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京都部落問題

研究資料センター通信
第35号 発行日 2014年4月25日（年４回発行） 編集・発行 京都部落問題研究資料センター

2014年4月25日

2014年度 部落史連続講座

第１回 5月30日（金） 描かれた河原者のくらし

—絵画史料に見る四条河原の風景—

講師：下坂 守さん
（日本中世史研究者）

第２回 6月 ６日（金） 近世真宗教団における

被差別寺院の僧侶・門徒の本山参拝

講師：左右田 昌幸さん
（種智院大学）

第３回 6月20日（金） 近世都市の芸能興行と差別

講師：斉藤 利彦さん
（佛教大学）

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

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２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～



一
．
詩
「
部
落
の
仕
事
」
と
の
出
会
い

群
馬
県
の
被
差
別
部
落
に
生
ま
れ
た

青
木
み
ど
り
は
、
六
〇
年
余
り
前
に
次

の
よ
う
な
詩
を
残
し
た
。

（
前
略
）
兎
を
殺
す
の
で
す
／
山
羊
を

殺
す
の
で
す
／
部
落
の
人
達
は
決
し

て
／
心
か
ら
そ
ん
な
仕
事
を
の
ぞ
ん

で
は
い
ま
せ
ん
／
悲
し
ん
で
い
る
の

で
す
／
百
姓
に
な
り
た
い

勤
め
人

に
な
り
た
い
／
け
れ
ど
耕
す
田
ん
ぼ

は
な
く
／
つ
と
め
る
に
口
は
あ
り
ま

せ
ん

だ
か
ら
部
落
の
人
達
は
／
か
く
れ
る

よ
う
に
し
て
仕
事
を
す
る
ん
で
す
／

生
き
て
ゆ
く
に
は
働
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
／
部
落
の
人
達
は
／
そ
り
ゃ

と
て
も
う
ま
い
ん
で
す
／
そ
の
殺
し

方
と
い
い
皮
の
む
き
方
と
い
い
／
そ

れ
だ
け
に
よ
け
い
悲
し
い
ん
で
す
／

九
生
を
そ
の
仕
事
か
ら
は
な
れ
ら
れ

な
い
部
落
民
が
／
そ
れ
故
に
一
つ
の

技
術
と
ま
で
し
て
し
ま
っ
た
／
そ
の

事
が
悲
し
い
ん
で
す
（
後
略
）

私
が
「
部
落
の
仕
事
」
と
題
す
る
こ

の
詩
と
出
会
っ
た
の
は
、
数
年
前
の
こ

と
で
あ
る
。
図
書
館
で
何
の
気
な
し
に

『
部
落
の
現
状
（
講
座
部
落
Ⅲ
）
』
（
部

落
問
題
研
究
所
編
、
一
九
六
〇
年
）
を
手
に

取
り
、
頁
を
め
く
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

こ
の
詩
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
だ
。

「
部
落
の
人
達
は
／
そ
り
ゃ
と
て
も
う

ま
い
ん
で
す
／
そ
の
殺
し
方
と
い
い
皮

の
む
き
方
と
い
い
／
そ
れ
だ
け
に
よ
け

い
悲
し
い
ん
で
す
」
と
、
自
ら
の
心
を

引
き
裂
き
絞
り
出
し
た
こ
の
表
現
に
、

私
は
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
心
揺
さ
ぶ
ら

れ
た
。

こ
の
数
年
、
私
は
、
一
九
五
〇
年
代

に
共
産
党
の
文
化
運
動
の
方
針
の
も
と

各
地
で
叢
生
し
た
サ
ー
ク
ル
詩
運
動
の

資
料
復
刻
や
研
究
に
携
わ
る
機
会
を
も
っ

て
き
た
（
『
ヂ
ン
ダ
レ
』
『
カ
リ
オ
ン
』

［
不
二
出
版
よ
り
二
〇
〇
八
年
復
刻
］
、

『
わ
れ
ら
の
詩
』
［
三
人
社
よ
り
二
〇
一
三

年
復
刻
］
な
ど
。
サ
ー
ク
ル
詩
運
動
を
ふ
く

む
五
〇
年
代
の
文
化
運
動
全
般
に
つ
い
て
は
、

近
年
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
鳥
羽
耕
史

『
一
九
五
〇
年
代
―
「
記
録
」
の
時
代
』

［
河
出
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
〇
年
］
が
参
考

に
な
る
）
。
「
部
落
の
仕
事
」
と
の
出
会

い
を
き
っ
か
け
に
、
私
は
、
サ
ー
ク
ル

詩
運
動
の
な
か
に
部
落
民
の
表
現
を
探

し
は
じ
め
、
酒
井
真
右
（
一
九
一
八
～
八

さ

か

い

ま

さ

う

九
年
）
の
『
日
本
部
落
冬
物
語
』
（
理
論

社
、
一
九
五
三
年
）
と
出
会
っ
た
。
同
書

は
、
長
く
部
落
解
放
運
動
を
担
っ
た
酒

井
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
し

か
し
、
「
未
解
放
部
落
三
百
万
の
ひ
と

び
と
」
の
解
放
の
た
め
に
う
た
わ
れ
た

同
書
収
録
の
詩
編
は
、
技
術
ば
か
り
が

先
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、

「
部
落
の
仕
事
」
ほ
ど
に
心
奪
わ
れ
る

よ
う
な
作
品
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

私
は
、
『
日
本
部
落
冬
物
語
』
刊
行
の

前
年
に
酒
井
が
『
地
ぞ
こ
か
ら
の
う
た

ご
え
』
と
題
す
る
詩
集
を
編
纂
し
て
い

た
こ
と
を
知
っ
た
も
の
の
（
本
田
豊
編

『
群
馬
県
部
落
解
放
運
動
六
〇
年
史
』
［
部

落
解
放
同
盟
群
馬
県
連
合
会
、
一
九
八
二
年
］

に
表
紙
写
真
の
み
が
収
め
ら
れ
て
い
る
）
、

粗
末
な
ガ
リ
刷
り
で
少
部
数
発
行
さ
れ

た
だ
け
の
同
書
を
所
蔵
し
て
い
る
研
究

機
関
・
図
書
館
は
な
く
、
た
だ
一
カ
所

だ
け
所
蔵
し
て
い
た
の
が
、
横
浜
の
神

奈
川
近
代
文
学
館
野
間
宏
文
庫
で
あ
っ

た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
酒
井
の
よ
き

理
解
者
で
あ
っ
た
野
間
宏
の
存
在
な
く

し
て
、
同
書
が
現
在
に
残
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

神
奈
川
近
代
文
学
館
よ
り
入
手
し
た

同
書
の
コ
ピ
ー
は
、
へ
た
く
そ
な
ガ
リ

切
り
と
落
書
き
の
よ
う
な
挿
絵
に
彩
ら

れ
な
が
ら
、
部
落
の
生
活
や
差
別
の
実

態
を
無
名
の
人
々
が
告
発
し
た
歴
史
の

証
言
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ぜ
ひ
と
も
同
書

を
紹
介
し
た
い
と
か
ね
て
か
ら
願
っ
て

き
た
。
そ
の
機
会
と
な
っ
た
本
稿
で
は
、

一
九
五
〇
年
代
の
サ
ー
ク
ル
詩
運
動
に

お
け
る
酒
井
の
詩
業
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
酒
井
が
編
纂
し
た
『
地
ぞ
こ
か
ら

の
う
た
ご
え
』
に
収
め
ら
れ
た
詩
を
紹

介
し
て
い
き
た
い
。
長
く
忘
れ
ら
れ
て

き
た
六
〇
年
前
の
無
名
の
部
落
民
の
声

に
、
耳
を
傾
け
て
い
こ
う
。

二
．
一
九
五
〇
年
代
の
サ
ー
ク
ル
詩
運

動
に
お
け
る
酒
井
真
右
の
立
場

酒
井
真
右
の
名
が
サ
ー
ク
ル
詩
運
動

に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
レ
ッ

ド
・
パ
ー
ジ
に
よ
り
教
職
を
失
職
し
た

一
九
四
九
年
末
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
新

日
本
文
学
会
に
属
し
た
酒
井
は
、
『
新

日
本
詩
人
』
『
群
馬
文
学
』
な
ど
に
、

自
ら
の
戦
争
体
験
や
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ

の
経
験
に
題
材
を
と
っ
た
詩
作
を
発
表
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一
九
五
〇
年
代
の
サ
ー
ク
ル
詩
活
動
と

部
落
民
の
表
現

—

酒
井
真
右
と
部
落
解
放
詩
集
『
地
ぞ
こ
か
ら
の
う
た
ご
え
』
—

黒

川

伊

織

（
神
戸
大
学
国
際
文
化
学
研
究
科
協
力
研
究
員
）



し
な
が
ら
、
「
ぽ
ん
せ
ん
べ
い
屋
」
と

し
て
働
き
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
。
こ

の
時
期
、
朝
鮮
人
作
家
・
金
達
寿
ら
が

関
わ
っ
た
『
民
主
朝
鮮
』
に
詩
を
寄
せ

た
の
を
は
じ
め
、
朝
鮮
人
運
動
と
親
し

い
関
係
に
あ
っ
た
酒
井
は
、
朝
鮮
人
詩

人
・
許
南
麒
の
『
朝
鮮
冬
物
語
』
（
朝
日

書
房
、
一
九
四
九
年
）
を
踏
ま
え
て
自
ら

の
詩
集
を
『
日
本
部
落
冬
物
語
』
と
名

付
け
た
。
そ
の
刊
行
後
ま
も
な
く
、
許

南
麒
が
同
書
に
寄
せ
た
書
評
「
虐
げ
ら

れ
た
者
の
叫
び
」
が
『
部
落
』
に
転
載

さ
れ
た
よ
う
に
（
一
九
五
三
年
六
月
号
、

初
出
は
『
図
書
新
聞
』
）
、
当
時
の
部
落

解
放
運
動
は
「
日
本
帝
国
主
義
に
よ
つ

て
し
い
た
げ
ら
れ
た
立
場
に
あ
る
」
朝

鮮
人
と
の
共
闘
を
自
明
と
し
て
い
た
。

サ
ー
ク
ル
詩
人
と
し
て
の
酒
井
の
詩

業
を
確
認
し
て
お
く
と
、
幼
な
じ
み
の

戦
死
を
う
た
っ
た
「
写
真
」
（
『
新
日
本

詩
人
』
一
九
五
〇
年
九
月
号
）
は
、
『
日
本

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
詩
集
』
（
三
一
書
房
、

一
九
五
二
年
）
『
祖
国
の
砂
―
日
本
無
名

詩
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
二
年
）
な
ど

当
時
の
サ
ー
ク
ル
詩
運
動
の
佳
作
を
編

ん
だ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
お
さ
め
ら
れ
、

酒
井
の
名
を
全
国
に
知
ら
し
め
た
。
ま

た
、
酒
井
が
主
宰
し
た
詩
サ
ー
ク
ル
・

群
馬
勤
労
者
集
団
は
、
「
日
本
一
汚
い

サ
ー
ク
ル
誌
」
と
も
評
さ
れ
た
サ
ー
ク

ル
詩
誌
『
土
と
鉄
』
を
粘
り
強
く
発
行

し
（
一
九
五
一
年
四
月
～
）
、
五
〇
年
代

の
サ
ー
ク
ル
詩
運
動
を
担
う
有
名
サ
ー

ク
ル
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
ー
ク
ル
詩
運
動

に
献
身
し
な
が
ら
、
「
部
落
冬
物
語
」

（
『
新
日
本
文
学
』
一
九
五
一
年
五
月
号
）

で
は
じ
め
て
部
落
を
う
た
っ
た
酒
井
は
、

サ
ー
ク
ル
詩
人
と
し
て
の
活
動
と
は
別

個
に
、
部
落
を
題
材
と
し
た
詩
作
を

『
解
放
新
聞
』
（
部
落
解
放
全
国
委
員
会
）

や
『
部
落
』
（
部
落
問
題
研
究
所
）
に
続

け
ざ
ま
に
発
表
し
て
い
っ
た
。

酒
井
が
、
作
家
・
野
間
宏
（
一
九
一
五

～
九
一
年
）
と
出
会
っ
た
の
は
、
『
人
民

文
学
』
を
介
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

『
新
日
本
文
学
』
か
ら
わ
か
れ
た
『
人

民
文
学
』
（
一
九
五
〇
～
五
五
年
）
の
主

要
な
支
え
手
で
あ
り
、
部
落
解
放
全
国

委
員
会
の
中
央
委
員
を
務
め
て
い
た
野

間
は
、
「
部
落
に
於
け
る
文
化
運
動
」

（
『
部
落
』
一
九
五
一
年
七
月
号
）
で
、

「
最
近
群
馬
勤
労
者
集
団
を
組
織
し
、

集
団
に
よ
っ
て
文
化
を
ひ
ろ
め
、
た
か

め
、
ふ
か
め
て
行
く
運
動
を
お
し
す
す

め
て
い
る
酒
井
真
右
は
部
落
解
放
運
動

の
な
か
か
ら
生
れ
て
き
た
一
つ
の
新
し

い
文
化
要
素
」
で
あ
る
と
酒
井
を
紹
介

し
、
そ
の
活
動
に
大
い
に
期
待
を
寄
せ

た
。
実
際
、
野
間
は
、
自
ら
が
編
纂
し

た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
わ
が
祖
国
の
詩
』

（
理
論
社
、
一
九
五
一
年
）

に
酒
井
の

「
葬
列
で
」
（
『
解
放
新
聞
』
四
三
号
初
出
、

『
日
本
部
落
冬
物
語
』
収
録
）
を
「
部
落
問

題
」
を
象
徴
す
る
詩
作
と
し
て
収
録
し

て
、
「
部
落
問
題
」
を
サ
ー
ク
ル
詩
運

動
に
突
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ

の
野
間
の
期
待
に
応
え
る
か
た
ち
で
、

酒
井
は
、
部
落
民
に
よ
る
詩
や
俳
句
・

短
歌
を
集
め
、
『
地
ぞ
こ
か
ら
の
う
た

ご
え
』
を
発
行
し
た
の
だ
っ
た
。

三
．
部
落
解
放
詩
集

『
地
ぞ
こ
か
ら

の
う
た
ご
え
』
（
一
九
五
二
年
）

一
九
五
二
年
一
一
月
、
『
地
ぞ
こ
か

ら
の
う
た
ご
え
』
が
発
行
さ
れ
た
。
そ

の
発
行
所
と
な
っ
た
「
全
国
部
落
解
放

委
員
会
群
馬
県
連
合
会
」
は
、
高
崎
の

酒
井
の
自
宅
に
お
か
れ
て
お
り
、
事
実

上
酒
井
が
ひ
と
り
で
発
行
を
取
り
仕
切
っ

た
よ
う
だ
。
冒
頭
で
引
い
た
青
木
み
ど

り
「
部
落
の
仕
事
」
は
、
こ
の
『
地
ぞ

こ
か
ら
の
う
た
ご
え
』
に
発
表
さ
れ
、

『
部
落
』
に
転
載
の
の
ち
『
部
落
の
現

状
』
に
収
め
ら
れ
る
と
い
う
来
歴
を
た

ど
っ
た
よ
う
に
、
同
書
に
収
め
ら
れ
た

詩
は
、
そ
の
後
『
部
落
』
や
『
解
放
新

聞
』
に
転
載
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
部

落
民
に
よ
る
詩
作
が
同
書
の
ほ
か
ほ
と

ん
ど
な
く
、
同
書
の
刊
行
が
好
意
的
に

受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
、
同
書
に
収
め
ら
れ
た
詩

が
、
そ
の
技
術
は
さ
て
お
き
、
部
落
の

現
状
を
伝
え
解
放
へ
の
願
い
を
鼓
舞
す

る
と
い
う
点
で
読
者
へ
の
訴
求
力
の
高

い
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
転
載
の
理

由
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
書
に
詩
・
俳
句
・
短
歌
を
寄
せ
た

酒
井
の
ほ
か
二
二
名
の
人
々
（
小
中
学
生

五
名
）
の
ほ
と
ん
ど
が
群
馬
に
暮
ら
す
部

落
民
だ
っ
た
（
埼
玉
一
名
、
京
都
二
名
［
土

方
鉄
・
土
方
峰
］
を
除
く
）
。
構
成
を
確

認
し
て
お
く
と
、
序
文
と
あ
と
が
き
、

『
日
本
部
落
冬
物
語
』
に
も
収
め
ら
れ

た
長
編
叙
事
詩
「
最
後
の
夜
明
け
の
た

め
に
」
は
酒
井
の
手
に
よ
り
、
「
幼
き

も
の
の
う
た
ご
え
」
「
若
者
の
う
た
ご

え
」
「
短
歌
・
俳
句
」
「
地
ぞ
こ
か
ら

の
う
た
ご
え
」
の
各
章
に
二
二
名
の
書

き
手
に
よ
る
作
品
が
配
さ
れ
て
い
た
。

特
筆
す
べ
き
は
、
青
木
み
ど
り
を
は
じ

め
、
一
〇
代
後
半
か
ら
二
〇
代
の
若
い

女
性
の
書
き
手
が
過
半
数
以
上
を
占
め

て
い
る
こ
と
だ
。
当
時
の
サ
ー
ク
ル
詩

運
動
の
な
か
で
女
性
詩
人
の
活
動
が
評

価
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

こ
と
と
は
対
照
的
に
、
『
地
ぞ
こ
か
ら

の
う
た
ご
え
』
で
は
女
性
詩
人
の
活
躍

が
目
立
つ
。
し
か
も
、
酒
井
や
土
方
鉄

な
ど
男
性
詩
人
の
作
品
が
、
後
述
す
る

よ
う
に
共
産
党
の
「
五
一
年
綱
領
」
に

忠
実
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
詩
―
日
本
革

命
に
よ
っ
て
こ
そ
部
落
解
放
が
可
能
と

な
る
―
の
枠
組
を
脱
せ
な
か
っ
た
の
に
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対
し
、
女
性
詩
人
の
作
品
は
、
日
常
に

深
く
刻
み
込
ま
れ
た
差
別
を
題
材
と
し

な
が
ら
部
落
差
別
を
静
か
に
告
発
し
て
、

読
み
手
の
胸
を
打
つ
。
そ
の
よ
う
に
身

近
な
暮
ら
し
を
う
た
っ
た
佳
作
と
し
て
、

群
馬
勤
労
者
集
団
の
数
少
な
い
部
落
出

身
の
女
性
サ
ー
ク
ル
詩
人
・
岡
田
ま
す

枝
が
同
書
に
寄
せ
た
詩
「
重
た
い
ふ
と

ん
」
の
全
文
を
、
次
に
引
い
て
お
こ
う
。

長
年
の
草
履
作
り
や
な
わ
な
い
に
／

か
さ
か
さ
に
な
っ
た
手
で
／
そ
し
て

そ
の
た
め
に
傷
つ
け
ら
れ
て
／
し
ょ

ぼ
し
ょ
ぼ
に
な
っ
た
目
で
／
そ
れ
で

も
／
一
生
け
ん
め
い
ぼ
ろ
を
重
ね
重

ね
／
と
ぢ
あ
わ
せ
て
／
綿
を
一
か
わ

だ
け
か
ぶ
せ
て
出
来
上
が
っ
た
ふ
と

ん
／
固
く
重
た
い
ふ
と
ん
で
す
が
／

貧
し
い
母
が
／
社
会
へ
出
て
ゆ
く
私

の
た
め
の
／
心
ず
く
し
の
ふ
と
ん
で

す私
は
あ
る
病
院
の
看
護
婦
室
で
／
毎

夜
そ
の
ふ
と
ん
に
／
一
日
の
疲
れ
を

休
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

秘
め
ら
れ
た
部
落
民
の
悲
し
み
は
／

固
く
重
た
い
ふ
と
ん
と
共
に
／
ふ
る

里
の
草
履
つ
く
る
母
を
／
同
じ
よ
う

な
近
所
の
大
ぜ
い
の
人
々
を
／
思
い

出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す

同
僚
た
ち
の
／
軽
い
綿
ば
か
り
の
ふ

と
ん
を
見
る
度
に
／
貧
し
い
部
落
の

生
活
を
／
ひ
し
ひ
し
と
身
に
感
じ
る

の
で
す

け
れ
ど
／
生
れ
た
時
か
ら
味
つ
て
い

る
／
固
く
重
た
い
ふ
と
ん
の
感
触
は

／
差
別
と
貧
乏
に
こ
ね
か
た
め
ら
れ

て
／
育
て
上
げ
ら
れ
た
部
落
民
の
身

に
は
／
ぴ
っ
た
り
と
快
よ
い
も
の
な

の
で
す

母
の
心
ず
く
し
の
こ
の
ふ
と
ん
は
／

毎
夜
私
に
さ
さ
や
く
の
で
す
／
苦
し

い
部
落
の
生
活
を
／
し
い
た
げ
ら
れ

た
こ
の
悲
し
み
を
／
罪
な
き
三
百
万

の
う
つ
ぷ
ん
を
／
世
の
人
々
に
つ
た

え
ろ
と

ふ
る
里
を
遠
く
は
な
れ
た
私
の
胸
に

／
悲
し
く
も
な
つ
か
し
い
村
人
の
顔

が
／
浮
ん
で
は
消
え
消
え
て
は
浮
び

／
私
を
は
げ
ま
し
て
く
れ
る
の
で
す

『
地
ぞ
こ
か
ら
の
う
た
ご
え
』
に
続

く
第
二
弾
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
題
名
が

『
重
た
い
ふ
と
ん
』
と
決
ま
っ
て
い
た

よ
う
に
、
『
部
落
』
に
転
載
さ
れ
て
ひ

ろ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
作

品
を
、
酒
井
ら
は
高
く
評
価
し
て
い
た

よ
う
だ
。
こ
の
詩
は
、
「
重
た
い
ふ
と

ん
」
に
じ
っ
と
り
と
し
み
こ
ん
だ
根
強

い
差
別
が
、
一
日
の
仕
事
に
疲
れ
た
身

体
を
休
め
る
は
ず
の
夜
、
彼
女
の
身
体

に
執
拗
に
ま
と
わ
り
つ
く
さ
ま
を
暗
示

し
て
秀
逸
で
あ
る
。
私
は
、
高
校
時
代
、

夏
休
み
の
読
書
感
想
文
の
課
題
で
読
ん

だ
山
崎
朋
子
『
サ
ン
ダ
カ
ン
八
番
娼
館
』

（
一
九
七
二
年
）
に
あ
る
、
元
「
か
ら
ゆ

き
さ
ん
」
で
あ
る
お
サ
キ
さ
ん
が
南
洋

か
ら
た
だ
ひ
と
つ
持
ち
帰
っ
て
き
た
と

い
う
せ
ん
べ
い
ぶ
と
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
思
い
起
こ
し
た
。
数
十
年
前
に
多
く

の
客
を
と
っ
た
ボ
ロ
ボ
ロ
の
ふ
と
ん
で

眠
る
お
サ
キ
さ
ん
と
、
「
社
会
へ
出
て

ゆ
く
」
娘
に
母
が
贈
っ
た
「
心
ず
く
し
」

の
ふ
と
ん
で
眠
る
岡
田
ま
す
枝
は
、
仕

事
は
違
え
ど
も
、
と
も
に
「
虐
げ
ら
れ

た
者
」
と
し
て
の
苦
し
み
を
抱
え
込
ん

で
生
き
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら

だ
。
彼
女
ら
の
苦
し
み
を
受
け
止
め
る

ふ
と
ん
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
生

が
た
た
み
こ
ま
れ
、
読
者
は
ふ
と
ん
に

込
め
ら
れ
た
彼
女
の
た
ち
の
生
の
重
み

と
重
荷
に
、
自
ら
の
生
を
問
い
か
け
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
性
詩
人
の
詩
と
正
反

対
の
立
場
に
あ
る
の
が
、
男
性
詩
人
に

よ
る
共
産
党
の
「
五
一
年
綱
領
」
に
忠

実
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
詩
の
数
々
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
土
方
鉄
（
一
九
二
七
―

二
〇
〇
五
年
）
の
詩
「
お
っ
さ
ん
」
の
一

部
を
、
『
地
ぞ
こ
か
ら
の
う
た
ご
え
』

よ
り
引
い
て
お
こ
う
。

お
っ
さ
ん
／
こ
ん
な

あ
ほ
ら
し
い

こ
と
あ
る
か
い
な
／
世
の
中
は

高

い
と
こ
え

土
盛
り
で
け
る
よ
う
に

／
あ
ん
じ
ょ
う
な
っ
て
る
ん
や
／
ヨ

シ
ダ
ち
ゅ
う

わ
い
ら
の
気
持

ち
ょ
っ

と
も
知
ら
へ
ん
大
金
持
の
番
頭
が
／

大
臣
に
な
り
や
が
っ
て
／
ア
メ
リ
カ

さ
ん
に

へ
い
こ
ら
ば
っ
か
り
ゆ
い

や
が
っ
て
／
富
士
山
ま
で
取
ら
れ
て

し
も
う
た
ゆ
う
話
や
で
／
こ
ん
な

あ
ほ
な
話
あ
る
か
い
な
／
保
安
隊
ゆ

う
て

兵
隊
み
た
い
な
も
ん
勝
手
に

こ
し
ら
え
や
が
っ
て
／
そ
ん
な
金
が

あ
っ
た
ら
／
〝
め
し
食
わ
せ
〟
／
〝

仕
事
さ
せ
ろ
〟
／
〝
家
建
て
ろ
〟
／

〝
子
供
に
服
く
れ
〟
ゆ
う
て
／
い
っ

ぱ
つ

市
役
所
え

ど
な
り
こ
ん
だ

ろ
う
や
な
い
か
／
義
や
ん
・
吉
の
お
っ

さ
ん
・
孝
男
・
誰
れ
も
か
も
み
ん
な

よ
ん
で
／
え
え

お
っ
さ
ん
！

『
人
民
文
学
』
へ
の
投
稿
（
「
小
説

「
淵
」
に
つ
い
て
」
一
九
五
二
年
六
月
号
）

に
よ
っ
て
五
〇
年
代
の
文
化
運
動
に
登

場
し
て
き
た
土
方
は
、
一
〇
年
に
わ
た
っ

た
結
核
療
養
所
で
の
生
活
を
終
え
て
本

格
的
に
詩
や
小
説
を
書
き
始
め
た
ば
か
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り
で
あ
り
、
「
お
っ
さ
ん
」
は
最
初
期

の
土
方
の
詩
作
で
あ
る
よ
う
だ
（
土
方
鉄

の
名
は
「
土
と
鉄
」
か
ら
取
っ
た
と
も
言
わ

れ
る
が
、
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
）
。
「
ヨ

シ
ダ
」
は
も
ち
ろ
ん
吉
田
茂
、
「
取
ら

れ
て
し
も
う
た
」
富
士
山
は
米
軍
演
習

場
の
存
在
を
さ
し
て
い
る
。
後
半
で

「
市
役
所
え

ど
な
り
こ
ん
だ
ろ
う
や

な
い
か
」
と
行
政
闘
争
を
鼓
舞
し
て
い

る
背
景
に
は
、
オ
ー
ル
ロ
マ
ン
ス
闘
争

を
経
た
京
都
の
部
落
解
放
運
動
の
経
験

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し

て
も
、
「
重
た
い
ふ
と
ん
」
と
比
べ
る

と
、
「
お
っ
さ
ん
」
は
当
時
の
土
方
の

立
場
性
を
反
映
し
て
あ
ま
り
に
も
政
治

的
に
過
ぎ
る
。
実
際
、
当
時
の
サ
ー
ク

ル
詩
運
動
は
「
お
っ
さ
ん
」
の
よ
う
な

ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
詩
を
無
数
に
生
み
出

し
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
部
落
差
別
の

解
消
を
日
本
革
命
の
帰
趨
に
還
元
す
る

こ
の
よ
う
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
現
実

の
部
落
解
放
運
動
に
有
効
で
あ
っ
た
の

か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

『
地
ぞ
こ
か
ら
の
う
た
ご
え
』
に
収

め
ら
れ
た
詩
は
、
前
述
し
た
よ
う
に

『
部
落
』
や
『
解
放
新
聞
』
に
転
載
さ

れ
て
全
国
各
地
の
部
落
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。

酒
井
も
ま
た
、
こ
こ
ま
で
『
新
日
本
文

学
』
『
部
落
』
な
ど
に
発
表
し
て
き
た

詩
を
ま
と
め
、
野
間
宏
の
跋
文
を
付
し

た
詩
集
『
日
本
部
落
冬
物
語
』
を
刊
行

し
て
、
サ
ー
ク
ル
詩
運
動
に
お
い
て
部

落
詩
人
と
し
て
の
立
ち
位
置
を
確
固
た

る
も
の
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
部
落
差

別
を
題
材
に
し
た
詩
作
が
部
落
民
に
よ
っ

て
発
信
さ
れ
る
な
か
で
、
部
落
独
自
の

文
化
運
動
の
展
開
が
目
指
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
、
次
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

四
．
部
落
に
お
け
る
文
化
運
動
の
試
み

一
九
五
〇
年
代
の
部
落
で
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
運
動
の
組
織
化
が
試
み
ら

れ
た
。
一
九
四
九
年
末
の
時
点
で
、
共

産
党
の
地
域
文
化
闘
争
の
方
針
の
も
と
、

「
民
主
的
な
青
年
団
体
」
を
組
織
す
る

た
め
の
「
文
化
活
動
に
よ
る
啓
蒙
教
育

（
コ
ー
ラ
ス
・
お
花
・
お
茶
・
文
学
・

ス
ポ
ー
ツ
）
」
の
必
要
は
提
起
さ
れ
て

い
た
が
（
「
資
料

青
年
運
動
の
方
針
」

『
解
放
新
聞
』
二
〇
号
、
一
九
四
九
年
一
一

月
一
〇
日
）
、
こ
れ
が
実
現
に
む
か
い
は

じ
め
た
の
は
、
一
九
五
三
年
以
降
の
こ

と
だ
っ
た
。

サ
ー
ク
ル
詩
運
動
の
文
脈
に
即
し
て

見
て
お
く
と
、
『
日
本
部
落
冬
物
語
』

の
刊
行
は
、
部
落
で
の
サ
ー
ク
ル
詩
運

動
の
活
性
化
を
促
し
た
。
部
落
解
放
全

国
委
員
会
は
「
全
部
落
大
衆
の
な
か
か

ら
、
詩
人
や
作
家
を
結
集
し
解
放
闘
争

の
力
強
い
一
環
と
す
る
」
た
め
に
、
文

学
サ
ー
ク
ル
「
解
放
の
星
」
の
結
成
を

呼
び
か
け
、
「
貧
乏
と
差
別
に
あ
え
ぐ

生
活
」
や
「
激
し
い
闘
い
」
の
な
か
か

ら
部
落
民
自
ら
の
表
現
を
生
み
出
す
よ

う
働
き
か
け
て
い
る
（
「
ひ
び
か
そ
う

解
放
へ
の
歌
声
を
！
」
『
解
放
新
聞
』
五
七

号
、
一
九
五
三
年
六
月
一
〇
日
）
。
「
解
放

の
星
」
の
活
動
を
そ
の
後
見
出
す
こ
と

は
残
念
な
が
ら
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ

の
後
も
『
解
放
新
聞
』
の
紙
面
に
は
時

折
詩
作
や
生
活
綴
方
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
部
落
民
の
表
現
へ
の
渇
望
が
止
む

こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
地
ぞ

こ
か
ら
の
う
た
ご
え
』
に
続
く
第
二
の

部
落
解
放
詩
集
と
し
て
企
画
さ
れ
た

『
重
た
い
ふ
と
ん
』
も
、
野
間
宏
の
協

力
の
も
と
生
活
記
録
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

と
し
て
企
画
さ
れ
た
『
部
落
に
生
き
る

子
』
も
、
刊
行
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ

た
よ
う
に
、
部
落
で
サ
ー
ク
ル
詩
運
動

を
持
続
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
難

し
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
最
も
大
き
な

理
由
は
、
識
字
の
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
『
解
放
新
聞
』
縮
刷
版
索
引
に
は
、

「
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
項
目
の

下
位
項
目
に
「
識
字
作
品
（
作
文
を
含

む
）
」
が
あ
り
、
一
九
五
三
年
五
月
か

ら
当
該
記
事
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
五
〇
年
代
の
部
落
に
お
い
て
は
、

詩
を
書
く
以
前
に
、
文
字
を
学
べ
な
か
っ

た
人
々
に
学
び
の
機
会
を
提
供
す
る
こ

と
の
方
が
、
早
急
に
取
り
組
ま
れ
ね
ば

な
ら
な
い
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
自

由
に
詩
を
書
く
こ
と
の
で
き
た
部
落
民

の
数
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
の
だ
。

い
く
ら
紙
と
鉛
筆
さ
え
あ
れ
ば
詩
は
書

け
た
と
い
っ
て
も
、
自
ら
が
主
体
的
に

言
葉
を
紡
が
ね
ば
な
ら
な
い
詩
作
の
垣

根
は
高
か
っ
た
だ
ろ
う
。

詩
や
生
活
綴
方
が
衰
退
す
る
一
方
、

部
落
の
文
化
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
の

は
、
幻
灯
や
う
た
ご
え
運
動
な
ど
、
よ

り
わ
か
り
や
す
い
娯
楽
だ
っ
た
。
一
九

五
四
年
に
は
、
幻
灯
「
荊
冠
旗
は
怒
る
」

を
制
作
し
（
京
都
府
綾
部
で
の
栗
橋
水
害
復

旧
闘
争
に
取
材
し
た
も
の
。
『
解
放
新
聞
』

六
九
号
［
一
九
五
四
年
七
月
一
五
日
］
に
、

幻
灯
の
各
コ
マ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
、
部

落
解
放
同
盟
が
発
足
し
て
か
ら
は
、

「
部
落
の
う
た
ご
え
」
を
開
催
し
て
う

た
ご
え
運
動
へ
の
取
り
組
み
を
深
め
て

い
っ
た
よ
う
だ
。

高
度
成
長
が
は
じ
ま
る
な
か
で
テ
レ

ビ
な
ど
の
娯
楽
が
登
場
し
、
文
化
運
動

は
衰
退
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
部
落
で

の
文
化
運
動
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の

か
。
引
き
続
き
資
料
を
集
め
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
、
部
落
の
サ
ー
ク
ル

詩
運
動
・
文
化
運
動
に
つ
い
て
ご
存
じ

の
こ
と
な
ど
、
是
非
と
も
ご
教
示
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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私
は
こ
こ
五
、
六
年
前
か
ら
ロ
シ
ア

極
東
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
な
ど
、
東

ア
ジ
ア
の
各
国
を
訪
れ
る
機
会
が
、
特

に
多
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
確
実
に
言
え

る
こ
と
は
、
日
本
を
含
め
て
各
国
と
も
、

貧
富
の
所
得
格
差
が
、
戦
後
最
大
に
な
っ

て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日

本
で
も
六
○
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成

長
は
、
も
ち
ろ
ん
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の

転
換
な
ど
に
よ
っ
て
新
し
い
「
貧
困
層
」

を
創
り
だ
し
て
い
っ
た
側
面
は
あ
っ
た

が
、
全
体
と
し
て
八
○
年
代
ま
で
所
得

格
差
は
縮
ま
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

九
○
年
代
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

以
降
、
急
速
に
所
得
格
差
は
拡
大
し
、

戦
後
最
大
に
な
っ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
「
新
し
い
植
民
地

主
義
」
だ
と
喝
破
し
た
西
川
長
夫
氏
の

遺
言
は
当
た
っ
て
い
る
（
『
植
民
地
主
義

の
時
代
を
生
き
て
』
平
凡
社
、
二
○
一
三
年
）
。

だ
が
最
近
の
台
湾
の
中
国
と
の
「
サ
ー

ビ
ス
貿
易
協
定
」
に
反
対
す
る
学
生
デ

モ
な
ど
、
世
界
中
で
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
運
動
は
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ

う
。日

本
で
も
、
卑
近
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、

世
間
で
は
「
英
語
教
育
」
が
盛
ん
に
言

わ
れ
、
大
学
で
も
や
た
ら
「
英
語
コ
ー

ス
」
が
創
ら
れ
、
新
し
い
教
員
の
募
集

に
は
「
英
語
で
授
業
が
で
き
る
こ
と
」

と
い
う
但
し
書
き
が
付
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
近
年
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
の
国
際
電
話
を
か
け
て
も
、
交
換
手

に
「
ど
こ
に
い
る
の
か
？
」
と
聞
け
ば
、

「
イ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
す
」
と

い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
状
態
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
平
均
賃
金
は
現
在
で
も
五
万

円
を
切
っ
て
い
る
。
し
か
も
彼
女
ら
は

ネ
イ
テ
ブ
な
英
語
を
話
し
、
教
育
水
準

も
高
い
。
日
本
の
若
者
が
い
く
ら
高
い

ス
キ
ル
（
技
術
）
を
身
に
つ
け
て
も
、
周

縁
諸
国
の
安
い
労
働
力
と
の
競
争
を
激

化
さ
せ
れ
ば
、
日
本
の
若
者
の
「
ワ
ー

キ
ン
グ
・
プ
ア
」
状
態
が
改
善
さ
れ
る

と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
「
非
正
規

雇
用
」
を
減
ら
し
、
若
者
が
働
き
や
す

い
社
会
を
つ
く
る
の
が
、
急
務
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

昨
年
の
五
月
、
私
た
ち
は
著
者
の
吉

村
氏
に
頼
ん
で
、
大
阪
の
釜
ケ
崎
や
、

飛
田
遊
郭
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
釜
ヶ

崎
の
あ
い
り
ん
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

実
態
や
、
年
金
手
帳
を
取
り
上
げ
て
い

る
高
齢
者
の
旅
館
、
飛
田
の
公
然
た
る

売
買
春
街
な
ど
を
、
実
に
手
際
よ
く
説

明
し
て
く
れ
た
。
そ
の
時
に
、
本
書
を

出
す
予
定
だ
と
聞
い
て
心
待
ち
に
し
て

い
た
が
、
や
は
り
力
作
で
あ
っ
た
。
小

さ
な
本
で
あ
る
が
、
著
者
の
二
○
年
以

上
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
凝
縮
し
た

好
著
で
あ
る
。
著
者
に
は
、
既
に
『
釜

ケ
崎
の
ス
ス
メ
』
（
洛
北
出
版
、
二
○
一

一
年
）
、
『
近
代
大
阪
の
部
落
と
寄
せ
場
』

（
大
阪
市
立
大
学
の
博
士
論
文
、
明
石
書
店
、

二
○
一
二
年
）
な
ど
の
業
績
が
あ
り
、
そ

の
成
果
が
本
書
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
ず
小
さ
い
大
著
の
内
容
を
見
て
お
こ

う
。

一
、
本
書
の
内
容

ま
ず
著
者
は
、
「
序
論
」
「
絵
図
に

み
る
被
差
別
民
の
世
界
を
歩
く
」
と
し

て
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
「
絵
図
（
古
地

図
）
」
研
究
の
重
要
性
を
説
く
。
例
え
ば

「
渡
辺
村
〔
摂
津
役
人
村
〕
の
数
度
に

わ
た
る
移
転
問
題
に
つ
い
て
も
、
本
村

と
の
関
係
（
渡
辺
村
道
な
ど
）
、
大
坂
市

中
と
の
距
離
、
河
川
や
地
面
の
配
置
、

村
内
の
景
観
な
ど
は
絵
図
の
解
読
な
く

し
て
は
可
視
化
さ
れ
え
な
い
問
題
ば
か

り
で
あ
る
」
と
す
る
。

し
か
し
、
半
世
紀
前
に
某
百
貨
店
で

「
穢
多
村
」
と
書
か
れ
た
絵
図
が
販
売

さ
れ
、
部
落
解
放
運
動
の
糾
弾
を
受
け

た
事
件
か
ら
、
絵
図
の
公
開
は
、
部
落

差
別
を
助
長
す
る
も
の
だ
と
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
所
蔵

者
が
「
隠
蔽
」
し
た
り
、
「
被
差
別
身

分
記
載
の
部
分
を
「
抹
消
」
し
た
り
す

る
と
い
う
対
応
」
が
取
ら
れ
た
が
、
幸

い
に
も
絵
図
を
利
用
し
た
差
別
事
件
と

い
う
の
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ

近
年
の
歴
史
学
で
は
、
絵
図
研
究
が
盛

ん
に
な
り
、
「
絵
図
を
積
極
的
に
利
用

し
よ
う
と
い
う
見
解
が
多
く
出
さ
れ
て

い
る
」
。

近
世
に
は
、
慶
長
、
正
保
、
元
禄
、

天
保
な
ど
の
国
絵
図
が
公
儀
（
幕
府
）
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
「
一
八
七
○
（
明
治

三
）
年
に
は
国
絵
図
改
訂
の
通
知
が
民
部

省
か
ら
出
さ
れ
、
地
図
の
編
纂
は
内
務

省
地
理
局
へ
と
移
管
し
、
一
八
七
三
（
明

治
六
）
年
か
ら
数
年
を
か
け
て
、
全
国
一

定
方
式
に
よ
る
地
籍
図
調
査
が
お
こ
な

わ
れ
た
」
。
た
だ
本
書
で
主
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
版
行
絵
図
（
な
か

で
も
「
大
坂
図
」
）
」
で
あ
る
。

「
大
坂
図
」
は
、
一
六
五
五
（
明
暦
元
）

年
か
ら
三
○
年
間
、
京
都
の
寺
町
本
能

寺
前
や
林
吉
永
が
作
っ
て
お
り
、
一
六

八
七
（
貞
享
四
）
年
か
ら
は
、
北
を
上
に

し
作
者
名
（
絵
師
名
）
を
明
記
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
一
七
八
九
（
寬
政
元
）

年
か
ら
は
「
播
磨
屋
」
を
屋
号
と
す
る

版
元
が
「
大
坂
図
」
の
ほ
と
ん
ど
を
仕

切
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
近
年
、
「
絵
図
を
公
開
し
、
差

別
問
題
、
と
く
に
部
落
問
題
の
視
点
か
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ら
と
ら
え
返
す
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
に

も
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
」
て
い
た
が
、

「
差
別
問
題
の
歴
史
的
研
究
は
図
像
資

料
の
利
用
な
く
し
て
は
も
は
や
成
立
し

え
な
い
」
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る
と
著

者
は
断
言
す
る
。
こ
れ
は
、
「
身
分
制

一
般
や
被
差
別
の
側
面
だ
け
に
問
題
を

収
斂
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
都

市
空
間
や
村
落
共
同
体
に
お
け
る
部
落

の
実
像
に
つ
い
て
の
究
明
」
が
必
要
に

な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
地

域
社
会
に
お
け
る
差
別
問
題
の
究
明
に

と
っ
て
、
絵
図
の
利
用
は
必
要
不
可
欠
」

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

第
一
部
の
「
エ
リ
ア
編
」
「
道
頓
堀
」

で
著
者
は
、
ま
ず
宮
本
輝
の
小
説
『
道

頓
堀
川
』
の
引
用
か
ら
は
じ
め
る
が
、

著
者
の
幼
年
時
代
（
一
九
七
○
年
代
）
の

道
頓
堀
は
、
〝
場
末
〟
の
雰
囲
気
の
す

る
空
間
で
あ
っ
た
。
道
頓
堀
は
、
江
戸

時
代
初
期
に
東
横
堀
川
と
木
津
川
を
東

西
に
つ
な
ぐ
た
め
に
、
成
安
（
安
井
）
道

頓
ら
四
人
が
開
削
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
「
道
頓
堀
八
丁
」
と

し
て
、
九
左
衛
門
丁
、
吉
左
衛
門
丁
、

宗
右
衛
門
丁
、
九
郎
右
衛
門
丁
、
太
左

衛
門
丁
、
立
慶
丁
、
御
前
丁
、
湊
丁
が
、

今
で
も
こ
の
界
隈
を
代
表
す
る
地
名
と

し
て
残
っ
て
い
る
。

「
町
屋
の
形
成
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
、

元
和
期
（
一
六
一
五
～
二
四
年
）
に
は
、

「
遊
女
」
に
よ
る
女
歌
舞
伎
が
盛
ん
に

な
る
が
」
、
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
に

禁
止
さ
れ
、
若
衆
歌
舞
伎
が
と
っ
て
替

わ
り
、
そ
の
後
、
若
衆
歌
舞
伎
も
承
応

元
（
一
六
五
二
）
年
頃
か
ら
禁
止
さ
れ
、

野
郎
歌
舞
伎
と
し
て
再
興
す
る
。

歌
舞
伎
興
行
が
盛
ん
だ
っ
た
、
延
宝

～
元
禄
期
（
一
六
七
三
～
一
七
○
四
年
）
に

か
け
て
、
道
頓
堀
の
南
側
に
芝
居
小
屋

が
建
ち
並
び
、
北
側
に
は
芝
居
茶
屋
が

軒
を
連
ね
た
。
こ
こ
で
は
「
中
の
芝
居
」

「
角
の
芝
居
」
「
大
西
の
芝
居
」
な
ど

で
大
芝
居
が
演
じ
ら
れ
た
が
、
近
代
以

降
の
「
角
座
」
「
中
座
」
「
朝
日
座
」

「
戎
座
」
「
弁
天
座
」
な
ど
の
人
気
櫓

に
引
き
継
が
れ
た
。
一
九
二
○
年
代
に

な
る
と
、
か
つ
て
の
芝
居
小
屋
が
松
竹

に
よ
っ
て
一
手
に
買
収
さ
れ
る
。
道
頓

堀
の
芝
居
小
屋
で
映
画
、
演
劇
、
歌
舞

伎
な
ど
の
幅
広
い
興
業
が
行
わ
れ
る
。

「
千
日
前
」
千
日
前
と
い
う
地
名
が
、

有
名
な
法
善
寺
（
寛
永
一
四
〔
一
六
三
七
〕

年
創
建
）
の
千
日
回
向
か
ら
と
ら
れ
た
こ

と
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

こ
に
は
、
竹
林
寺
と
い
う
「
慶
安
二
（
一

六
四
九
）
年
に
創
建
さ
れ
、
江
戸
時
代
に

「
四
カ
所
」
の
う
ち
道
頓
堀
、
天
王
寺
、

鳶
田
の
三
つ
の
「
長
吏
」
（
非
人
）
の
旦

那
寺
に
な
っ
て
い
た
寺
院
」
も
あ
る
。

千
日
回
向
で
人
を
集
め
て
い
た
が
、
二

○
○
九
年
に
天
王
寺
区
の
勝
山
に
移
転

し
た
。
ま
た
自
安
寺
と
い
う
か
つ
て
の

刑
場
に
隣
接
し
た
寺
も
あ
る
。
絵
図
や

案
内
書
に
は
、
「
「
墓
所
」
の
ほ
か
に
、

さ
き
に
も
ふ
れ
た
「
長
吏
」
や
、
墓
所

の
管
理
を
す
る
「
三
昧
聖
」
（
隠
亡
）
な

ど
も
記
さ
れ
て
い
る
」
。

『
摂
陽
落
穂
集
』
（
一
八
○
八
年
）
に

よ
る
と
、
「
例
年
七
月
十
五
日
夜
」
、

「
七
墓
め
ぐ
り
」
と
い
っ
て
、
「
お
墓

め
ぐ
り
の
ツ
ア
ー
が
あ
っ
た
」
。
七
墓

は
近
代
に
な
る
と
市
中
か
ら
排
除
さ
れ
、

阿
倍
野
、
岩
崎
新
田
、
長
柄
へ
移
転
・

統
合
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
一
八
七
三
（
明

治
六
）
年
に
は
太
政
官
に
よ
っ
て
火
葬
が

禁
止
さ
れ
、
隠
亡
は
収
入
の
道
を
絶
た

れ
た
。
七
五
年
に
は
、
火
葬
が
再
度
許

可
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
請
け
負
っ
た

の
は
、
の
ち
に
八
弘
社
と
い
う
葬
儀
会

社
を
つ
く
る
西
澤
新
右
衛
門
ら
八
人
で
、

三
昧
聖
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
び

と
で
あ
っ
た
。
道
頓
堀
の
三
昧
聖
は
、

六
つ
の
坊
舎
に
住
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
婚

姻
関
係
や
縁
組
み
を
結
ん
で
い
た
。

一
方
、
「
長
吏
」
は
、
い
わ
ゆ
る
非

人
頭
の
こ
と
で
、
悲
田
院
（
天
王
寺
）
、

鳶
田
、
道
頓
堀
、
天
満
の
四
カ
所
の
非

人
村
（
垣
外
）
で
生
活
し
て
お
り
、
そ
の

下
に
小
頭
が
お
り
、
一
般
構
成
員
に
あ

た
る
若
キ
者
、
そ
の
配
下
の
弟
子
と
い
っ

た
序
列
が
あ
っ
た
。
仲
間
内
の
こ
と
は

「
惣
仲
間
作
法
」
を
作
っ
て
執
行
し
、

垣
外
内
の
問
題
は
高
原
会
所
で
相
談
し

た
。
彼
ら
は
警
察
業
務
を
「
御
用
」
と

し
て
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
「
御
用
」

を
悪
用
し
て
「
悪
ね
だ
り
」
す
る
者
も

い
た
。

近
代
に
な
っ
て
、
ミ
ナ
ミ
が
歓
楽
街

に
な
っ
て
、
千
日
前
は
一
時
期
衰
退
す

る
が
、
楽
天
地
、
芦
辺
劇
場
、
千
日
倶

楽
部
な
ど
が
所
狭
し
と
軒
を
な
ら
べ
る

よ
う
に
な
る
。
一
九
二
○
年
代
初
頭
に

な
る
と
、
さ
ら
に
南
下
し
て
劇
場
街
が

形
成
さ
れ
、
弥
生
座
、
敷
島
倶
楽
部
、

南
浜
舞
場
な
ど
が
林
立
し
、
一
九
三
○

年
代
に
は
、
大
阪
劇
場
が
開
演
し
て
、

大
阪
松
竹
歌
劇
団
の
公
演
、
歌
手
や
映

画
俳
優
の
実
演
な
ど
が
自
慢
で
あ
っ
た

が
、
一
九
九
一
年
に
再
開
発
の
た
め
に

取
り
壊
さ
れ
た
。

「
日
本
橋
筋
」
日
本
橋
は
、
江
戸
時

代
の
公
儀
橋
（
幕
府
直
轄
の
橋
）
の
ひ
と

つ
で
、
紀
州
街
道
の
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

た
。
橋
の
南
詰
は
立
慶
町
と
称
さ
れ
て
、

そ
の
辻
以
南
は
長
町
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

す
べ
て
長
町
の
名
を
冠
し
て
、
新
助
町
、

甚
左
衛
門
町
、
嘉
右
衛
門
町
、
毛
皮
屋

町
、
谷
町
、
笠
屋
町
な
ど
が
あ
り
、
南

端
が
長
町
筋
茂
助
町
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
町
が
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年

に
は
長
町
一
～
九
丁
目
と
な
り
、
寬
政

四
（
一
七
九
二
）
年
に
は
一
～
五
丁
目
が

日
本
橋
一
～
五
丁
目
と
改
称
さ
れ
た
。

そ
れ
以
南
の
長
町
六
～
九
丁
目
（
の
ち
に

三
～
五
丁
目
）
に
は
、
旅
人
宿
（
旅
籠
）
、

木
賃
宿
な
ど
が
軒
を
連
ね
、
「
江
戸
時

代
中
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
は

窮
民
や
貧
民
が
多
数
生
活
の
拠
点
と
し

た
」
。
「
か
つ
て
の
町
名
を
引
き
継
い

で
「
長
町
」
（
名
護
町
、
名
呉
町
）
と
通

称
さ
れ
、
ス
ラ
ム
と
し
て
名
を
馳
せ
た
」
。
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日
本
橋
筋
を
西
に
入
る
と
、
そ
こ
は

か
つ
て
関
谷
町
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域

で
あ
る
。
こ
こ
も
江
戸
時
代
か
ら
の
木

賃
宿
が
軒
を
連
ね
て
い
た
が
、
東
関
谷

町
に
は
、
「
五
階
跡
南
裏
」
な
ど
、
裏

通
り
や
路
地
に
裏
長
屋
が
密
集
し
て
い

た
。
大
阪
市
や
内
務
省
の
社
会
調
査
な

ど
で
は
、
広
田
町
と
と
も
に
た
び
た
び

登
場
し
、
明
治
時
代
の
新
聞
に
は
「
蜘

蛛
巣
」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。
東

関
谷
町
の
こ
と
を
、
「
六
道
ヶ
辻
」
と

記
し
た
「
細
民
調
査
」
も
あ
る
。

日
本
橋
か
ら
南
の
紀
州
街
道
は
、
か

つ
て
「
窮
民
」
や
「
貧
民
」
と
呼
ば
れ

た
人
び
と
の
生
活
拠
点
で
あ
っ
た
。
江

戸
時
代
後
期
か
ら
た
び
た
び
取
り
締
ま

り
の
対
象
に
な
る
が
、
特
に
一
八
九
一

年
の
ス
ラ
ム
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
よ
っ

て
、
長
町
の
人
び
と
は
そ
の
周
辺
の
東

関
谷
町
、
広
田
町
、
下
寺
町
、
日
東
町

へ
と
移
住
す
る
。
「
旧
市
中
の
ス
ラ
ム
・

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
と
そ
の
影
響
に
よ
る
周

辺
地
域
の
ス
ラ
ム
化
」
が
、
大
阪
環
状

線
の
内
側
と
外
側
で
分
節
さ
れ
た
」
の

が
、
大
阪
の
都
市
形
成
の
特
色
で
あ
る
。

「
釜
ヶ
崎
」
あ
い
り
ん
労
働
福
祉
セ

ン
タ
ー
は
、
朝
の
五
時
か
ら
動
き
出
す
。

同
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
七
○
年
の
大
阪

万
博
の
会
場
作
り
の
日
雇
い
労
働
者
を

「
さ
ば
く
」
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
完
成
し
た
の

は
、
万
博
が
終
了
し
た
一
○
月
で
あ
っ

た
。
し
か
も
セ
ン
タ
ー
の
設
計
図
に
は
、

今
の
よ
う
な
シ
ャ
ッ
タ
ー
も
な
け
れ
ば
、

監
視
カ
メ
ラ
も
載
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
に
は
、
あ
い
り
ん
労

働
公
共
職
業
安
定
所
が
お
か
れ
て
い
る

が
、
同
所
は
普
通
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

よ
う
に
仕
事
を
「
紹
介
」
し
な
い
。
こ

こ
で
は
最
高
一
日
七
五
○
○
円
の
「
失

業
（
ア
ブ
レ
）
手
当
」
の
支
給
を
す
る
だ

け
で
あ
る
。
仕
事
の
「
斡
旋
」
は
、
同

セ
ン
タ
ー
の
「
（
公
財
）
西
成
労
働
福
祉

セ
ン
タ
ー
」
が
や
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、

一
九
六
一
年
八
月
の
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ

る
「
釜
ヶ
崎
暴
動
」
（
「
異
議
申
し
立
て
」
）

の
翌
月
か
ら
開
設
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
釜
ヶ
崎
は
、
一
九
○
○
年

代
初
頭
は
、
「
職
工
」
と
呼
ば
れ
る
工

場
労
働
者
の
街
で
あ
っ
た
。
特
に
「
電

光
社
（
舎
）
」
と
よ
ば
れ
る
マ
ッ
チ
工
場

が
建
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
大
阪
市
内

の
ス
ラ
ム
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
が
本
格
化

す
る
と
、
木
賃
宿
と
し
て
の
営
業
許
可

を
取
っ
て
い
た
釜
ヶ
崎
に
、
多
く
の
日

雇
い
労
働
者
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
大
阪
毎
日
新
聞
の
記
者
村
島
帰

之
ら
は
、
「
飛
田
界
隈
は
不
具
者
と
乞

丏
と
盗
人
と
怠
け
者
の
巣
窟
で
あ
る
」

（
『
ド
ン
底
生
活
』
一
九
一
七
年
）
と
言
い

放
ち
、
「
貧
民
」
「
細
民
」
と
い
う

「
社
会
の
眼
差
」
が
、
一
九
二
○
年
代

の
大
大
阪
の
「
市
民
社
会
」
の
形
成
の

な
か
で
生
ま
れ
て
き
た
。

「
新
世
界
・
飛
田
」
一
九
○
三
（
明
治

三
六
）
年
に
、
天
王
寺
一
帯
で
開
催
さ
れ

た
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
は
、
実
に

五
三
○
万
人
も
の
人
出
が
あ
っ
た
。
こ

の
博
覧
会
に
は
、
海
外
植
民
地
で
あ
る

台
湾
も
参
加
さ
せ
、
台
湾
、
ア
イ
ヌ
、

沖
縄
な
ど
の
人
び
と
を
「
展
示
」
す
る

「
人
類
館
事
件
」
も
起
こ
し
て
い
る
。

そ
の
跡
地
に
、
「
ル
ナ
パ
ー
ク
」
が
開

園
し
、
通
天
閣
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
で
あ
っ
た
。
現

在
の
通
天
閣
は
、
戦
時
下
の
鉄
の
供
給

で
解
体
さ
れ
た
後
、
地
域
の
熱
い
要
望

で
一
九
五
六
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
大
阪
市

は
、
一
八
九
七
（
明
治
三
○
）
年
に
続
く

第
二
次
市
域
拡
張
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、
〝
大
大
阪
〟
（
人
口
二
二
一
万
人
）

と
な
っ
た
大
阪
市
は
、
大
阪
毎
日
新
聞

社
の
主
催
す
る
「
大
大
阪
記
念
博
覧
会
」

を
天
王
寺
公
園
と
大
阪
城
で
開
催
し
た
。

入
場
者
数
は
約
一
八
九
万
人
を
数
え
た
。

し
か
し
、
天
王
寺
公
園
の
北
側
に
は
、

ス
ラ
ム
が
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
特
に
日

本
橋
筋
の
界
隈
に
は
、
通
称
「
八
十
軒

長
屋
」
の
ほ
か
長
屋
が
軒
を
連
ね
て
い

た
。
一
九
二
七
年
に
不
良
住
宅
地
区
改

良
法
が
施
行
さ
れ
、
大
阪
市
は
ク
リ
ア

ラ
ン
ス
を
行
っ
た
。
地
域
の
共
同
体
関

係
も
破
壊
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
通
天
閣
の
一
帯
は
、
「
新
世
界
」

の
名
称
で
全
国
に
名
を
馳
せ
て
い
る
が
、

そ
の
一
角
は
南
陽
通
商
店
街
（
ジ
ャ
ン
ジ
ャ

ン
横
丁
）
で
、
西
成
区
の
「
飛
田
新
地

（
遊
廓
）
」
に
通
じ
る
繁
華
街
と
し
て
、

大
手
の
大
阪
土
地
建
物
会
社
に
よ
っ
て

開
発
さ
れ
た
。

飛
田
新
地
は
、
近
代
に
な
っ
て
開
業

し
た
松
島
遊
廓
と
な
ら
ん
で
「
二
大
本

廓
」
と
呼
ば
れ
た
「
事
実
上
の
遊
廓
」

で
、
一
九
一
八
年
に
「
貸
座
敷
」
と
し

て
開
業
し
た
。
当
時
、
買
売
春
を
め
ぐ
っ

て
は
、
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
流
れ
を

組
ん
だ
飛
田
遊
廓
反
対
同
盟
会
と
、
開

発
を
す
す
め
る
大
阪
土
地
建
物
会
社
と

の
激
し
い
対
立
は
あ
っ
た
が
、
大
阪
府

は
こ
の
時
と
ば
か
り
に
。
新
世
界
の

「
私
娼
」
を
取
り
締
ま
り
、
飛
田
に

「
公
娼
」
を
設
置
し
た
。

「
百
済
・
平
野
」
古
代
の
百
済
滅
亡

の
「
渡
来
人
」
伝
説
の
あ
る
百
済
駅
か

ら
竜
田
越
奈
良
街
道
に
沿
っ
て
進
む
と
、

平
野
郷
町
に
出
る
。
か
つ
て
は
環
濠
集

落
で
あ
り
、
平
野
部
落
も
あ
る
。
平
野

部
落
は
、
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
の
史

料
に
「
川
原
者
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、

杭
全
神
社
の
大
祭
で
神
輿
の
「
さ
き
ば

ら
い
」
な
ど
の
清
掃
を
し
て
い
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
部
落
の
生
業
は
、

「
皮
革
」
「
雪
駄
」
な
ど
で
あ
っ
た
が
、

明
治
以
降
に
は
石
鹸
工
場
や
精
麦
工
場

な
ど
が
で
き
て
働
い
て
い
た
が
、
平
野

紡
績
工
場
で
は
雇
わ
れ
な
か
っ
た
。

「
北
浜
・
太
融
寺
」
こ
こ
は
大
阪
の

自
由
民
権
運
動
の
遺
跡
が
多
い
。
一
八

八
二
（
明
治
一
五
）
年
七
月
、
西
浜
部
落

の
豪
商
山
下
茂
十
郎
は
自
由
党
を
結
成
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す
る
。
続
い
て
九
月
に
、
近
畿
平
権
興

道
社
が
結
成
さ
れ
、
士
族
茂
中
達
之
ら

に
よ
っ
て
平
権
党
も
作
ら
れ
る
。
こ
の

党
は
「
博
徒
」
が
「
過
半
」
を
占
め
て

い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

同
年
九
月
、
松
木
正
守
ら
に
よ
っ
て
、

大
阪
自
由
党
が
結
成
さ
れ
、
八
七
年
ま

で
、
計
八
回
の
自
由
平
権
懇
親
会
が
開

催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
新
平
民
」

か
ら
「
車
夫
」
ま
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
中
心
は
、
「
社
会
的
地

位
の
向
上
」
を
望
む
豪
農
・
豪
商
で
あ
っ

た
。民

権
運
動
の
中
心
と
な
る
新
聞
も
、

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
東
区
安
堂
寺

町
（
現
中
央
区
平
野
町
）
で
『
大
阪
日
報
』

が
刊
行
さ
れ
る
。
同
紙
に
小
室
信
介
や

古
沢
滋
ら
が
参
加
し
、
八
一
年
か
ら
は

中
島
信
行
を
社
長
と
し
て
『
日
本
立
憲

政
党
新
聞
』
と
な
る
。
民
権
運
動
に
は

豪
商
た
ち
も
手
を
貸
し
、
七
八
年
の
愛

国
社
再
興
第
一
回
大
会
は
、
鴻
池
駒
次

郎
の
別
邸
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
大

阪
で
最
も
古
い
愛
珠
幼
稚
園
は
、
三
井

糸
店
出
身
の
市
会
議
員
豊
田
文
三
と
、

民
権
家
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
（
一
八
八

○
年
開
園
）
、
そ
れ
を
支
え
た
の
が
船
場

の
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

そ
の
北
浜
か
ら
中
之
島
を
経
由
し
て

北
に
向
か
う
と
、
太
融
寺
が
あ
る
。
こ

こ
で
一
八
八
○
（
明
治
一
三
）
年
、
二
府

二
二
県
の
代
表
一
一
四
人
が
集
ま
っ
て
、

国
会
期
成
同
盟
の
結
成
大
会
が
行
わ
れ

た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

「
天
神
橋
筋
」
天
満
に
は
、
大
坂
町

奉
行
所
の
役
人
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
同

心
た
ち
の
業
務
は
多
忙
で
、
そ
の
手
下

に
は
、
「
垣
外
」
の
「
非
人
」
が
抱
え

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
「
天
満

垣
外
」
が
あ
っ
て
、
与
力
町
・
同
心
の

北
側
に
あ
っ
た
。
天
満
垣
外
は
、
西
成

郡
川
崎
村
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
、
一
八

七
二
（
明
治
五
）
年
に
競
売
に
あ
い
、
落

札
さ
れ
て
大
川
沿
い
に
あ
っ
た
青
物
市

場
が
移
転
し
て
き
た
。
現
在
は
天
満
市

場
の
新
し
い
ビ
ル
が
建
っ
て
い
る
。

ま
た
天
六
近
在
は
本
庄
・
長
柄
の
ス

ラ
ム
街
や
木
賃
宿
（
簡
易
宿
）
街
が
あ
り
、

大
阪
市
の
社
会
福
祉
事
業
の
拠
点
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
米
騒
動
の
後
、

大
阪
府
は
方
面
委
員
制
度
を
、
大
阪
市

は
市
民
館
な
ど
を
創
設
し
た
。
市
民
館

で
は
、
法
律
、
金
融
、
生
業
な
ど
の
相

談
に
応
じ
て
い
る
。

「
舟
場
・
北
野
」
大
阪
も
小
学
校
の

統
廃
合
が
進
ん
で
い
る
が
、
北
野
で
は

戦
前
か
ら
在
日
朝
鮮
人
の
夜
間
学
級
が

開
か
れ
て
い
た
、
済
美
第
五
尋
常
高
等

学
校
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、

方
面
委
員
制
度
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、

済
生
会
病
院
の
最
初
で
あ
る
本
庄
診
療

所
が
、
一
九
一
四
年
に
開
設
し
た
。
済

生
会
医
療
は
、
方
面
委
員
な
ど
を
通
じ

て
、
施
療
を
必
要
と
す
る
人
び
と
に

「
治
療
券
」
を
公
布
し
て
、
貧
富
に
か

か
わ
ら
ず
治
療
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
中
津
」
中
津
で
有
名
な
の
は
、

「
淀
川
改
良
」
の
治
水
事
業
で
あ
る
。

一
九
世
紀
の
末
に
九
○
九
万
円
を
か
け

て
行
わ
れ
た
大
工
事
で
あ
る
。
新
淀
川

の
改
修
工
事
に
よ
っ
て
、
中
津
村
で
は

七
割
以
上
の
住
民
が
移
住
し
た
。
こ
こ

で
は
、
部
落
の
移
転
も
行
わ
れ
、
後
の

奈
良
県
の
洞
村
移
転
の
モ
デ
ル
と
さ
れ

た
。「

京
橋
・
大
阪
城
公
園
」
一
九
四
五

年
八
月
一
四
日
の
大
阪
大
空
襲
で
壊
滅

し
た
大
阪
砲
兵
工
廠
跡
地
に
は
、
鉄
の

ス
ク
ラ
ッ
プ
を
持
ち
出
す
、
マ
ス
コ
ミ

か
ら
「
ア
パ
ッ
チ
族
」
と
呼
ば
れ
た
人

び
と
の
集
落
が
あ
っ
た
。
大
阪
城
に
軍

需
施
設
が
集
ま
っ
た
の
は
、
日
清
戦
争

を
境
と
し
て
で
あ
り
、
衛
戌
病
院
（
陸
軍

病
院
）
、
輜
重
兵
営
、
陸
軍
地
方
幼
年
学

校
な
ど
が
あ
い
つ
い
で
建
設
さ
れ
た
。

現
在
の
大
阪
城
公
園
に
は
、
「
大
阪

城
内
の
「
友
の
会
」
」
と
い
う
ホ
ー
ム

レ
ス
の
自
主
組
織
が
あ
る
。
著
書
は
、

大
阪
市
が
全
国
で
飛
び
抜
け
て
生
活
保

護
率
が
高
い
こ
と
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
大
阪
は
歴
史
的
に
も
現

状
と
し
て
も
社
会
福
祉
の
最
先
端
を
い

く
都
市
」
だ
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

著
者
の
該
博
な
知
識
の
一
部
し
か
紹

介
で
き
な
か
っ
た
が
、
実
に
豊
富
な
話

を
書
い
て
い
る
の
で
、
是
非
、
本
書
を

一
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
他
に
も
、

「
な
に
わ
人
物
伝
」
と
し
て
、
久
保
田

権
四
郎
、
鳥
井
信
治
郎
、
高
倉
藤
平
、

石
井
十
次
、
沼
田
嘉
一
郎
、
新
田
長
次

郎
ら
を
、
社
会
事
業
の
側
面
か
ら
紹
介

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
食
肉
文
化
と

屠
場
」
「
有
隣
小
学
校
と
徳
風
小
学
校
」

「
四
ヵ
所
と
七
墓
」
「
皮
革
業
と
銀
行
」

「
な
に
わ
の
塔
物
語
」
と
い
っ
た
「
ト

ピ
ッ
ク
ス
編
」
が
あ
り
、
最
後
に
補
論

と
し
て
「
〝
大
大
阪
〟
と
被
差
別
民
」

が
つ
い
て
い
る
。

二

本
書
の
論
点

す
べ
て
の
問
題
に
触
れ
る
紙
幅
も
力

量
も
な
い
の
で
、
絵
図
と
著
者
の
近
代

「
被
差
別
民
」
論
に
つ
い
て
だ
け
感
想

を
書
き
た
い
。
絵
図
と
「
近
代
的
」
地

図
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
か
ら
気
に

な
っ
て
い
た
点
で
、
絵
図
に
は
「
穢
多
」

「
隠
亡
」
な
ど
の
身
分
標
識
が
書
か
れ

て
い
る
。
丹
後
の
絵
図
に
は
、
「
鉢
」

と
い
う
中
世
の
系
譜
を
引
く
「
雑
賤
民
」

の
記
載
が
貼
り
付
け
て
あ
る
も
の
も
あ

る
（
拙
著
『
近
代
日
本
の
差
別
と
村
落
』
雄

山
閣
、
一
九
九
三
年
、
四
三
頁
）
。

本
来
近
代
的
な
地
図
の
う
え
に
は
、

身
分
呼
称
は
残
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
寬
政
一
二

（
一
八
○
○
）
年
か
ら
文
化
一
三
（
一
八

一
六
）
年
に
か
け
て
伊
能
忠
敬
が
作
っ
た

「
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
」
が
あ
り
、

一
八
七
七
年
に
出
さ
れ
た
文
部
省
の

「
日
本
全
図
」
か
ら
八
四
年
に
陸
軍
参

謀
本
部
測
量
部
が
作
成
し
た
「
輯
製
二

○
万
分
の
一
図
」
ま
で
、
す
べ
て
伊
能
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の
大
図
、
小
図
が
基
に
な
っ
て
い
る
。

著
者
の
言
っ
て
い
る
地
租
改
正
の
時
の

「
地
籍
図
」
は
、
耕
宅
地
の
測
量
を
行
っ

た
も
の
で
、
地
域
の
全
体
を
知
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
も
地
租
改
正
で
は
、

三
角
測
量
法
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
三

角
測
量
に
よ
る
日
本
地
図
が
完
成
す
る

の
は
、
一
九
一
三
年
で
あ
る
（
織
田
武
雄

『
地
図
の
歴
史

日
本
篇
』
講
談
社
、
一
九

七
四
年
、
他
）
。
こ
れ
は
近
代
地
図
の
登

場
が
遅
い
と
見
る
の
か
、
伊
能
図
の
レ

ベ
ル
が
高
か
っ
た
と
見
る
の
か
、
評
価

の
分
か
れ
る
所
で
あ
る
。
地
図
の
歴
史

的
評
価
は
あ
る
に
せ
よ
、
絵
図
の
身
分

表
記
に
つ
い
て
は
、
い
つ
ま
で
続
く
の

か
な
ど
興
味
深
い
問
題
が
あ
る
。

著
者
は
、
補
論
「
〝
大
大
阪
〟
と
被

差
別
民
」
の
な
か
で
、
実
に
興
味
深
い

「
被
差
別
民
」
論
を
展
開
し
て
い
る
。

大
阪
三
郷
（
天
満
組
・
北
組
・
南
組
）
と

称
さ
れ
た
時
代
か
ら
、
武
士
ら
が
居
住

す
る
天
満
、
寺
院
が
集
住
す
る
上
町
、

表
店
・
裏
店
を
仕
切
る
船
場
・
西
船
場
・

島
之
内
・
堀
江
と
い
っ
た
中
心
地
域
の

周
縁
に
被
差
別
民
が
居
住
し
て
い
た
。

穢
多
、
非
人
、
隠
亡
な
ど
は
、
身
分
ご

と
に
三
郷
の
接
続
村
に
組
み
込
ま
れ
、

市
中
（
オ
ー
ル
ド
シ
テ
ィ
）
が
形
成
さ
れ

て
い
た
。

近
世
の
オ
ー
ル
ド
シ
テ
ィ
が
身
分
制

の
解
体
に
よ
っ
て
、
近
代
都
市
へ
と
変

貌
す
る
過
程
で
、
周
縁
部
に
イ
ン
ナ
ー

シ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
主
な
も

の
は
、
墓
場
、
塵
芥
処
理
場
、
屠
場
、

避
病
院
や
監
獄
な
ど
の
隔
離
・
収
容
施

設
、
遊
廓
・
貸
座
敷
な
ど
の
遊
興
施
設

で
あ
り
、
旧
市
中
の
外
縁
部
に
布
置
さ

れ
て
い
っ
た
。
近
代
市
民
社
会
で
は
必

要
不
可
欠
と
し
な
が
ら
「
賤
視
の
対
象
」

と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
一
九
一
九
年

の
「
都
市
計
画
法
」
の
施
行
前
か
ら
移

転
・
統
廃
合
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
こ

に
は
、
「
身
分
制
社
会
に
お
け
る
都
市

の
周
縁
化
の
系
譜
を
継
承
し
つ
つ
、
排

除
と
包
摂
の
帰
結
と
し
て
」
、
被
差
別

部
落
・
寄
せ
場
・
ス
ラ
ム
に
近
接
す
る

か
、
あ
る
い
は
内
部
に
重
層
的
に
組
み

込
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ナ
ー
リ

ン
グ
の
延
長
線
上
に
一
九
二
五
年
の
第

二
次
市
域
編
入
が
行
わ
れ
、
〝
大
大
阪

〟
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
顔
」
と
し
て
、

差
別
が
刻
印
さ
れ
る
。

そ
の
具
体
例
と
し
て
、
デ
ィ
ー
プ
・

サ
ウ
ス
（
深
淵
な
る
南
部
）
と
い
わ
れ
る

釜
ヶ
崎
の
日
雇
い
労
働
者
、
西
浜
・
西

成
の
皮
革
業
、
ア
ト
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
ノ
ー

ス
（
魅
力
的
な
北
）
と
い
わ
れ
る
長
柄
・

本
庄
の
簡
易
宿
街
、
舟
場
の
履
物
修
繕

業
な
ど
が
、
紹
介
さ
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
小
河
滋
次
郎
が
一

九
一
三
年
に
結
成
し
た
救
済
事
業
研
究

会
が
紹
介
さ
れ
る
。
特
に
著
者
は
大
阪

の
市
民
館
、
方
面
委
員
制
度
、
私
立
夜

間
学
校
、
済
生
会
、
改
良
住
宅
な
ど
の

都
市
公
共
事
業
の
先
駆
性
を
強
調
す
る
。

こ
れ
は
、
こ
う
し
た
都
市
の
公
共
性
を

切
り
捨
て
る
、
今
日
の
橋
下
市
政
な
ど

の
「
新
自
由
主
義
」
政
策
へ
の
著
者
の

批
判
と
読
む
の
は
、
私
の
思
い
込
み
過

剰
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
最
初
に
書
い
た
よ
う
に
、

一
般
向
け
の
ガ
イ
ド
・
ブ
ッ
ク
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
実
に
良
心

的
で
良
質
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
理

論
的
な
批
判
を
加
え
る
の
は
、
野
暮
で

あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
評
者
の
責
任

か
ら
二
、
三
の
注
文
を
つ
け
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

長
年
京
都
の
研
究
を
し
て
き
た
私
か

ら
見
る
と
、
大
阪
は
飛
田
な
ど
の
遊
廓

で
も
、
圧
倒
的
に
近
代
社
会
が
創
っ
た

も
の
が
多
い
。
飛
田
な
ど
は
、
近
代
遊

廓
と
言
っ
て
も
い
い
も
の
で
、
京
都
の

島
原
や
祇
園
な
ど
と
は
大
き
く
異
な
る
。

こ
の
伝
統
的
遊
廓
と
近
代
遊
廓
の
断
絶

の
問
題
は
、
も
っ
と
考
え
ら
れ
て
も
い

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
近

世
で
も
、
穢
多
、
非
人
、
遊
廓
、
役
者

街
な
ど
「
悪
所
」
の
周
縁
化
は
あ
り
、

こ
れ
と
近
代
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
が
、
ど

う
繋
が
り
、
繋
が
ら
な
い
の
か
、
も
う

少
し
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
は
釜
ヶ
崎
な
ど
の
ス
ラ
ム
街
に

も
言
え
る
こ
と
で
、
近
代
的
労
働
者
の

街
か
ら
日
雇
い
労
働
者
の
街
に
変
わ
る

の
は
、
日
清
戦
後
か
ら
の
人
の
移
動
の

問
題
が
あ
り
、
周
辺
農
村
か
ら
の
労
働

力
の
移
動
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
周
辺
の
農
村
の
解

体
と
大
大
阪
の
膨
張
と
い
う
問
題
も
、

視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
労
働
力
の
移
動
と
い
う
問
題
を

考
え
る
時
に
は
、
著
者
の
関
心
が
、
部

落
問
題
か
ら
来
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

「
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
」
や
「
ニ
ュ
ー
カ

マ
ー
」
で
あ
る
沖
縄
や
朝
鮮
人
、
中
国

人
、
台
湾
人
な
ど
の
問
題
が
入
ら
な
い

の
は
残
念
で
あ
る
。
著
者
は
、
最
初
か

ら
「
独
自
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
が
あ
る

生
野
区
な
ど
を
避
け
る
と
書
い
て
い
る

が
、
国
内
外
の
植
民
地
か
ら
の
人
の
移

動
の
問
題
は
、
大
大
阪
だ
け
で
な
く
、

近
現
代
都
市
論
や
「
差
別
の
重
層
性
」

を
考
え
る
時
、
避
け
ら
れ
な
い
問
題
だ

と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
の

「
部
落
史
」
研
究
の
問
題
点
で
あ
る
と

も
考
え
て
い
る
。

最
後
の
「
公
共
性
」
の
評
価
も
、
方

面
委
員
な
ど
の
先
駆
性
は
わ
か
る
が
、

こ
れ
が
支
配
の
道
具
と
し
て
機
能
し
た

こ
と
は
、
著
者
は
十
分
知
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
小
著
に
書
き
込
む
の

は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
「
公
共
性
」
の

機
能
を
手
放
し
で
評
価
で
き
な
い
こ
と

も
附
言
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

小
さ
な
大
作
に
、
勝
手
な
注
文
を
つ

け
た
が
、
今
後
、
著
者
に
教
え
て
も
ら

い
な
が
ら
、
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い

問
題
で
も
あ
る
。
妄
言
多
謝
。

（
解
放
出
版
社
、
二
○
一
三
年
一
一
月
一
五

日
、
一
三
○
○
円
＋
税
）
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皮
革
制
作
を
行
う
も
被
差
別
視
と
は

遠
い
位
置
に
あ
っ
た
石
清
水
八
幡
社

「
革
染
座
」
（
収
録
史
料
１

嘉
元
元
年
文

書
）
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
後
期
の
皮
田
身

分
へ
の
差
別
強
化
の
風
潮
の
な
か
で
、

い
つ
し
か
周
囲
の
差
別
の
視
線
を
感
得

す
る
よ
う
に
な
る
。
維
新
と
同
時
に
製

造
機
器
の
み
な
ら
ず
記
録
類
を
も
焼
却

す
る
挙
に
出
、
以
後
固
い
沈
黙
を
守
っ

て
き
た
。
近
代
初
頭
に
廃
絶
し
た
た
め
、

菖
蒲
革
は
著
名
で
あ
り
な
が
ら
実
相
の

ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
近

年
ま
で
き
た
。
始
期
は
諸
説
あ
っ
て
確

か
と
し
な
い
。
一
八
世
紀
後
期
革
一
枚

で
銀
五
枚
の
価
（
史
料
17
『
城
州
八
幡
愚

聞
鈔
』

銀
一
枚
＝
銀
四
三
匁
）
も
す
る
高

級
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
牡
牛
皮
の
鞣
革
よ

り
高
価
で
あ
っ
た
。●

本
書
は
濃
い
霧
の
中
に
あ
っ
た
菖
蒲

革
の
制
作
構
造
の
解
明
に
乗
り
出
し
た

労
作
で
あ
り
、
当
該
分
野
の
基
本
文
献

と
な
る
を
疑
わ
な
い
。
二
部
構
成
、
前

半
に
題
簽
通
り
の
論
稿
、
後
半
に
未
公

開
新
出
史
料
四
二
点
が
丁
寧
な
解
題
を

付
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
頭
に
は

九
州
大
学
服
部
英
雄
の
序
文
が
お
か
れ
、

科
研
費
「
被
差
別
民
衆
史
・
研
究
方
法

論
」
の
成
果
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い

る
。
新
出
史
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た

め
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
『
諸
式
留
帳
』

の
訴
訟
記
録
、
『
男
山
考
古
録
』
な
ど

周
知
の
文
献
、
あ
る
い
は
石
清
水
八
幡

宮
所
蔵
の
刊
本
史
料
集
な
ど
は
見
合
わ

せ
ら
れ
て
い
る
。
論
稿
で
は
既
知
の
史

料
を
も
駆
使
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

言
う
ま
で
も
な
く
新
史
料
が
開
い
た
世

界
が
軸
と
な
っ
て
い
る
。
総
合
的
な
究

明
が
俟
た
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

竹
中
が
解
明
し
た
成
果
は
多
岐
に
わ

た
る
。
課
題
意
識
の
中
心
に
あ
っ
た
の

は
菖
蒲
革
献
上
主
体
の
区
分
と
実
態
の

解
明
で
あ
る
。
菖
蒲
革
を
制
作
工
程
と

し
て
み
れ
ば
、
革
細
工
―
仕
上
げ
染
め

―
白
革
鞣
し
―
前
処
理
―
原
皮
、
の
諸

段
階
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
①
染
革
は
科

手
町
西
口
か
ら
南
に
入
っ
た
大
谷
居
住

の
「
神
宝
所
神
人
」
九
人
の
下
で
製
造

さ
れ
た
（
実
際
に
は
配
下
染
革
職
人
）
②
下

地
と
な
る
鹿
白
革
は
科
手
町
「
朱
印
百

姓
九
拾
六
人
」
の
頭
家
（
安
居
百
姓
連
判

状
代
表
）
を
含
む
一
〇
人
程
度
（
史
料
41

で
は
二
家
）
の
白
革
師
が
鞣
し
を
行
っ
た
。

尤
も
寛
政
か
ら
は
大
坂
塩
町
白
革
屋
三

人
が
鞣
し
を
行
う
。
こ
の
二
点
が
前
半

の
論
旨
、
後
半
は
献
上
・
贈
答
の
実
態

解
明
で
あ
り
、
幕
末
朝
廷
へ
の
献
上
に

尽
力
す
る
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。こ

う
み
て
く
る
と
積
み
残
し
た
の
は

竹
中
も
自
覚
し
て
い
る
通
り
菖
蒲
革
の

「
製
造
工
程
」
が
大
き
い
。

●

研
究
と
は
厄
介
な
代
物
で
あ
る
。
一

つ
の
事
実
が
解
明
さ
れ
る
と
直
ち
に
そ

の
先
に
十
以
上
の
疑
問
が
湧
き
出
す
。

澄
ん
だ
頭
脳
で
明
晰
な
整
理
が
な
さ
れ

れ
ば
、
不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、

よ
り
一
層
多
く
の
課
題
や
問
題
が
浮
か

び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
一
番

自
覚
す
る
の
は
誰
あ
ろ
う
著
者
本
人
で

あ
る
。
ど
ん
な
論
点
が
出
て
く
る
の
か
。

皮
革
史
の
観
点
か
ら
若
干
を
挙
げ
る
。

①
秀
吉
が
八
幡
惣
中
に
宛
て
た
判
物
写

（
史
料
３
）
は
「
燻
革
三
枚
」
で
あ
っ
て

染
革
で
は
な
か
っ
た
。
菖
蒲
革
は
ブ
ラ

ン
ド
の
総
称
で
あ
る
が
元
来
は
八
幡
黒

革
を
指
し
、
反
復
染
め
の
濃
い
藍
染
一

色
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
な
る
と
両
者

を
ど
う
整
合
的
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の

か
。
②
鹿
皮
鞣
し
と
は
い
か
な
る
鞣
製

法
で
あ
り
、
本
当
は
誰
の
手
で
ど
こ
で

鞣
さ
れ
て
い
た
の
か
。
先
の
『
城
州
八

幡
愚
聞
鈔
』
は
科
手
白
革
師
の
中
に
皮

屋
が
あ
り
「
滑
皮
・
燻
皮
」
さ
ら
に
染

革
ま
で
も
家
業
に
し
て
い
た
と
い
う
。

は
た
し
て
そ
の
真
偽
は
。
③
一
枚
金
三

～
四
両
の
値
段
で
大
名
な
ど
の
要
請
に

応
え
「
神
人
ら
の
莫
大
な
収
入
源
」
に

な
っ
て
い
た
、
と
し
な
が
ら
他
方
で
は

原
皮
の
極
端
な
入
手
難
に
見
舞
わ
れ
た

と
も
指
摘
し
て
い
る
。
安
政
四
年
八
幡

二
階
堂
村
か
ら
白
革
株
と
畿
内
周
辺
一

〇
ヵ
国
死
牛
馬
株
の
支
配
願
い
が
出
さ

れ
た
折
、
死
牛
馬
株
礼
金
百
両
に
対
し

て
白
革
株
は
四
〇
〇
両
に
設
定
さ
れ
て

い
た
（
史
料
５
）
。
高
い
利
益
が
目
論
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
整
合
性
が
求
め

ら
れ
る
と
と
も
に
実
態
が
ど
う
で
あ
っ

た
か
が
問
わ
れ
る
。

労
作
の
刊
行
を
喜
び
多
く
の
方
が
手

に
と
ら
れ
る
こ
と
を
お
奨
め
し
た
い
。

（
服
部
英
雄
研
究
室
刊
、
平
成
26
年
３
月
、

地
域
資
料
叢
書
12
、
Ａ
４
判
86
頁
、
１
６
０

０
円
＋
税
）

発
売
：
花
書
院
（
〒
８
１
０
―

０
０
１
２

福

岡
県
福
岡
市
中
央
区
白
金
２
―

９
―

６

Ｔ
Ｅ
Ｌ

０
９
２
―

５
３
１
―

７
１
０
２
）
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紹
介菖

蒲
革
と
は
ど
う
い
う
革
な
の
か

—
竹
中
友
里
代
著
『
八
幡
菖
蒲
革
と
石
清
水
神
人
』

の
び

し
ょ
う
じ

（
西
播
地
域
皮
多
村
文
書
研
究
会
）

2014年4月25日
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研究としての部落解放運動 小森龍邦

広島県内の相次ぐ差別事件とその背景を考える 岡田英

治

広島県水平社創立90年と教科書 香渡清則

妊婦健診未受診妊産婦問題からみた子育ち・子育て環境

―「親子問題」が露呈される背景要因をふまえて 井上

寿美

障害者が高等教育へ進む道を拓くために 秋風千恵

ハンセン病療養所の将来―長島愛生園と菊池恵楓園の将

来構想をめぐる比較分析 吉崎一

在日韓国・朝鮮人の高齢化と外国人福祉問題―広島市西

区通所介護福祉現場の事例を通して 安錦珠

「在日コリアン」の日本国籍の取得に関する意識の計量

的分析 伊藤泰郎

部落解放研究 200（部落解放・人権研究所刊，2014.3）：

1,400円

特集 人権・部落問題研究の課題と展望

総論

今後の部落解放運動の方向・手法と課題 北口末広／差

別禁止法の動向と研究会発足について 内田博文

啓発 部落解放・人権大学講座のカリキュラムのあり方

上杉孝實

人権 人権CSR研究の成果と課題 菅原絵美

教育

人権教育と市民力 市民性教育をめぐる研究の成果と課

題 平沢安政／学力保障と地域教育をめぐる研究の成果

と課題 高田一宏

歴史

身分論から差別論・穢れ論・境界論・地域社会論へ―歴

史学・民俗学・人類学・宗教学などの成果 前近代部落

史研究の課題と展望 吉田勉／近現代・被差別部落の類

型論に向けて 近現代部落史研究の課題と展望 小林丈広

部落解放研究くまもと 67（熊本県部落解放研究会刊，

2014.3）

「ボシタ」が消えた日 小松裕

史料紹介 山鹿郡上御宇田村検地帳 橋口和孝，山本尚友

明治四年の道後温泉入浴差別事件―全国部落史研究大会

に寄せて― 花田昌宣

熊本の被差別部落史編さん通信 山本尚友

部落解放ひろしま 94号（部落解放同盟広島県連合会

刊，2014.1）：1,000円

特集 相次ぐ県内の差別事件―取り組みと課題

部落問題研究 207（部落問題研究所刊，2014.3）：1,0

58円

特集 「行き倒れ」とその救護から見るイギリス近代・

現代日本・首都東京

イギリスにおける救貧法制と「行き倒れ」 小室輝久／

今日における行旅病人及行旅死亡人取扱法の対象者像―

2000年以降における「行旅死亡人の公告」をもとに 鈴

木忠義／「行旅病人及行旅死亡人取扱法」施行後の東京

府における「行き倒れ」とその対応行政に関する基礎的

検討 竹永三男

本願寺史料研究所報 46号（本願寺史料研究所刊，201

4.2）

近世後期の本願寺における産所について―広如・徳如期

の事例を通して― 長瀬由美

ライブラリー・リソース・ガイド 6（アカデミック・

リソース・ガイド刊，2014.2）：2,500円

東日本大震災と図書館―図書館を支援するかたち 熊谷

慎一郎

特集 図書館で学ぶ防災・災害 嶋田綾子

司書名鑑 2 谷合佳代子（大阪社会運動協会・大阪産業

労働資料館）

リベラシオン 153（福岡県人権研究所刊，2014.3）：1,

000円

特集 2013年度部落史講座

生きることが闘いだった！水平社以前・黎明期の解放運

動―解放令、筑前竹槍一揆、復権同盟、九州平民会、鎮

西公明会― 石瀧豊美／海外から見た水平社宣言 駒井忠

之／水平社創立の舞台裏―日本社会主義同盟 廣畑研二

史料紹介 新聞に見る部落問題関係史料 14―『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

民衆史こぼれ話 片隅に生きた人たち 18 福沢諭吉『福

翁自伝』を読む(続き)―福岡藩の蘭学と解剖 11― 石瀧

豊美

資料紹介 生活の柄 71―「近世民衆史の泉」改め― 竹

森健二郎

映画紹介 『ハンナ・アーレント』 吉田到

和歌山研究所通信 47（和歌山人権研究所刊，2014.3）

私と和歌山大空襲と秋月時代 大賀正行

『賤者考』と被差別民 矢野治世美

2014年4月25日
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地域と人権京都 663（京都地域人権運動連合会刊，20

14.2.15）：150円

同和奨学金返還問題の検討 26 「総点検委員会の報告」

を再検討する 川部昇

地域と人権京都 664（京都地域人権運動連合会刊，20

14.3.1）：150円

同和奨学金返還問題の検討 27 川部昇

地域と人権京都 665（京都地域人権運動連合会刊，20

14.3.15）：150円

同和奨学金返還問題の検討 28 川部昇

であい 622（全国人権教育研究協議会刊，2014.1）：1

50円

第65回全国人権・同和教育研究大会 特別報告 「三番叟

まわし」を受け継いで 辻本絵蘭人権文化を拓く 194

『ある精肉店のはなし』の話 内田樹

であい 623（全国人権教育研究協議会刊，2014.2）：1

50円

第65回全国人権・同和教育研究大会 特別報告 「三番叟

まわし」を受け継いで 2 辻本絵蘭

人権文化を拓く 195 ヘイト・スピーチ法規制をめぐっ

て 師岡康子

同和教育論究 特別号（同和教育振興会刊，2012.3）：

3,000円

近世真宗差別問題史料（特別編）―「起居筆記」― 左

右田昌幸

ヒューマンJournal 207（自由同和会中央本部刊，201

3.12）：500円

部落解放運動40年を振り返って 10 「多い方がいい」か

らの脱却 灘本昌久

ヒューマンライツ 310（部落解放・人権研究所刊，20

14.1）：525円

特集 憲法から考える私たちの暮らし

不屈の闘志と懐の深さから学ぶことの必要性―ネルソン・

マンデラさんの訃報に接して 友永健三

被差別部落の歴史 前近代編 1 寺木伸明

ヒューマンライツ 311（部落解放・人権研究所刊，20

14.2）：525円

特集 ヘイトスピーチをのりこえる

被差別部落の歴史 前近代編 2 寺木伸明

ヒューマンライツ 312（部落解放・人権研究所刊，20

14.3）：525円

特集 2014年、いま福島で

差別禁止法を求めて 12 いまこそ当事者が声をあげると

き 谷川雅彦

被差別部落の歴史 前近代編 3 寺木伸明

ひょうご部落解放 151（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2013.12）：700円

部落解放研究第34回兵庫県集会報告書

部落解放 688号（解放出版社刊，2014.1）：1,050円

第44回部落解放・人権夏期講座報告書

部落解放 689号（解放出版社刊，2014.2）：630円

特集 部落のひとり親家族実態調査から

座談会 部落出身であること、女性であること、シング

ルマザーであること 坂根政代，塩谷幸子，歯朶山加代

／結婚差別の諸相 神原文子／被差別部落のひとり親家

族における部落（民）アイデンティティとその継承につ

いて 宮前千雅子／ひとり親家族の生活を支える被差別

部落の社会資源 熊本理抄／被差別部落におけるひとり

親家族の母親の就労と生活 大西祥惠

本の紹介 奥田均著『「人権の世間」をつくる』 藤池弘

人種主義と植民地主義の告発 ネルソン・マンデラが残

した遺産 武者小路公秀

水平社論争の群像 14 部落委員会活動 朝治武

部落解放 690号（解放出版社刊，2014.2）：1,050円

部落解放研究第47回全国集会報告書

部落解放 691号（解放出版社刊，2014.3）：630円

特集 東日本大震災・福島第一原発事故から三年

本の紹介

『ヘイトスピーチとたたかう！―日本版排外主義批判』

（有田芳生著）／『取調べ可視化論の展開』（小坂井久

著）／『マオキッズ―毛沢東のこどもたちを巡る旅』

（八木澤高明著）／『自立を混乱させるのは誰か―障害

者の「自立」と自立支援』（愼英弘著）／『日本に生き

る北朝鮮人 リ・ハナの一歩一歩』（リ・ハナ著）／

『チャーシューの月』（村中李衣作，佐藤真紀子絵）

新たな部落解放運動への挑戦 水平社100年にむけて 赤

井隆史

朝鮮人虐殺の歴史を忘れない 関東大震災時に虐殺され

た朝鮮人の追悼を続ける「ほうせんか」 神林毅彦

江戸の華が復活 皮革の町で新年の門付芸「鳥追」と

「女太夫」 川元祥一

水平社論争の群像 15 高松結婚差別裁判 朝治武

部落解放研究 20（広島部落解放研究所刊，2014.1）：

1,000円
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人権の"館" 高麗神社とその周辺 仲尾宏

国際人権ひろば 113（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2014.1）：350円

特集 原発事故と原発輸出

狭山差別裁判 445号（部落解放同盟中央本部中央狭山

闘争本部刊，2013.4）：300円

特集 狭山50年を考える

しこく部落史 16号（四国部落史研究協議会刊，2014.

2）：1,000円

特集 第19回全国部落史研究大会

前近代史分科会報告

近世庄内における芸能興行 佐治ゆかり／土佐藩におけ

る博士集団の組織展開と活動 山本琢

近現代史分科会報告

秘録 岡山県特高警察資料―日本社会主義同盟と水平社

― 廣畑研二／差別撤廃に取り組んだ香川の警察官 山下

隆章

全体会講演

近現代における『三番叟まわし』の実相―「阿波木偶箱

廻し」調査・伝承推進事業から見えたもの― 南公代／

「ちょんがり」の精神史―「歌」と「運動」の相関関係

― 五藤孝人

人権と部落問題 853（部落問題研究所刊，2014.2）：

630円

特集 在日コリアンの歴史と生活

20周年を迎えたコリアタウン 高賛侑／猪飼野の風景 足

代健二郎／生駒・宝塚の巫俗を生業とする韓寺略記 曺

奎通／韓国済州島から大阪猪飼野へ―聞き取り・戦後在

日コリアンの歩み― 二宮一郎／朝鮮学校と高校無償化

問題 鄭甲寿

現地報告 島根県 『はだしのゲン』閲覧制限が問いかけ

たもの 片寄直行

本棚 曺奎通著『在日の歌 知らざる故国 何ぞ恋しき』

喜多タケ子

文芸の散歩道 鑓田研一著『第三の太陽』―無産者の政

党設立をめざした時代の実録小説 桑原律

人権と部落問題 854（部落問題研究所刊，2014.2）：

1,155円

特集 「3.11」三年の現実

人権と部落問題 855（部落問題研究所刊，2014.3）：

630円

特集 労働者の使い捨てを問う

季刊人権問題 374号（兵庫人権問題研究所刊，2014.1）：

700円

八鹿高校事件の真実を改めて世に問う 12 住民から見た

「八鹿高校事件」前夜 ノン・フィクション「1974年の

秋 1」 朝倉紀子

振興会通信 113（同和教育振興会刊，2013.11）

同和地区における真宗事情調査 九州地方中間報告 「同

和地区における真宗事情調査」委員会

同朋運動史の窓 20 左右田昌幸

参考図書紹介 畑中敏之・朝治武・内田龍史編著『差別

とアイデンティティ』

真宗 1318号（真宗大谷派宗務所刊，2014.1）：250円

人の世に熱あれ人間に光あれ 16 「いし、かわら、つぶ

てのごとくなるわれら？」 川端裕敬

真宗 1319号（真宗大谷派宗務所刊，2014.2）：250円

人の世に熱あれ人間に光あれ 17 真宗大谷派同和関係寺

院協議会

真宗 1320号（真宗大谷派宗務所刊，2014.3）：250円

人の世に熱あれ人間に光あれ 18 真宗大谷派同和関係寺

院協議会

信州農村開発史研究所報 122・123号（信州農村開発

史研究所刊，2013.3）

広報紙と人権問題―『浅科村公民館縮刷版』に見る足跡

― 川向秀武

史料紹介 小諸藩領の部落の元「頭」の資力 斎藤洋一

信州農村開発史研究所報 124・125号（信州農村開発

史研究所刊，2013.9）

惟善学校用地払い下げ願い 斎藤洋一

史料紹介 塩名田宿の「御分間御絵図御用宿方明細書上

帳」 千葉藤哉

地域と人権 1134（全国地域人権運動総連合刊，2014.3.

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─ 33 学者の貢献 10 丹波正史

地域と人権京都 660（京都地域人権運動連合会刊，20

14.1.1）：150円

同和奨学金返還問題の検討 24 「同和施策」と地域・住

民の変化 2 川部昇

地域と人権京都 661（京都地域人権運動連合会刊，20

14.1.15）：150円

同和奨学金返還問題の検討 25 「同和施策」と地域・住

民の変化 3 川部昇
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解放新聞 2659号（解放新聞社刊，2014.3.17）：90円

解放の文学 95 ハッピー著『福島第一原発収束作業日記』

音谷健郎

解放新聞大阪版 1983号（解放新聞社大阪支局刊，201

4.3.15）：70円

部落解放同盟大阪府連合会第61回定期大会 一般活動方

針（第1次案） 討議資料

解放新聞京都版 980号（解放新聞社京都支局刊，2014.

3.10）：70円

安易な障害者観を問う 佐村河内さんの曲捏造事件から

渡辺毅

解放新聞奈良県版 994号（解放新聞社奈良支局刊，20

14.2.10）：50円

主張 部落民は恐れられているのが実情、いったい何故

か。2

まちづくり運動のための史料紹介 9 大和国葛下郡東山

村関係史料 辻本正教

解放新聞奈良県版 995号（解放新聞社奈良支局刊，20

14.2.25）：50円

2014年度一般運動方針（案）特集号

解放新聞奈良県版 996号（解放新聞社奈良支局刊，20

14.3.10）：50円

主張 部落民は恐れられているのが実情、いったい何故

か。3

解放新聞兵庫版 793号（解放新聞社兵庫支局刊，2014.

1）：50円

新春対談 石元清英・坂本三郎

解放新聞広島県版 2123号（解放新聞社広島支局刊，2

014.1.15）

昭和史の中のある半生 1小森龍邦

解放新聞広島県版 2124号（解放新聞社広島支局刊，2

014.1.25）

昭和史の中のある半生 2 小森龍邦

解放新聞広島県版 2125号（解放新聞社広島支局刊，2

014.2.5）

昭和史の中のある半生 3 小森龍邦

解放新聞広島県版 2126号（解放新聞社広島支局刊，2

014.2.15）

昭和史の中のある半生 4 小森龍邦

解放新聞広島県版 2127号（解放新聞社広島支局刊，2

014.2.25）

昭和史の中のある半生 5 小森龍邦

解放新聞広島県版 2128号（解放新聞社広島支局刊，2

014.3.5）

昭和史の中のある半生 6 小森龍邦

解放新聞広島県版 2129号（解放新聞社広島支局刊，2

014.3.15）

昭和史の中のある半生 7 小森龍邦

解放新聞福岡県版 490号（解放新聞社福岡支局刊，20

14.1）：50円

「黒田家過去帳」記事問題で宗派教区と意見交換

架橋 30（鳥取市人権情報センター刊，2014.2）

報告 分田山林闘争とは 国府人権福祉センター地域調査・

研究事業に携わって 田川朋博

架橋でめぐる全国の人権機関 和泉市立人権文化センター

資料室～旧南王子村の歴史と文化を伝える

語る・かたる・トーク 227（横浜国際人権センター刊，

2014.1）：500円

「解放教育」継承への扉 24 初めての全同教報告で突き

つけられた言葉 外川正明

語る・かたる・トーク 228（横浜国際人権センター刊，

2014.2）：500円

「解放教育」継承への扉 25 うちらの町内の人、みんな

のことやろ！ 外川正明

カトリック部落差別人権委員会ニュース 149（日本

カトリック部落差別人権委員会刊，2014.1）

講演要約 「差別とアイデンティティ」 朝治武

かわとはきもの 166（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2013.12）

靴の歴史散歩 111 稲川實

皮革関連統計資料

京都部落問題研究資料センター通信 34号（京都部

落問題研究資料センター刊，2014.1）

報告 2013年度部落史連続講座2

本の紹介

太田心海著『自叙で綴る梅原眞隆の生涯』 神戸修／

『差別とアイデンティティ』―関係の大海をどう泳ぐか

― 井岡康時

収集逐次刊行物目次（2013年10月～12月受入）

グローブ 76（世界人権問題研究センター刊，2014.1）

京の「獣魂碑」 白石正明

被差別部落に関する歴史資料アーカイブズ化を目指して

～オーストラリア先住民による文化の保護・促進に学ぶ

～ 友永雄吾

2014年4月25日
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2014年4月25日

□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://suish inkyoukai.jp/shiryo/index.html

□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

◇のびさんの紹介にある八幡での白革（鹿革）づくりについては、『京都の部落史』でも八幡品手村と
天部・六条村との度重なる争論などがとりあげられています。今回ご紹介いただいた竹中友里代さんの
『八幡菖蒲革と石清水神人』では、「同じ皮革生産に携わる者同士が、類職を嫌い、白革独占を主張す
る分別の根拠はどこにあるのであろうか。（中略）本稿では菖蒲革を素材にして石清水の近世社会に存
在する諸身分の構造的な把握の具体化を目指すものである。」「管見の限り現存する菖蒲革関係の史料
を渉猟し提示することに努めた」とされていて、とても興味深い一冊です。当センターでも配架してい
ますので、是非ご利用ください。
◇今年度の部落史連続講座の日程が決まりました。ふるってご参加ください。
◇昨年度の部落史連続講座の講演録ができあがりました。ご希望の方はメール・FAXでご連絡ください。

朝田教育財団だより 20（朝田教育財団刊，2014.2）

朝田はなさん 部落解放運動を支え続けた妻・母・祖母

松井珍男子

明日を拓く 101・102（東日本部落解放研究所刊，201

3.12）：2,100円

特集1 教育特集

統一用紙四〇周年を考える 松浦利貞／「統一応募用紙」

40周年と同和教育（人権教育） 桐畑善次／「こんにち

は、関宿の今井です。」「また来ます。」 今井勝／出

会い直す私の部落 浅井誠／私と同和教育 川向秀武／大

沢敏郎の識字宇宙 楠原彰／いのちと向き合う識字～寿

識字学校主宰 大沢敏郎さんの仕事～ 吉田浩司／大沢敏

郎さんからの宿題 島田一生

特集2 狭山特集／石川さん逮捕当日の「上申書」と「脅

迫状」

本の紹介 藤沢靖介著『部落・差別の歴史』を読んで 中

村久子

アリーナ2013 15号別冊（中部大学総合学術研究院刊，

2013.5）

特集 占領期京都を考える

座談会「占領期京都の記憶」 正木通夫・辻ミチ子・山

本時子

IMADR-JC通信 176（反差別国際運動日本委員会刊，201

3.12）：750円

特集 レイシズム 日本そして世界

ウィングスきょうと 120（京都市男女共同参画推進協

会刊，2014.2）

図書情報室新刊案内

上野千鶴子著『ニッポンが変わる、女が変える』／関橋

眞理著『世界の女性問題 1 貧困、教育、保健』

解放新聞 2652号（解放新聞社刊，2014.1.27）：90円

結婚相談サービス業のCM解禁の動きに関しての要望書

部落解放同盟中央本部

解放新聞 2653号（解放新聞社刊，2014.2.3）：90円

解放の文学 93 琉球文化の底流を探る 池上永一『黙示

録』 音谷健郎

解放新聞 2654号（解放新聞社刊，2014.2.10）：135円

2014年度一般運動方針（第1次草案）

解放新聞 2655号（解放新聞社刊，2014.2.17）：90円

解放の文学 94 住井すゑ『橋のない川』 音谷健郎

解放新聞 2657号（解放新聞社刊，2014.3.3）：90円

ぶらくを読む 85 首都江戸の被差別民史研究―再び関東

部落史を考える 湧水野亮輔

解放新聞 2658号（解放新聞社刊，2014.3.10）：90円

今月の本＠ランダム

『かくれスポット大阪』（吉村智博著）／『ヘイト・ス

ピーチとは何か』（師岡康子著）／『私の絵日記』（藤

原マキ著）

収集逐次刊行物目次 （2014年1月～3月受入）

～各逐次刊行物の目次の中から部落問題関係のものを中心にピックアップしました～


