
い
え
な
く
と
も
「
東
京
府

と
連
携
し
て
」
府
民
の
た
め
に
貧
困
・

障
害
へ
の
支
援
を
行
っ
た
こ
と
に
あ
る

と
し
て
い
る
（
三
三
二
頁
）
。

東
京
府
慈
善
協
会
は
「
貧
困
を
個
人

の
怠
惰
の
結
果
と
把
握
せ
ず
に
、
『
細

民
』
を
社
会
組
織
の
欠
陥
に
よ
り
生
じ

た
人
々
と
し
て
捉
え
た
」
と
い
う
（
同
頁
）
。

協
会
に
積
極
的
に
関
与
し
た
原
も
同
様

の
視
座
を
共
有
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
ど
う
い
う
社
会
組
織
の
欠
陥
が

貧
困
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
点
の
議
論

の
追
求
は
、
本
書
で
は
不
十
分
と
思
わ

れ
る
。
原
自
身
に
社
会
に
関
す
る
議
論

が
欠
如
す
る
の
か
、
片
岡
さ
ん
自
身
に

そ
の
問
題
意
識
が
な
い
の
か
、
は
分
ら

な
い
。
教
誨
師
就
任
以
来
、
出
獄
人
保

護
の
実
践
で
原
が
先
駆
的
に
行
っ
た
と

著
者
が
評
価
す
る
個
人
別
の
「
カ
ー
ド
」

の
記
録
が
そ
の
本
人
の
社
会
的
基
盤
を

追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
気
に

か
か
る
点
で
あ
る
。
中
央
慈
善
協
会
、

東
京
府
慈
善
協
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て

原
が
行
っ
た
細
民
・
細
民
地
区
に
関
し

て
も
、
貧
困
者
一
般
な
の
か
、
「
細
民

部
落
」
と
い
う
表
現
に
あ
る
よ
う
に
被

差
別
部
落
の
問
題
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

と
考
え
て
よ
い
の
か
も
明
ら
か
に
し
て

ほ
し
か
っ
た
。

原
胤
昭
の
孫
で
あ
る
大
森
義
太
郎
は
、

共
産
党
の
関
係
者
と
し
て
東
大
助
教
授

の
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
る
。
こ
の
時
点

で
大
森
は
逮
捕
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

か
ら
、
直
接
的
な
政
治
弾
圧
と
い
え
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
前

期
の
戦
争
体
制
へ
の
道
を
象
徴
す
る
事

件
と
な
っ
た
。
実
際
、
三
七
年
末
に
は

大
森
は
人
民
戦
線
事
件
の
関
係
で
検
挙

さ
れ
、
三
九
年
に
保
釈
さ
れ
る
。
自
分

の
孫
が
巻
き
込
ま
れ
た
こ
れ
ら
一
連
の

事
件
を
原
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の

か
。
政
治
的
犯
罪
者
は
予
備
軍
を
含
め

て
司
法
観
察
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
く
。

原
が
始
め
た
免
囚
事
業
の
質
的
転
換
が

行
わ
れ
て
い
く
。
教
化
主
義
に
よ
り
犯

罪
者
や
そ
の
予
備
軍
を
愛
撫
指
導
す
る

こ
と
ま
で
原
は
肯
定
的
に
考
え
た
の
か
。

一
九
四
二
年
二
月
二
三
日
に
原
は
死

去
し
た
。
死
の
前
に
、
世
話
を
し
た
出

獄
人
の
保
護
カ
ー
ド
を
消
却
す
る
よ
う

に
遺
言
し
た
。
釈
放
者
第
一
主
義
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
二
月
は
ち
ょ
う
ど
そ

の
没
後
七
〇
年
に
当
た
る
。
本
書
の
出

版
も
時
期
を
得
た
と
い
え
る
。
原
が
課

題
と
し
た
受
刑
者
の
出
所
後
の
処
遇
や

児
童
虐
待
問
題
は
現
在
で
も
重
要
で
あ

る
。
原
の
生
涯
と
事
業
を
、
彼
が
行
っ

た
福
祉
実
践
の
方
法
を
明
確
に
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
社
会
的
な
文
脈
の
中
で

読
み
直
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
の
読
者
に

と
っ
て
は
必
要
だ
と
思
う
。

（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
刊
、
二
〇
一
一
年

一
月
、
七
一
四
〇
円
）
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部落解放 654号（解放出版社刊，2011.12）：630円

特集 部落問題と向きあう若者たち 4

本の紹介

『いつか見た青い空』（りさり著）／『はじめて出会う

生命倫理』（玉井真理子，大谷いづみ編）／『シティズ

ンシップへの教育』（中山あおい，石川聡子，森実，森

田英嗣，鈴木真由子，園田雅春著）／『ルポ下北核半島

原発と基地と人々』（鎌田慧，斉藤光政著）／『人権

という幻 対話と尊厳の憲法学』（遠藤比呂通著）／

『「共に学ぶ」教育のいくさ場 北村小夜の日教組教研・

半世紀』（志澤佐夜編）

教育行政改変の動向 いま大阪で起きていること 上杉孝

實

共催展「親鸞と被差別民衆」 親鸞を通して浄土真宗の

部落問題とのかかわりをたどる 宇野哲哉

まちかどの芸能史 11 軽業 村上紀夫

部落解放研究 193（部落解放・人権研究所刊，2011.11）：

1,400円

特集 1 人権教育・啓発「基本計画」の全面改定構想

人権教育・啓発に関する基本計画改定の課題 上杉孝實

／「普遍的な視点」と「個別的な視点」の統合 平沢安

政／人権教育・啓発基本計画改定の視点 阿久澤麻理子

／子どもの人権保障の視点から見た人権教育・啓発基本

計画 住友剛

特集 2 震災と人権

東日本大震災における災害ボランティア活動が拓く可能

性 渥美公秀／人権のまちづくりから見た復興支援の現

状と課題 寺川政司／震災・学校支援チーム（EARTH）の

活動 泉雄一郎

これからの人権教育・啓発の課題は何か 近年の地方自

治体における人権意識調査結果から 神原文子

フランス都市社会政策と社会的不利地区 川野英二

反差別国際運動インターン報告 人種差別撤廃委員会第7

8会期と国連人権理事会第16会期に参加して 大城尚子

部落解放研究くまもと 62号（熊本県部落解放研究会

刊，2011.10）

特集 部落史編纂の意義と課題

部落史編纂の意義と課題―大阪の部落史編纂の反省から

― 中尾健次

映画「新・あつい壁」制作と人権 齊藤真

「水俣病」差別発言を考える 田中睦

今日の部落差別と解放運動の課題によせて 花田昌宣

「熊本の被差別部落史 前近代」編さん委員会報告―第1

回編さん委員会開催 編さん組織の立ち上げ、編さん計

画の策定―

本の紹介 黒川みどり『描かれた被差別部落』 杉本学

部落問題研究 198（部落問題研究所刊，2011.9）：1,1

11円

若者を対象とする社会教育職員（ユースワーカー）の専

門性に関する一考察―イギリスYMCAジョージウィリアム

スカレッジによる基礎学位コースを中心に― 立石麻衣

子

『部落問題解決過程の研究』（第1巻歴史篇）をめぐっ

て 山田敬男

「研究の足跡」その2 脇田修氏、脇田晴子氏と部落問題

研究

史料紹介 北原泰作文書（その6）部落解放全国委員会関

係史料（その2） 西尾泰広

ライツ 149（鳥取市人権情報センター刊，2011.10）

今月のいちおし!! 『ゴールデンスランバー』（伊坂幸

太郎著） 田川朋博

ライツ 150（鳥取市人権情報センター刊，2011.11）

今月のいちおし!! 『差別語 不快語』（小林健治著）

川上学

リベラシオン 143（福岡県人権研究所刊，2011.9）：1,

000円

特集 『企同推』とは何か

民衆史こぼれ話 片隅に生きた人たち 9 前野良沢の長崎

留学―福岡藩の蘭学と解剖 2― 石瀧豊美

史料紹介 新聞に見る部落問題関係史料 5―『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 4 川向秀武

資料紹介 生活の柄 61―『近世民衆史の泉』改め― 竹

森健二郎

歌に見る歴史 『奇妙な果実』（アメリカ） 船津建

ルシファー 14（水平社博物館刊，2011.10）

公開講座報告

「『大逆事件』と熊野・新宮グループ」 辻本雄一／

「コリアと日本―『韓国併合』から100年―」関連事業

掖上小学校・夜間中学交流会 申順連／全国水平社創立

の源流―部落改善運動・融和運動と水平運動 本郷浩二

2012年1月25日
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ちくま 485（筑摩書房刊，2011.8）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 51 第11章 1927年

の「日本問題に関する決議」3 沖浦和光

ちくま 486（筑摩書房刊，2011.9）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 52 第12章 地下よ

り浮上した革命運動 1 沖浦和光

ちくま 487（筑摩書房刊，2011.10）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 53 第12章 地下よ

り浮上した革命運動 2 沖浦和光

ちくま 488（筑摩書房刊，2011.11）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 54 第12章 地下よ

り浮上した革命運動 3 沖浦和光

ちくま 489（筑摩書房刊，2011.12）：100円

青春の光芒─異才・高橋貞樹の生涯 55 第13章 転向の

時代 1 沖浦和光

であい 594（全国人権教育研究協議会刊，2011.9）：1

50円

子どもの貧困と学校の役割～「反貧困学習」4年目を迎

えて 肥下彰男

人権のまちをゆく 57 渋染一揆フィールドワーク 子ど

もたちと学びたい反差別の生き方

人権文化を拓く 170 あの時何ができたのか。～隣町か

らの被災地支援～ 菅原慶子

であい 595（全国人権教育研究協議会刊，2011.10）：

150円

人権のまちをゆく 58 湊川を歩き、阪神・淡路大震災に

学ぶ

人権文化を拓く 171 わたしらのこと、忘れんといて下

さいな 小川秀幸

であい 596（全国人権教育研究協議会刊，2011.11）：

150円

人権のまちをゆく 59 文化と人権の街 新宮市

人権文化を拓く 172 原発は差別で動く 西村秀樹

同志社政策研究 5号（同志社大学政策学会編，2011.3）

北岡壽逸の社会政策論―出生政策を中心に― 杉田菜穂

ねっとわーく京都 274（ねっとわーく京都21刊，2011.

11）：500円

戦後半世紀の京都市行政は私たちに何を伝え、何を残し

たのか―元京都市経済局長清水武彦さんに聞く 1

ねっとわーく京都 275（ねっとわーく京都21刊，2011.

12）：500円

戦後半世紀の京都市行政は私たちに何を伝え、何を残し

たのか─元京都市経済局長清水武彦さんに聞く 2

花園大学人権教育センター報 39号（花園大学人権教

育研究センター刊，2011.12）

奈良・水平社博物館＜春季フィールドワーク＞報告

水平社博物館～人権のふるさとを訪ねる～ 合田千景／

改めて思う仏教と部落問題 中尾良信／医療政策とのク

ロスオーバー 藤井渉／水平への眼差し～passion 受難

と情熱～ 宮西優誌／「平等」について少し考えてみま

した。 室津龍之介／水平社博物館を訪ねて 森本泰弘／

全水90周年を前に感じたこと 八木晃介

ヒューマンJournal 198号（自由同和会中央本部刊，2

011.9）：500円

部落解放運動40年を振り返って―その理論と実践 1 灘

本昌久

ヒューマンライツ 283（部落解放・人権研究所刊，20

11.10）：525円

ジェンダーで考える教育の現在 52 大学教育と人権尊重

の視点―京都教育大学「性暴力」事件判決を考える 木

村涼子

朝鮮王朝時代における「白丁」研究と私 徐知延

なぜ私は衡平運動・水平運動の研究をするようになった

のか 徐知伶

ヒューマンライツ 284（部落解放・人権研究所刊，20

11.11）：525円

書評 平沢安政編著『人権教育と市民力―「生きる力」

をデザインする』 寺町晋哉

ひょうご部落解放 142（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2011.9）：700円

特集 1 東日本大震災～私たちに何ができるのか～

特集 2 第25回人権啓発研究集会 in 姫路 3

兵庫県Ｓ市における部落差別の実態～「市民意識調査」

結果を通して～ 江嶋修作，大久保陽一／白革鞣しの歴

史～高田家文書から～ 永瀬康博／被差別部落が担って

きた伝統文化～西誓寺文書から見えてきたこと～ 今井

進，植村満

ルポ・祭礼差別 下 平野次郎

広島修大論集 99号（広島修道大学学術交流センター

刊，2011.9）

今・ここの関係性と向き合うことから～「いじめ学習」

における生徒たちの“リアル”と葛藤～ 大庭宣尊

部落解放 653号（解放出版社刊，2011.11）：630円

特集 インターネットと差別

対談 生きるための言葉を探しつづける 在日とハンセン

病問題との出合い 高史明，姜信子

門田秀夫を悼む 林力

「大逆事件」唯一の女性犠牲者 菅野須賀子の「針文字」

展示 辻本雄一

まちかどの芸能史 10 伊勢大神楽 村上紀夫

2012年1月25日
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京都上賀茂のすぐき栽培と朝鮮人 2 高野昭雄

こるむ 7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，2011.11）

朝鮮学校の歴史 6 処遇改善運動による幾多の成果 金東

鶴

在日朝鮮人史研究 41（在日朝鮮人運動史研究会編，2

011.10）：2,400円

在日一世の漢詩人たち 崔碩義

戦前期大阪における朝鮮人医療問題 塚崎昌之

足尾銅山・朝鮮人戦時動員の企業責任―村上安正氏の批

判に答える 古庄正

朝鮮学校教育の「日常」からの性格検討―1950年代後半

における朝鮮学校教員に求められた「教員性」の分析か

ら 呉永鎬

在日朝鮮人社会における「統一」論―民団系在日朝鮮人

の韓国民主化運動団体を中心に 趙基銀

朝鮮における解放前一年史―戦時労働動員を中心に 樋

口雄一

雑学 終刊号（下之庄歴史研究会刊，2011.10）

雑学バックナンバー[目次]

下之庄歴史研究会及び会員関係出版物

下之庄歴史研究会のあゆみ―33年6ヵ月―

狭山差別裁判 426号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2010.9）：300円

野間宏と寺尾判決 5 庭山英雄

試行社通信 302号（八木晃介刊，2011.12）

輝いていたムラの人 自己内外対話 41 八木晃介

人権21 調査と研究 215（おかやま人権研究センター

刊，2011.12）：650円

岡映と国民融合論 手島一雄

人権と部落問題 821（部落問題研究所刊，2011.10）：

630円

特集 同和行政の終結

長野県・御代田町 同和事業を廃止して「いのち」を育

み守る町へ 茂木祐司／和歌山県 「同和行政の終結」に

関する調査からみた状況 竹田政信／兵庫県 「人権（同

和）行政」の実態調査結果と分析 村上保／岡山県 「同

和」行政のその後の状況 吉岡昇

現地報告 大阪府 私たちの暮らす地域は見せ物ではあり

ません―大阪人権博物館（リバティおおさか）におもう

谷口正暁

文芸の散歩道 同人誌『処女地』（島崎藤村編）の作品

―長坂きくじ「ある女の手紙」 川端俊英

兎と亀の人生―名もなく貧しくともひたすらに 7 会費

制の結婚式 南野昭雄

人権と部落問題 822（部落問題研究所刊，2011.11）：

630円

特集 現代の貧困と生きる権利

文芸の散歩道 藤澤桓夫『漁夫』―岩手県山田町の屈し

ない漁民の闘い 秦重雄

兎と亀の人生―名もなく貧しくともひたすらに 8 京交

書記長～市議補選初落選 南野昭雄

人権と部落問題 823（部落問題研究所刊，2011.12）：

630円

特集 「日の丸・君が代」問題

文芸の散歩道 安岡章太郎著 戯曲『ブリストビィルの午

後』は部落問題関係作品か 桑原律

兎と亀の人生―名もなく貧しくともひたすらに 9 一か

ら出直し 南野昭雄

じんけんぶんかまちづくり 33（とよなか人権文化ま

ちづくり協会刊，2011.12）

「出自暴き」がまき散らした差別は… 佐々木寛治

季刊人権問題 365（兵庫人権問題研究所刊，2011.10）：

700円

八鹿高校事件の真実を改めて世に問う 2 八鹿高校の先

生の救出をひたすら求めて 安武ひろ子

振興会通信 100号（同和教育振興会刊，2011.9）

同朋運動史の窓 9 左右田昌幸

月刊スティグマ 183（千葉県人権啓発センター刊，2011.

10）：500円

連載 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 184（千葉県人権啓発センター刊，20

11.11）：500円

連載 アニメ「もののけ姫」と日本の差別問題 6 「もの

のけ姫」と網野歴史学 鎌田行平

月刊スティグマ 185（千葉県人権啓発センター刊，20

11.12）：500円

橋下前大阪府知事に対する「週刊新潮」「週刊文春」の

記事について 鎌田行平

月刊地域と人権 331（全国地域人権運動総連合刊，20

11.10）：350円

人権侵害救済法案をめぐる動向と課題 新井直樹

地域と人権 1105号（全国地域人権運動総連合刊，201

1.10.15）：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― 16 丹波正史

地域と人権京都 606号（京都地域人権運動連合会刊，

2011.10.1）：150円

京都市「総点検委員会」後の同和行政・同和教育の現状

2 藤谷剛
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落問題研究資料センター刊，2011.10）

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／シェルビー・スティール著『白い罪 公

民権運動はなぜ敗北したか』 住田一郎／黒川みどり著

『描かれた被差別部落 映画の中の自画像と他者像』 石

元清英

収集逐次刊行物目次（2011年7月～9月受入）

グローブ 67（世界人権問題研究センター刊，2011.10）

寺社への墨書は落書きだったか―歴史的なものの見方と

は― 野地秀俊

著書『ルポ 在日外国人』の反響 高賛侑

人権の“館” 長島愛生園歴史館

クロノス 33（京都橘大学女性歴史文化研究所刊，2011.

11）

脇田晴子名誉教授文化勲章受章記念講演 私の歩んだ道

脇田晴子

藝能史研究 193（藝能史研究會刊，2011.4）：1,800円

乗牛風流と鶏鉾についての考察 河内将芳

研究紀要 在日外国人教育 創刊号（全国在日外国人

教育研究所刊，2005.8）：600円

被爆者はどこにいても被爆者―在外被爆者裁判を支援し

つづけて― 豊永恵三郎

夜間中学と在日外国人 吉川弘

仏教界の差別雑感 正木峯夫

第10回兵庫県在日外国人教育研究集会第5分科会パネル

ディスカッション 「震災復興10年・外国人教育10年の

歩み」

日韓交流の要―韓国私立南旨高校と日本国尼崎市立尼崎

高校との今後の交流の在り方への提言 藤原史朗

外国から来た生徒の学習上の困難―「家庭科」の学習支

援を通して 趙衛国

研究紀要 在日外国人教育 2号（全国在日外国人教育

研究所刊，2009.8）：600円

補章『育ち行く者たちと共に』―南果歩のカミングアウ

トに寄せて― 藤原史朗

「韓流」と「拉致」に挟撃される「在日」 呉徳洙

1910年と石川啄木―「大逆事件」「韓国併合」百年―

金井英樹

竹中彰元・反戦と仏教 正木峯夫

「田母神論文」を検証する 尹達世

「ピースボート」なかなかユニークな船旅でした 松谷操

わたしの朝文研 藤川正夫

もっと夜間中学のことを知ってほしい―すべての都道府

県に夜間中学を― 吉川弘

在日外国人教育実践で留意したいこと 子どもたちのア

イデンティティ確立をどう支援するか 小西和治

研究紀要 在日外国人教育 3号（全国在日外国人教育

研究所刊，2011.8）：600円

教育免許状 裏面但し書「日本帝国臣民ニアラサリシ者」

について 藤原史朗

映画で考える[韓国併合100年] 呉徳洙

在日コリアンの誰もが民族名で生活できるための一考察

尹チョジャ

民族差別を超える―エスペラント運動史序説 金井英樹

『高校日本史教科書』を検証する―これまでのこと、こ

れからのこと 阪上史子

東北ボランティア行脚 藤川正夫

「ピースボート」なかなかユニークな船旅でした（続）

松谷操

サハリン残留コリアンの歴史と帰還運動 小西和治

独善的教育長の横暴《公立夜間中学にかけられた攻撃》

吉川弘

国際人権ひろば 99（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2011.9）：350円

特集 平和への権利

こぺる 223（こぺる刊行会刊，2011.10）：300円

ひろば 144 生きのびる記憶 虫賀宗博

尼崎だより 37 震災復興とは新たな暮らしを創造するこ

と 中村大蔵

いのちを生きる 44 メダカの夏 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 224（こぺる刊行会刊，2011.11）：300円

ひろば145 『坊つちやん』の喧嘩―旧制中学校と師範学

校の対立を考える 野町均

四日市から 21 東日本大震災と向き合う女性たち 坂倉

加代子

いのちを生きる 45 葬られた金網 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 225（こぺる刊行会刊，2011.12）：300円

ひろば146 イメージが変われば意識が変わる 山田晏弘

尼崎だより 38 遥かなるアイヌの響き―“けせんぬま”

に惹かれて 中村大蔵

いのちを生きる 46 ナディアからの贈り物 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

こりあんコミュニティ研究会通信 10（こりあんコミュ

ニティ研究会刊，2011.10）
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解放新聞 2541号（解放新聞社刊，2011.10.31）：80円

今月の本

『西行』（白洲正子著）／『父の戦地』（北原亞以子著）

／『島国チャイニーズ』（野村進著）

今週の1冊 『沖縄 アリは象に挑む』（由井晶子著）

解放新聞 2542号（解放新聞社刊，2011.11.7）：120円

ぶらくを読む 67 1968年革命から部落解放運動の明日へ

湧水野亮輔

解放新聞 2543号（解放新聞社刊，2011.11.14）：80円

解放の文学 67 地球が主役の時代に 小松左京『日本沈

没』 音谷健郎

解放新聞 2544号（解放新聞社刊，2011.11.21）：80円

山口公博が読む今月の本

『はじめての老い さいごの老い』（立松和平著）／

『調べる技術・書く技術』（野村進著）／『雑草と楽し

む庭づくり』（ひきちガーデンサービス著）

今週の1冊 『希望は絶望のど真ん中に』（むのたけじ著）

解放新聞 2545号（解放新聞社刊，2011.11.28）：80円

週刊新潮、文春に抗議文

今週の1冊 『ニッポンの国境』（西牟田靖著）

解放新聞 2546号（解放新聞社刊，2011.12.5）：120円

ぶらくを読む 68 部落史での紀州の位置―藤本清二郎・

牢番頭文書刊行事業によせて 湧水野亮輔

解放新聞 2547号（解放新聞社刊，2011.12.12）：80円

なぜ、いま親鸞なのか 村上紀夫

解放新聞大阪版 1894号（解放新聞社大阪支局刊，201

1.11.7）：70円

新潮、文春に抗議 橋下知事の「出自」めぐる記事で

解放新聞大阪版 1896号（解放新聞社大阪支局刊，201

1.11.21）：70円

大阪における今後の部落解放運動の総合的展開について

各作業部会での議論を受けての素案 1

解放新聞大阪版 1897号（解放新聞社大阪支局刊，201

1.11.28）：70円

大阪における今後の部落解放運動の総合的展開について

各作業部会での議論を受けての素案 2

解放新聞大阪版 1898号（解放新聞社大阪支局刊，201

1.12.5）：70円

大阪における今後の部落解放運動の総合的展開について

各作業部会での議論を受けての素案 3

解放新聞大阪版 1899号（解放新聞社大阪支局刊，201

1.12.12）：70円

新潮・文春両誌が回答

解放新聞京都版 899号（解放新聞社京都支局刊，2011.

10.1）：70円

この人に聞く 3 杉末 行政交渉で道を広げた

解放新聞京都版 900号（解放新聞社京都支局刊，2011.

10.10）：70円

この人に聞く 4 杉末 学校現場や結婚問題で差別

解放新聞京都市版 240号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2011.10）：150円

水平社90年に思う～部落解放運動往来～ 福田春三郎さ

ん

解放新聞京都市版 241号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2011.11）：150円

水平社90年に思う～部落解放運動往来～ 羽室武さん

解放新聞京都市版 242号（部落解放同盟京都市協議会

刊，2011.12.1）：150円

水平社90年に思う～部落解放運動往来～ 松井珍男子さ

ん（朝田教育財団理事長）

解放新聞奈良県版 944号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.9.25）：50円

県内6部落の戸数等の歴史的変化から見えるもの 6

解放新聞奈良県版 945号（解放新聞社奈良支局刊，20

11.10.10）：50円

川東大了の差別街宣事件糾弾闘争方針 部落解放同盟奈

良県連合会

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 26（カトリック大阪教会管区部落差別人権活動

センター刊，2011.10）

第3回対話集会 『忌避意識』 両側から超える営み 3 講

師：山下力，住田一郎

インタビュー カトリック学校の人権教育

かわとはきもの 157（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2011.9）

靴の歴史散歩 102 稲川實

皮革関連統計資料

関西大学人権問題研究室紀要 62号（関西大学人権問

題研究室刊，2011.8）

特集：国際シンポジウム 歴史認識と歴史教育2―記憶の

継承と歴史教育の課題

講演1 姜龍範 「中国朝鮮族の視覚から見た日本の歴史

教科書改訂問題」／講演2 河棕文 「日本軍「慰安婦」

問題と韓国の「ニューライト」」／講演3 マルティン・

リーパッハ 「時代の証言の後にくるもの―メディアに

よる記憶と歴史認識―」

［京都女子大学宗教・文化研究所］研究紀要 24号

（京都女子大学宗教・文化研究所刊，2011.3）

戦前期京都市における都市下層の職業構成 1 高野昭雄

京都部落問題研究資料センター通信 25号（京都部

2012年1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

11月・12月に開催しました部落史連続講座PART２の報告を掲載しています。簡単にまとめたものです
ので、詳しくは３月末に発行予定の『2011年度部落史連続講座講演録』をご参照ください。ご希望の方
は資料センターまでメール・電話・FAXでご連絡ください。
次年度も、春と秋に６回の講座を予定しています。詳細が決まり次第、メールマガジン・ホームペー
ジ等でお知らせします。是非ふるってご参加ください。

明日を拓く 90（東日本部落解放研究所刊，2011.3）：

1.050円

特集 あらためて、差別をなくし、11社会を変える運動

を手探りする

座談会 1 狭山事件・狭山闘争とは―部落の「内部」と

「外部」の連携による反差別闘争―／座談会 2 部落に

おけるNPO・法人の取り組み―部落の「内部」と「外部」

の交流を実践する―

本の紹介 戦後アジアのなかのジェンダー・部落問題へ

の問題提起に立ち会う （上） 大越愛子/井桁碧編著

『現代フェミニズムのエシックス』，友常勉著『脱構成

的叛乱―吉本隆明、中上健次、ジャ・ジャンクー』 吉

田勉

IMADR-JC通信 168（反差別国際運動日本委員会刊，201

1.9）：750円

特集 世界の反差別国際運動

ウィングスきょうと 106（京都市男女共同参画推進協

会刊，2011.10）

図書情報室新刊案内

『日本型近代家族』（千田有紀著）／『放送ウーマンの

いま―厳しくて面白いこの世界―』（日本女性放送者懇

談会編）

ウィングスきょうと 107（京都市男女共同参画推進協

会刊，2011.12）

図書情報室新刊案内

『54歳のハローワーク＋アラウンド定年の就活ハンドブッ

ク』（吉川紀子・竹内康代著）／『女性と仕事ジャーナ

ル 2011』（女性と仕事研究所編）

大阪人権博物館紀要 13号（大阪人権博物館刊，2011.

3）

韓国歴史ドラマの魅力を探る試論的考察 朝治武

シンポジウム 江戸時代の道頓堀と千日前―長吏・三昧

聖・刑場― 高久智広，木下光生，村上紀夫

報告 「着る」ことから広がる理解―大阪人権博物館の

体験コーナー「いろんな衣装を着てみよう」について―

文公輝

解放教育 528（解放教育研究所編，2011.11）：770円

特集 いま「新しい教師たち」に伝えたいこと

解放教育 529（解放教育研究所編，2011.12）：770円

特集 人権と教育をめぐる現在―世界と日本における人

権教育の動向

対談 いまの日本における人権教育課題は何か？ 阿久澤

麻理子，森実

解放新聞 2536号（解放新聞社刊，2011.9.26）：80円

今週の1冊 『「生き場」を探す日本人』（下川裕治著）

原発体制をこえて人間の未来へ 1 鎌田慧

解放新聞 2537号（解放新聞社刊，2011.10.3）：120円

今週の1冊 『沖縄と米軍基地』（前泊博盛著）

原発体制をこえて人間の未来へ 2 鎌田慧

ぶらくを読む 66 1968年世界「革命」の中の日本と部落

問題 湧水野亮輔

解放新聞 2538号（解放新聞社刊，2011.10.10）：80円

今週の1冊 『ルポ下北核半島 原発と基地と人々』（鎌

田慧・斉藤光政著）

解放新聞 2540号（解放新聞社刊，2011.10.24）：80円

解放の文学 66 「戦場」が蓄積した島 大城立裕『普天

間よ』 音谷健郎

今週の1冊 『東電の核惨事』（天笠啓祐著）

収集逐次刊行物目次 （2011年10月～12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～


