
当
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
の
「
二
〇
一

四
年
度
部
落
史
連
続
講
座
パ
ー
ト
Ⅱ
」

を
京
都
府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
で
、
一

一
月
一
三
日
、
二
一
日
、
二
八
日
の
三

回
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。

各
回
の
講
演
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。

尚
、
詳
し
く
は
三
月
末
に
発
行
予
定
の

講
演
録
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

一
九
世
紀
中
ご
ろ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ブ
ー
ス
が
ロ
ン
ド
ン
の
ス
ラ
ム
街
で
キ

リ
ス
ト
教
の
伝
道
を
す
る
中
で
、
貧
し

い
人
々
の
生
活
支
援
を
す
る
こ
と
の
必

要
性
を
強
く
感
じ
、
伝
道
と
と
も
に
社

会
事
業
を
行
う
た
め
の
「
救
世
軍
」
を

創
設
し
た
。

救
世
軍
は
明
治
二
八
年
に
日
本
で
の

活
動
を
始
め
る
。
山
室
軍
平
は
そ
の
年

に
入
隊
し
、
昭
和
一
五
年
に
亡
く
な
る

ま
で
日
本
の
救
世
軍
指
導
者
と
し
て
中

心
と
な
っ
て
活
動
を
続
け
た
。
救
世
軍

を
と
お
し
て
人
々
へ
の
わ
か
り
や
す
い

キ
リ
ス
ト
教
伝
道
と
と
も
に
福
祉
政
策

に
よ
る
生
活
支
援
を
行
い
「
山
室
の
救

世
軍
か
救
世
軍
の
山
室
か
」
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
の
活
躍
を
し
た
。
日
本
で
の
活

動
は
遊
郭
の
女
性
た
ち
を
救
済
す
る
運

動
が
有
名
だ
が
、
慈
善
病
院
、
結
核
療

養
所
の
設
立
、
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
な

ど
、
日
本
で
は
ま
だ
「
社
会
福
祉
」
と

い
う
考
え
方
が
根
付
い
て
い
な
い
時
代

に
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
事
業
を
先
駆
的
に

行
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
日
本
国
内
だ
け

で
な
く
、
満
州
や
ア
メ
リ
カ
の
日
本
移

民
の
生
活
支
援
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

こ
う
い
っ
た
山
室
の
救
世
軍
で
の
活

動
の
素
地
は
同
志
社
で
の
学
生
時
代
に

あ
っ
た
。
当
時
の
日
記
に
は
、
底
辺
の

民
衆
の
生
活
や
職
業
に
つ
い
て
の
記
述

が
各
所
に
あ
り
、
貧
困
問
題
、
社
会
問

題
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
を
深
め
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
記
資
料
や
、
地

元
の
岡
山
で
製
作
さ
れ
た
映
像
な
ど
を

使
い
な
が
ら
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
。

石
井
十
次
は
一
八
六
五
年
、
宮
崎
県

に
生
ま
れ
、
医
師
を
め
ざ
し
て
岡
山
医

学
校
で
学
ん
で
い
た
が
、
医
師
へ
の
迷

い
・
挫
折
の
中
で
、
診
療
所
で
子
ど
も

を
預
か
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
「
岡

山
孤
児
院
」
（
一
八
八
七
年
設
立
）
を
設

立
す
る
こ
と
に
な
る
。

孤
児
院
で
は
「
活
版
部
」
「
理
髪
部
」

な
ど
の
労
働
部
門
を
つ
く
っ
て
財
源
の

調
達
や
子
ど
も
の
自
活
の
た
め
の
活
動

を
行
っ
た
。
ま
た
、
寄
付
を
募
る
た
め

の
音
楽
隊
を
作
っ
た
り
、
賛
助
会
員
制

度
を
設
け
た
り
し
て
積
極
的
な
組
織
化

を
行
い
、
社
会
の
注
目
を
浴
び
る
よ
う

に
な
り
、
当
時
の
社
会
福
祉
事
業
の
カ

リ
ス
マ
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。

彼
の
有
力
な
支
援
者
に
は
、
岡
山
の

財
閥
出
身
の
大
原
孫
三
郎
が
い
た
。
大

原
は
岡
山
孤
児
院
へ
の
協
力
だ
け
で
は

く
、
倉
敷
共
和
会
や
岡
山
県
協
和
会
と

い
う
融
和
運
動
の
組
織
の
会
長
職
に
も

就
い
て
お
り
、
部
落
問
題
に
も
関
わ
っ

て
い
る
人
物
で
あ
る
。

大
原
は
石
井
の
死
後
、
院
長
の
跡
を

継
ぐ
の
だ
が
、
次
第
に
石
井
の
実
践
へ

の
違
和
感
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
孤
児

を
周
辺
の
人
々
が
憐
む
こ
と
で
、
同
情

し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
や
劣

等
感
を
子
ど
も
に
も
た
せ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
、
救
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト

教
的
な
考
え
方
自
体
に
問
題
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
っ
た
。

大
原
は
助
け
る
も
の
と
助
け
を
受
け
る
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に
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者
と
の
関
係
、
差
別
・
被
差
別
の
関
係

に
も
つ
な
が
る
問
題
意
識
を
持
っ
て
い

た
。
そ
し
て
社
会
構
造
を
研
究
す
る
た

め
の
研
究
機
関
と
し
て
、
社
会
問
題
関

係
資
料
の
収
集
や
研
究
を
行
う
「
大
原

社
会
問
題
研
究
所
」
を
設
立
す
る
こ
と

に
な
る
。

石
井
と
大
原
を
中
心
に
当
時
の
日
記

や
新
聞
記
事
を
使
い
な
が
ら
報
告
さ
れ

た
。施

薬
院
の
歴
史
は
古
く
、
聖
徳
太
子

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
四
箇

院
の
な
か
に
出
て
く
る
施
設
で
あ
る
。

史
料
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
は
奈
良
時

代
で
、
光
明
皇
后
自
ら
が
貧
し
い
人
々

を
救
う
た
め
に
施
薬
院
と
悲
田
院
を
設

置
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
に
な
っ
て
も
藤
原
氏
の
資

金
援
助
の
元
で
運
営
が
続
け
ら
れ
て
い

た
が
、
藤
原
氏
の
衰
退
と
共
に
衰
亡
し

廃
絶
し
て
し
ま
う
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
蘭
学
を
学

び
活
躍
し
た
安
藤
精
軒
は
、
施
薬
院
を

京
都
に
お
い
て
復
興
し
、
慈
善
事
業
に

生
涯
を
費
や
し
た
人
物
で
あ
る
。

明
治
期
、
京
都
に
は
慈
善
病
院
と
し

て
、
京
都
府
立
医
科
大
学
付
属
病
院
の

源
で
あ
る
京
都
療
病
院
が
設
置
さ
れ
た

が
、
次
第
に
最
先
端
の
西
洋
医
療
を
施

す
場
と
な
り
当
初
の
趣
旨
と
は
反
し
て

高
額
医
療
施
設
と
な
っ
て
い
た
。

精
軒
は
「
医
療
は
仁
術
」
と
の
信
念

の
も
と
、
一
八
九
七
年
、
政
界
・
財
界
・

文
化
人
な
ど
か
ら
広
く
寄
付
を
募
り
、

多
く
の
貧
し
い
患
者
を
救
う
た
め
に
無

料
診
療
を
行
う
「
施
薬
院
」
を
再
興
す

る
。
そ
の
時
の
協
力
者
に
は
柳
原
町
か

ら
長
年
の
施
療
施
薬
へ
の
感
謝
状
を
贈

ら
れ
た
中
村
四
郎
が
お
り
、
そ
の
養
子

の
正
勁
と
良
淳
は
施
薬
院
の
運
営
に
も

関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

寄
付
に
頼
る
無
料
診
療
な
の
で
、
た

ち
ま
ち
資
金
不
足
な
ど
で
経
営
に
行
き

詰
ま
っ
て
し
ま
う
。
行
政
の
協
力
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
精
軒
は
運
営
か
ら
手

を
引
く
こ
と
に
な
る
が
、
一
九
一
八
年

に
亡
く
な
る
ま
で
側
面
で
の
協
力
を
続

け
た
。

「
施
薬
院
」
は
一
九
四
一
年
に
京
都

厚
生
病
院
と
改
称
し
、
戦
後
に
は
京
都

市
に
移
管
さ
れ
、
市
立
病
院
に
統
合
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
〇
年
代
の
国

民
皆
保
険
制
度
の
成
立
と
共
に
、
近
代

京
都
の
医
療
を
底
辺
か
ら
支
え
て
き
た

そ
の
社
会
的
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

最
近
、
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
ふ
た
た
び
、
ひ
と
昔
前
の
よ
う
に

部
落
地
域
に
お
い
て
暴
力
団
や
悪
質
な

金
融
、
企
業
、
薬
物
等
と
い
っ
た
病
理

が
跋
扈
し
な
い
か
、
と
り
わ
け
不
安
定

な
雇
用
状
況
の
な
か
を
漂
う
し
か
な
い

若
年
層
の
あ
い
だ
で
、
人
間
関
係
（
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
）
ま
で
も
「
食
扶
持
」
と
し

て
お
金
に
換
え
て
し
ま
う
よ
う
な
商
売

（
ビ
ジ
ネ
ス
）
が
蔓
延
し
て
い
な
い
か

ど
う
か
。
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
場
合
に
、

そ
こ
に
介
入
す
る
何
が
し
か
の
手
立
て

が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
う
し
た
問
題

は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
時
代

に
あ
っ
て
も
連
綿
と
存
在
し
て
い
た
が
、

様
々
な
運
動
体
や
事
業
体
、
そ
の
他
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る

限
り
に
お
い
て
改
善
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
ポ
ス
ト
特
措
法
時
代
で
あ
る
現

在
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
は
「
野

放
し
」
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の

社
会
・
経
済
的
状
況
か
ら
か
ん
が
み
て
、

「
病
巣
」
が
膨
張
し
て
い
て
も
お
か
し

く
は
な
い
と
懸
念
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
私
の
懸
念
は
、
こ
の
本
の

編
著
者
で
あ
る
内
田
龍
史
氏
ら
に
よ
っ

て
二
〇
〇
〇
年
代
に
実
施
さ
れ
た
、
若

年
層
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
や
労
働

実
態
調
査
等
に
お
い
て
、
す
で
に
明
示

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
調
査
結
果
の
デ
ー

タ
を
再
読
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
状
の

部
落
地
域
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
事
象

に
対
す
る
不
安
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。

高
校
を
中
退
し
、
な
か
な
か
仕
事
に
就

け
な
い
若
者
が
い
る
。
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー

で
子
ど
も
の
養
育
費
を
か
せ
ぐ
た
め
に

水
商
売
を
す
る
し
か
な
い
若
者
が
い
る
。

仕
事
が
不
安
定
か
つ
低
賃
金
な
た
め
に

結
婚
で
き
な
い
若
者
が
い
る
。
日
雇
労

働
で
な
ん
と
か
凌
ぎ
つ
つ
、
失
踪
し
た

り
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
で
し
か
雇
用
さ
れ

な
い
若
者
が
い
る
。
知
人
同
士
で
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
ビ
ジ
ネ
ス
に
入
会
し
、
な
ん

と
か
生
活
を
維
持
し
て
い
る
若
者
が
い

る
。実

情
を
把
握
し
た
う
え
で
、
ど
う
す
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れ
ば
よ
い
の
か
と
考
え
て
い
る
が
、
な

か
な
か
身
動
き
が
と
れ
ず
に
い
る
。
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
さ
な
か
、
出

版
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
部

落
問
題
の
啓
発
・
学
習
教
材
と
し
て
最

適
な
書
で
あ
る
。
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い

て
読
み
や
す
い
し
伝
わ
り
や
す
い
と
い

う
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
昨
年
、

あ
る
大
学
で
「
人
権
論
」
の
講
義
時
の

教
材
と
し
て
、
本
書
を
試
行
的
に
も
ち

い
て
み
た
と
き
、
受
講
学
生
の
代
表
的

な
反
応
は
こ
う
だ
っ
た
。
「
ま
さ
か
、

こ
ん
な
経
験
を
し
て
い
る
人
が
い
る
と

思
わ
な
か
っ
た
」
、
「
部
落
出
身
者
を

初
め
て
見
ま
し
た
」
、
「
い
ま
だ
に
部

落
差
別
な
ん
て
あ
る
と
思
わ
な
か
っ
た
」
、

「
顔
写
真
ま
で
出
し
て
、
語
っ
て
い
る

若
い
人
た
ち
に
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
」

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
率

直
な
感
想
は
、
義
務
教
育
課
程
で
部
落

問
題
を
学
習
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え

だ
っ
た
私
に
と
っ
て
意
外
な
も
の
だ
っ

た
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
受
講
学
生

の
多
く
は
、
一
九
九
〇
年
代
生
ま
れ
で

あ
っ
た
。
彼
・
彼
女
ら
が
生
き
て
き
た

時
代
背
景
は
、
経
済
成
長
が
終
焉
し
長

期
に
わ
た
る
デ
フ
レ
と
不
況
が
つ
づ
く

な
か
、
阪
神
淡
路
や
東
日
本
の
震
災
を

目
の
あ
た
り
に
し
、
社
会
で
は
様
々
な

悲
惨
な
事
件
や
出
来
事
を
、
日
常
的
に

メ
デ
ィ
ア
を
つ
う
じ
て
経
験
し
て
い
る

い
わ
ば
ポ
ス
ト
経
済
成
長
時
代
に
生
ま

れ
た
世
代
な
の
で
あ
る
。
受
講
学
生
の

多
く
が
中
学
校
に
入
学
し
た
頃
、
い
わ

ゆ
る
同
和
対
策
特
措
法
は
終
焉
し
た
。

以
降
、
学
校
教
育
に
お
い
て
部
落
問
題

を
学
習
す
る
機
会
は
相
対
的
に
減
少
し

た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
・
彼
女

ら
が
触
れ
る
部
落
に
か
ん
す
る
情
報
は
、

小
学
校
ま
で
の
同
和
・
人
権
教
育
と
家

族
や
友
人
・
知
人
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
し
か
な
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
で
あ
る
。
ま
た
、
ポ
ス
ト
経
済
成
長

時
代
に
生
ま
れ
た
若
者
世
代
の
親
た
ち

は
、
大
阪
の
橋
下
市
長
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
バ
ブ
ル
経
済
を
謳
歌
し
た
世
代

で
あ
り
、
そ
も
そ
も
世
代
間
で
相
当
な

時
代
感
覚
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
は

想
像
に
む
ず
か
し
く
な
い
。
家
庭
で
の

親
子
の
対
話
が
成
立
し
て
い
る
と
は
考

え
に
く
い
の
で
あ
る
。

受
講
学
生
で
あ
る
彼
・
彼
女
ら
の
本

書
に
た
い
す
る
反
応
（
感
想
）
か
ら
気

づ
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
・
彼
女
ら
の

親
世
代
と
は
対
照
的
に
、
若
者
世
代
が

そ
も
そ
も
「
部
落
」
と
い
う
概
念
す
ら

し
ら
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
彼
・
彼
女
ら
か
ら
み
れ
ば
、
本
書

は
、
「
あ
れ
も
な
い
し
、
こ
れ
も
な
い
」

と
い
う
読
み
も
の
で
は
な
く
、
「
あ
れ

も
あ
る
し
、
こ
れ
も
あ
る
」
と
い
う
新

た
な
情
報
が
つ
ま
っ
た
一
冊
と
し
て
読

ま
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
若

者
世
代
の
現
状
と
い
う
文
脈
に
お
い
て

本
書
は
、
部
落
問
題
の
啓
発
・
学
習
教

材
と
し
て
最
適
な
書
な
の
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
編

著
者
た
ち
も
若
年
世
代
に
対
す
る
啓
発

効
果
を
意
識
し
、
部
落
問
題
を
め
ぐ
る

諸
個
人
の
現
状
と
、
そ
こ
に
関
与
す
る

研
究
（
者
）
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題

と
を
巧
く
構
成
し
、
表
現
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
本
書
全
体
の
目
次
を
し
め

し
、
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
う

え
で
と
り
わ
け
、
編
著
者
た
ち
も
意
図

し
て
い
る
本
書
の
啓
発
効
果
に
つ
い
て
、

私
な
り
に
惹
起
し
た
問
い
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
こ
う
。

序
章

三
つ
の
出
合
い
（
内
田
龍
史
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
若
い
子
に
伝
え
た

い
こ
と
が
あ
る
」
（
石
井
眞
澄
・
石
井

千
晶
）

・
原
稿
執
筆
「
出
会
い
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
湧
い
て
く
る
―
「
阿
賀
ル
ネ
サ
ン
ス
」

に
学
ん
だ
私
の
解
放
運
動
」
（
川
﨑
那

恵
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
違
和
感
か
ら
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
へ
」
（
上
川
多
実
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
ど
こ
に
行
っ
て
も

仲
間
が
い
る
」
（
宮
崎
懐
良
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
青
年
が
と
に
か
く

集
ま
れ
る
場
を
」
（
長
門
実
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
下
の
世
代
の
兄
ち
ゃ

ん
に
な
る
」
（
宮
崎
懐
良
・
長
門
実
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
小
説
は
部
落
問
題

を
伝
え
る
ツ
ー
ル
」
（
玉
田
崇
二
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
活
動
と
子
育
て
に

お
け
る
ジ
レ
ン
マ
」
（
浦
田
舞
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
祖
母
か
ら
母
、
そ

し
て
私
が
つ
な
ぐ
解
放
運
動
」
（
副
島

麻
友
子
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
一
〇
年
た
っ
て
話

せ
る
よ
う
に
」
（
藤
田
真
一
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
人
を
た
い
せ
つ
に

生
き
て
い
き
た
い
」
（
今
村
力
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
も
っ
と
早
く
知
り

た
か
っ
た
」
（
本
江
優
子
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
穢
れ
意
識
を
な
く

し
た
い
」
（
宮
内
礼
治
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
き
ょ
う
だ
い
た
ち

は
私
が
守
る
」
（
渡
辺
龍
虎
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
ダ
ブ
ル
の
私
か
ら

見
え
る
部
落
問
題
」
（
瀬
戸

徐

映
里

奈
）

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
差
別
に
殺
さ
れ
て

ほ
し
く
な
い
」
（
政
平
烈
史
）

終
章

部
落
問
題
を
語
る
こ
と
の
困
難

と
そ
の
可
能
性
（
内
田
龍
史
）

目
次
の
と
お
り
、
本
書
は
一
五
名
の

当
事
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
一
原
稿

（
全
一
六
タ
イ
ト
ル
、
二
四
七
頁
）
か

ら
成
り
、
終
章
に
お
い
て
「
部
落
問
題

を
語
る
こ
と
の
困
難
と
そ
の
可
能
性
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
編
著
者
が
「
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
補
完
す
る
意
味
で
、
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い
く
つ
か
の
資
料
と
分
析
を
も
と
に
、

部
落
出
身
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
部

落
問
題
を
他
者
に
語
ろ
う
と
す
る
若
者

世
代
が
、
何
と
向
き
あ
っ
て
い
る
の
か

／
何
と
向
き
あ
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
」

を
実
証
的
に
論
じ
る
、
と
い
う
構
成
を

と
っ
て
い
る
。
こ
の
目
次
に
み
ら
れ
る

工
夫
は
、
個
別
の
証
言
がd

a
t
a

に
な
ら

な
い
よ
う
に
と
い
う
構
成
上
の
配
慮
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
、
マ
ク
ロ
デ
ー

タ
を
序
章
に
提
示
し
た
う
え
で
、
個
別

の
証
言
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

本
書
で
は
あ
え
て
マ
ク
ロ
デ
ー
タ
を
終

章
に
配
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
人

の
証
言
を
本
書
の
中
心
と
す
る
こ
と
に

よ
り
、
証
言
の
個
別
性
を
重
視
し
た
う

え
で
、
マ
ク
ロ
デ
ー
タ
が
読
み
手
の
理

解
を
さ
ら
に
促
す
と
い
う
効
果
を
も
っ

て
い
る
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
、
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
て

お
こ
う
。
本
書
は
「
二
〇
〇
九
年
か
ら

二
〇
一
二
年
に
か
け
て
、
雑
誌
『
部
落

解
放
』
に
連
載
さ
れ
た
特
集
「
部
落
問

題
と
向
き
あ
う
若
者
た
ち
」
を
、
単
行

本
と
し
て
再
録
・
再
構
成
し
た
も
の
」

（
１
頁
）
で
あ
る
。
本
書
の
目
的
（
企
図
）

は
「
部
落
問
題
と
向
き
あ
う
〈
人
の
魅

力
と
い
う
可
能
性
〉
か
ら
部
落
問
題
の

現
状
を
伝
え
る
こ
と
」
（
１
頁
）
で
あ
る
。

そ
こ
へ
と
向
か
う
編
著
者
の
〈
意
思
〉

と
し
て
、
第
一
に
、
「
「
部
落
の
人
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
で
と
ら
え
ら

れ
て
し
ま
い
、
十
把
一
絡
げ
に
、
し
か

も
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
」
（
１
、

２
頁
）
と
い
う
社
会
が
あ
る
こ
と
、
第
二

に
、
こ
う
し
た
社
会
に
対
し
て
、
差
別

撤
廃
を
め
ざ
す
部
落
解
放
運
動
は
、
自

分
た
ち
の
要
求
を
社
会
に
認
め
さ
せ
る

た
め
に
、
い
わ
ば
「
自
分
た
ち
」
と
し

て
「
一
枚
岩
の
団
結
」
（
２
頁
）
を
優
先

さ
せ
て
き
た
こ
と
、
第
三
に
、
こ
れ
ら

の
結
果
と
し
て
「
個
々
の
多
様
性
を
表

出
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
傾
向
」

（
２
頁
）
が
産
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を

前
提
と
し
つ
つ
、
「
一
人
ひ
と
り
に
自

分
の
人
生
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

と
向
き
あ
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い

う
当
た
り
前
の
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
少

し
で
も
知
っ
て
も
ら
え
ば
、
部
落
差
別

の
撤
廃
・
部
落
問
題
の
解
決
に
向
か
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
」
（
２
頁
）
と

い
う
、
い
わ
ば
「
試
み
の
書
」
で
あ
る
。

編
著
者
は
、
こ
う
し
た
〈
試
み
〉
に
い

た
っ
た
背
景
（
動
機
）
と
し
て
、
序
章

の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
三
つ
の
出
合
い
」

を
あ
げ
る
。
そ
れ
は
「
接
触
理
論
」
、

「
映
画
『
阿
賀
に
生
き
る
』
」
、
「
当

事
者
と
の
出
会
い
」
で
あ
る
。
編
著
者

自
身
は
、
こ
の
「
三
つ
の
出
合
い
」
を

通
じ
て
、
「
部
落
問
題
と
向
き
あ
う
」

に
い
た
る
自
ら
の
動
機
が
は
ぐ
く
ま
れ

た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
い
か
に
し
て

こ
う
し
た
「
当
事
者
と
の
出
会
い
」
と

い
う
自
身
の
経
験
が
可
能
に
な
っ
た
の

か
、
と
い
う
〈
状
況
〉
へ
と
目
を
向
け

る
。
接
触
理
論
に
も
と
づ
く
幾
つ
か
の

調
査
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
デ
ー
タ

か
ら
だ
け
で
な
く
、
「
当
事
者
と
の
出

会
い
」
こ
そ
が
、
編
著
者
に
と
っ
て
、

と
り
わ
け
重
要
な
経
験
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
「
当
事
者
」
と
出
会
わ
な
け
れ
ば
、

編
著
者
自
身
が
「
部
落
問
題
と
向
き
あ

う
」
こ
と
も
研
究
す
る
こ
と
も
容
易
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て

本
書
は
、
「
当
事
者
か
ら
の
カ
ム
ア
ウ

ト
」
（
５
頁
）
を
前
提
と
し
て
求
め
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
読
者
に
も
当
事
者

と
出
会
う
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
も
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
本
書
に
は
素
敵

な
当
事
者
と
出
会
っ
て
欲
し
い
と
い
う

意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
最

大
の
特
徴
は
、
本
人
の
名
前
・
生
年
・

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え

で
自
分
の
生
活
史
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー

が
語
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
」
（
５
頁
）

と
、
編
著
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
通
り

で
あ
る
。
本
書
は
、
編
著
者
の
理
論
的
・

経
験
的
ス
タ
ン
ス
か
ら
構
成
さ
れ
た
作

品
な
の
で
あ
る
。

目
次
は
、
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

本
書
に
収
録
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と

原
稿
の
す
べ
て
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と

は
時
間
と
紙
幅
の
関
係
上
、
と
う
て
い

無
理
な
の
で
差
し
ひ
か
え
る
。
そ
れ
ぞ

れ
読
み
ご
た
え
の
あ
る
証
言
記
録
と
原

稿
に
つ
い
て
は
、
貴
重
な
現
代
の
証
言

記
録
集
と
し
て
学
習
教
材
と
し
て
活
用

す
る
な
か
で
今
後
考
え
て
い
く
こ
と
と

し
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
本
書
の
啓
発

効
果
に
つ
い
て
私
な
り
に
考
え
さ
せ
ら

れ
た
点
を
記
し
て
お
こ
う
。

本
書
は
、
啓
発
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
タ
イ
ト
ル
「
部
落
問
題
と
向
き
あ

う
若
者
た
ち
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
部

落
問
題
と
向
き
合
わ
な
い
若
者
た
ち
」

に
向
け
た
（
に
と
っ
て
の
）
良
書
で
あ

る
。
い
か
に
し
て
現
在
の
若
者
た
ち
に

読
ま
せ
る
か
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る

か
に
主
眼
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く

の
語
り
手
の
「
顔
」
が
映
し
出
さ
れ
る
。

「
本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
本
人
の
名

前
・
生
年
・
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
え
で
自
分
の
生
活
史
、
ラ
イ
フ

ヒ
ス
ト
リ
ー
が
語
ら
れ
て
い
る
点
に
あ

る
。
」
（
５
頁
）
と
編
著
者
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
読
ま
せ
る
・

出
会
わ
せ
る
・
触
れ
合
わ
せ
る
と
い
う

啓
発
上
の
戦
略
と
し
て
、
重
要
な
の
で

あ
る
。
本
書
の
ね
ら
い
で
あ
る
、
情
報

を
い
か
に
う
ま
く
伝
え
る
の
か
と
い
う

啓
発
効
果
（
「
伝
え
に
く
い
問
題
を
い

か
に
し
て
伝
え
て
い
く
の
か
（
２
３
１
頁
）
）

を
考
え
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
当
事
者
」

と
「
非
当
事
者
」
、
「
知
っ
て
い
る
」

と
「
知
ら
な
い
」
、
と
い
う
ふ
う
に
生

活
世
界
を
象
限
区
分
し
て
み
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
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編
著
者
が
序
章
に
お
い
て
自
身
の
問

題
意
識
の
源
泉
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
編
著
者
自
身
は
、
本
書
に
い

き
つ
く
ま
で
に
少
な
く
と
も
次
の
よ
う

な
象
限
（
世
界
）
間
の
移
動
を
経
験
し

て
き
た
。
そ
れ
は
、
【
第
３
象
限
】

（
「
非
当
事
者
」
だ
け
が
知
ら
な
い
世

界
）
→
【
第
１
象
限
】
（
「
当
事
者
」

だ
け
が
知
っ
て
い
る
世
界
）
→
【
第
２

象
限
】
（
「
非
当
事
者
」
だ
け
が
知
っ

て
い
る
世
界
）
→
【
第
４
象
限
】

（
「
当
事
者
」
だ
け
が
知
ら
な
い
世
界
）

で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
の
仕
方
、
そ

れ
自
体
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
問
う
の

は
愚
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
読
者
で
も

あ
る
私
た
ち
「
当
事
者
」
は
、
編
著
者

が
本
書
で
述
べ
て
い
る
問
題
意
識
の
道

程
と
そ
の
射
程
か
ら
導
出
さ
れ
た
〈
社

会
〉
の
捉
え
か
た
こ
そ
を
学
ぶ
必
要
が

あ
る
の
だ
。
【
第
３
象
限
】
と
【
第
４

象
限
】
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
と
非
当

事
者
と
が
お
互
い
に
お
互
い
の
こ
と
を

「
知
ら
な
い
」
で
い
ら
れ
る
世
界
を
い

か
に
し
て
克
服
す
る
の
か
。
編
著
者
の

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
間
に
【
第
１
象

限
】
か
ら
【
第
２
象
限
】
へ
移
行
す
る

過
程
（
体
験
）
が
あ
り
、
と
り
わ
け
、

「
当
事
者
と
の
出
会
い
」
と
い
う
【
第

１
象
限
】
が
、
重
要
な
問
題
意
識
の
源

泉
（
体
験
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
。
そ
し
て
残
念
な
が
ら
、
【
第
１

象
限
】
だ
け
で
は
社
会
問
題
と
し
て
の

部
落
問
題
が
解
決
し
な
い
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
【
第
２
象
限
】
と
【
第
４
象
限
】

が
在
る
こ
と
を
、
終
章
（
２
２
９
～
２
４

７
頁
）
で
補
足
と
し
て
提
起
す
る
の
で
あ

る
。終

章
で
は
、
編
著
者
が
こ
れ
ま
で
に

実
施
し
て
き
た
様
々
な
調
査
結
果
か
ら

「
部
落
出
身
者
と
の
付
き
合
い
が
あ
る

層
の
ほ
う
が
、
部
落
出
身
者
に
対
す
る

結
婚
忌
避
的
態
度
を
と
ら
な
い
傾
向
が

あ
る
」
（
２
頁
）
と
い
う
知
見
を
デ
ー
タ

で
明
示
し
つ
つ
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
若
年
層
ほ
ど
結
婚
忌
避
的
態
度
を
と

ら
な
い
傾
向
も
確
認
」
（
２
３
６
頁
）
で

き
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
他
方
で
、

「
寝
た
子
を
起
こ
す
な
論
・
部
落
分
散

論
」
（
２
３
９
頁
）
や
「
公
正
世
界
仮
説
」

（
２
４
２
頁
）
、
さ
ら
に
は
「
圧
倒
的
な

無
理
解
」
（
２
４
３
頁
）
等
に
よ
っ
て
、

「
部
落
外
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
部
落

差
別
が
遠
く
感
じ
ら
れ
る
」
（
２
３
９
頁
）

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
部
落
差
別
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い

問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
懸
念
を
し

め
し
て
い
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
書
は
、

部
落
・
部
落
外
を
超
え
た
「
若
者
た
ち
」

に
対
し
て
、
「
部
落
問
題
と
向
き
あ
う
」

た
め
の
可
能
性
と
し
て
次
の
二
点
を
具

体
的
に
提
起
す
る
の
で
あ
る
。
「
〈
人

の
魅
力
と
い
う
可
能
性
〉
」
と
「
〈
構

造
的
・
量
的
な
把
握
〉
」
で
あ
る
。
前

者
は
「
部
落
問
題
と
向
き
あ
う
『
個
人
』

の
生
の
あ
り
よ
う
を
、
物
語
と
し
て
発

信
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
あ

る
程
度
の
量
を
も
っ
て
部
落
問
題
の
現

状
を
語
る
こ
と
」
（
２
４
５
頁
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
啓
発
の
戦
略
（
性
）
に

つ
い
て
、
先
の
象
限
に
あ
て
は
め
る
と
、

編
著
者
の
問
題
意
識
に
も
と
づ
く
本
書

が
、
い
か
な
る
〈
世
界
〉
に
対
し
て
い

か
な
る
効
果
を
期
待
し
て
い
る
の
か
が

よ
く
理
解
で
き
る
。

【
第
１
象
限
】
と
【
第
２
象
限
】
に

つ
い
て
は
、
「
当
事
者
」
も
「
非
当
事

者
」
も
お
互
い
の
世
界
を
理
解
す
る
こ

と
に
向
け
て
「
〈
人
の
魅
力
と
い
う
可

能
性
〉
」
＝
当
事
者
の
カ
ム
ア
ウ
ト
を

対
応
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
【
第
３
象

限
】
と
【
第
４
象
限
】
、
す
な
わ
ち

「
当
事
者
」
も
「
非
当
事
者
」
も
お
互

い
に
自
ら
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
す
ら

知
ら
な
い
こ
と
を
解
消
す
る
た
め
に
、

「
〈
構
造
的
・
量
的
な
把
握
〉
」
＝
量

的
調
査
を
対
応
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
本
書
そ
れ
自
体
が
一
定

の
戦
略
性
を
も
っ
た
「
啓
発
の
書
」
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
書
に
所
収
さ

れ
た
各
人
の
証
言
は
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み

応
え
の
あ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
編
著
者
た
ち
が
わ
か
り
や
す
く
提

示
し
て
い
る
マ
ク
ロ
デ
ー
タ
も
、
現
状

の
立
ち
位
置
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
か

せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
部
落
」
と
い
う
概
念
す
ら
し
ら
な

い
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
生
ま
れ
た

若
者
た
ち
が
自
ら
の
置
か
れ
て
い
る
状

態
を
認
識
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
「
道

標
」
と
し
て
、
本
書
は
読
ま
れ
る
だ
ろ

う
。
彼
・
彼
女
た
ち
が
「
あ
れ
も
あ
る

し
、
こ
れ
も
あ
る
」
と
い
う
読
者
か
ら
、

「
あ
れ
も
な
い
し
、
こ
れ
も
な
い
」
と

い
え
る
読
者
へ
と
成
長
を
促
し
て
い
く

こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
本
書
が
意
図

し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

（
解
放
出
版
社
刊
、
二
〇
一
四
年
二
月
、
二

〇
〇
〇
円
）
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第１象限

「当事者」だけが

知っている世界

第４象限

「当事者」だけが

知らない世界

第２象限

「非当事者」だけ

が知っている世界

第３象限

「非当事者」だけ

が知らない世界



連
作
小
説
集
の
最
初
の
一
篇
は
、

「
喫
茶
フ
ォ
ッ
ク
ス
」
の
店
主
が
、
女

性
客
に
道
を
訊
か
れ
る
場
面
か
ら
始
ま

る
。
「
石
峰
寺
に
は
、
こ
こ
か
ら
ど
う

や
っ
て
行
け
ば
い
い
で
し
ょ
う
？
」

「
あ
、
若
冲
さ
ん
の
お
寺
や
ね
」
と

応
じ
、
店
主
は
丁
寧
に
道
順
を
教
え
る
。

ま
っ
す
ぐ
行
っ
て
踏
切
を
渡
り
、
ち
ょ
っ

と
行
く
と
標
識
が
あ
る
。
そ
こ
を
左
に

曲
が
っ
て
山
の
ほ
う
へ
歩
い
て
い
け
ば

「
ど
ん
つ
き
が
、
石
段
で
す
わ
」
。

こ
の
作
品
の
表
題
は
「
深
草
稲
荷
御

前
町
」
。
伏
見
稲
荷
大
社
の
門
前
に
実

在
す
る
地
名
で
あ
る
。
現
地
に
足
を
運

び
、
作
品
の
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

み
れ
ば
「
喫
茶
フ
ォ
ッ
ク
ス
」
は
こ
の

あ
た
り
と
、
お
お
よ
そ
の
位
置
を
特
定

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
店
主

に
教
え
ら
れ
た
通
り
に
十
五
分
ほ
ど
進

め
ば
、
伊
藤
若
冲
の
五
百
羅
漢
で
知
ら

れ
る
黄
檗
宗
石
峰
寺
に
、
な
る
ほ
ど
確

か
に
辿
り
着
く
。

も
ち
ろ
ん
「
喫
茶
フ
ォ
ッ
ク
ス
」
は

架
空
の
店
だ
が
、
著
者
は
、
作
中
の
人
々

が
暮
ら
し
、
行
き
交
っ
た
場
所
の
す
べ

て
を
実
在
の
場
所
に
な
ぞ
ら
え
、
現
実

の
京
都
地
図
の
上
に
精
確
に
刻
印
し
て

い
く
。
そ
の
姿
勢
は
連
作
全
体
に
一
貫

し
て
い
る
。
例
え
ば
二
篇
め
の
「
吉
田

泉
殿
町
の
蓮
池
」
。
こ
こ
で
描
か
れ
る

一
条
通
鞠
小
路
界
隈
の
地
理
的
記
述
に

は
ほ
ぼ
寸
分
の
狂
い
も
な
い
。
四
篇
め

の
「
旧
柳
原
町
ド
ン
ツ
キ
前
」
に
は
河

原
町
通
塩
小
路
北
西
角
の
下
宿
屋
が
登

場
す
る
が
、
こ
の
立
地
点
な
ら
で
は
の

具
体
的
な
諸
条
件
を
抜
か
り
な
く
考
慮

し
、
間
取
り
や
陽
当
た
り
ま
で
精
密
に

描
い
て
い
る
。

「
深
草
稲
荷
御
前
町
」
「
吉
田
泉
殿

町
の
蓮
池
」
「
吉
祥
院
、
久
世
橋
付
近
」

「
旧
柳
原
町
ド
ン
ツ
キ
前
」
。
こ
の
四

篇
を
併
せ
た
作
品
集
を
、
著
者
の
黒
川

創
は
『
京
都
』
と
題
し
た
。

「
ど
う
や
ら
被
差
別
部
落
を
作
品
の

舞
台
に
し
て
い
る
ら
し
い
」
と
、
書
評

の
依
頼
を
受
け
た
さ
い
に
聞
か
さ
れ
た

私
は
、
中
味
を
読
む
前
に
ま
ず
連
作
そ

れ
ぞ
れ
の
題
名
を
見
て
、
「
旧
柳
原
町

～
」
は
崇
仁
地
区
が
舞
台
だ
と
す
ぐ
察

し
た
。
か
つ
て
ド
ン
ツ
キ
と
大
書
し
た

看
板
が
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
よ
う
に
存
在

し
た
旧
柳
原
町
は
、
京
都
市
内
最
大
規

模
の
被
差
別
部
落
、
崇
仁
地
区
以
外
で

は
あ
り
得
な
い
。
残
る
三
篇
に
つ
い
て

は
、
「
部
落
を
作
品
の
舞
台
に
し
て
い

る
」
と
の
先
入
観
ゆ
え
、
最
初
の
「
深

草
～
」
は
た
ぶ
ん
竹
田
部
落
に
も
関
わ

る
物
語
だ
ろ
う
、
三
つ
め
の
は
吉
祥
院

か
久
世
か
、
あ
る
い
は
双
方
の
部
落
に

関
わ
る
物
語
だ
ろ
う
と
推
測
。
「
吉
田

泉
殿
町
～
」
だ
け
は
、
部
落
と
ど
う
関

わ
る
物
語
な
の
か
と
訝
し
ん
だ
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
は
中
味
を
読
む

前
に
思
っ
た
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

読
ん
で
み
る
と
、
被
差
別
部
落
を
作

品
の
舞
台
に
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、

半
分
は
当
た
っ
て
い
て
半
分
は
外
れ
て

い
た
。
最
初
の
「
深
草
～
」
は
、
在
日

朝
鮮
人
が
主
人
公
の
物
語
で
あ
っ
て
、

部
落
の
話
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
主

人
公
の
妻
は
部
落
出
身
者
と
思
し
い
。

「
吉
田
泉
殿
町
～
」
。
こ
れ
も
部
落
の

話
で
は
な
い
が
、
作
品
の
舞
台
か
ら
少

し
離
れ
た
田
中
部
落
に
言
及
す
る
箇
所

が
あ
る
。
「
吉
祥
院
、
久
世
橋
付
近
」

は
、
推
測
を
裏
切
っ
て
部
落
と
は
無
関

係
な
話
。
そ
し
て
「
旧
柳
原
町
～
」
に

は
、
被
差
別
部
落
の
人
々
の
生
き
ざ
ま

が
、
と
き
に
は
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を

辿
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
著
者
は
、
部
落
を
描

く
と
な
れ
ば
そ
れ
な
り
に
手
を
抜
か
ず

描
い
て
い
る
。
だ
が
、
部
落
を
描
く
こ

と
そ
の
も
の
は
ど
う
や
ら
テ
ー
マ
で
は

な
い
。
著
者
に
は
描
き
た
い
、
よ
り
大

き
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る

上
で
必
要
だ
か
ら
、
部
落
を
描
い
て
い

る
。
部
落
だ
け
で
は
な
い
。
在
日
朝
鮮

人
を
、
あ
る
い
は
ヤ
ク
ザ
を
描
い
て
い

る
。
こ
れ
は
そ
う
い
う
小
説
集
な
の
で

あ
る
。

で
は
黒
川
が
真
に
描
き
た
か
っ
た
も

の
は
何
か
と
云
え
ば
、
京
都
と
い
う
町

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
作
品

集
の
タ
イ
ト
ル
も
、
大
上
段
に
構
え
た

『
京
都
』
。
そ
れ
を
四
つ
の
物
語
を
紡

い
で
表
現
し
た
。
し
か
も
黒
川
の
京
都

は
世
間
に
広
く
流
布
す
る
表
の
顔
の
京

都
で
は
な
い
、
と
い
う
点
が
ミ
ソ
で
あ

る
。
表
の
顔
で
は
な
い
別
の
顔
の
京
都

を
描
く
…
こ
の
連
作
小
説
集
に
通
底
す

る
テ
ー
マ
は
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
尽
き
る
と

云
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

何
し
ろ
京
都
に
は
歴
史
と
伝
統
が
圧

倒
的
に
集
積
し
て
い
る
。
京
情
緒
だ
と

か
み
や
び
だ
と
か
絶
大
な
イ
メ
ー
ジ
が

付
与
さ
れ
、
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な

い
。
そ
れ
が
京
都
の
表
の
顔
。
東
京
あ

た
り
に
暮
ら
し
て
い
る
と
、
こ
の
表
の

顔
の
目
鼻
立
ち
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ

て
、
こ
の
町
に
別
の
顔
が
あ
る
こ
と
に

な
か
な
か
思
い
が
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
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本
の
紹
介

黒
川

創
著
『
京
都
』

渡

辺

毅

（
穀
雨
企
画
室
代
表
）



私
も
、
ま
あ
そ
う
だ
ろ
う
な
あ
と
い
う

気
が
す
る
。
自
分
が
も
と
も
と
東
京
人

な
の
で
、
東
京
人
の
多
く
が
京
都
の
表

の
顔
だ
け
を
感
受
し
て
「
素
敵
な
町
ね

え
」
な
ど
と
云
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
こ

と
を
、
私
は
そ
れ
な
り
に
わ
き
ま
え
て

い
る
。
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
日
々
全
国

へ
、
主
と
し
て
東
京
へ
向
け
て
発
信
さ

れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
、
伝
統
文
化
、

情
緒
な
ど
を
符
牒
に
し
た
表
の
顔
の
京

都
ば
か
り
で
、
し
か
も
そ
の
情
報
量
が

尋
常
で
な
い
と
い
う
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、

そ
れ
も
仕
方
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
、
京
都
に
だ
っ
て
表
の
顔
と
は
別

の
顔
が
あ
る
。
裏
の
顔
、
と
ま
で
は
云

わ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
京
情
緒
や
み

や
び
と
は
一
見
無
縁
な
生
活
世
界
が
こ

の
町
の
内
部
に
は
ず
っ
と
横
た
わ
っ
て

い
て
、
今
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
知
っ

て
い
て
、
し
か
も
そ
こ
に
愛
着
を
さ
え

感
じ
て
い
る
人
間
か
ら
す
れ
ば
、
表
の

顔
ば
か
り
が
そ
れ
こ
そ
大
き
な
顔
を
し

て
い
る
こ
と
に
抵
抗
し
た
い
よ
う
な
気

分
に
な
り
、
裏
側
に
隠
れ
た
別
の
京
都

を
描
く
こ
と
に
精
力
を
傾
け
た
く
な
っ

た
と
し
て
も
、
も
っ
と
も
な
話
で
あ
る
。

要
す
る
に
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
黒
川

が
こ
の
連
作
小
説
集
を
書
い
た
、
と
云
っ

て
し
ま
う
の
は
や
や
乱
暴
に
過
ぎ
る
よ

う
で
も
あ
る
が
、
い
や
い
や
十
分
な
理

由
だ
と
も
思
え
て
、
そ
う
す
る
と
「
深

草
稲
荷
御
前
町
」
の
冒
頭
の
場
面
は
、

な
か
な
か
象
徴
的
で
あ
る
。
石
峰
寺
と

い
う
京
都
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
へ
の
道
順

を
尋
ね
る
女
性
客
は
、
表
の
顔
の
京
都

に
魅
か
れ
る
存
在
の
典
型
。
こ
れ
を
邪

険
に
扱
う
で
も
な
く
む
し
ろ
鄭
重
に
あ

し
ら
っ
た
上
で
、
喫
茶
店
店
主
は
、
京

都
の
表
の
顔
と
は
無
縁
な
生
活
世
界
の

中
へ
、
物
語
の
中
へ
、
ゆ
っ
く
り
と
動

き
出
す
。
こ
こ
か
ら
、
表
の
顔
で
は
な

い
別
の
顔
を
し
た
京
都
の
時
間
が
、
四

つ
の
物
語
の
中
を
流
れ
始
め
る
の
で
あ

る
。「

深
草
稲
荷
御
前
町
」
の
主
人
公
は

四
十
代
の
喫
茶
店
店
主
で
あ
る
。
彼
は
、

川
べ
り
の
貧
し
い
在
日
朝
鮮
人
の
家
に

生
ま
れ
た
。
や
ん
ち
ゃ
な
仲
間
と
過
ご

し
た
少
年
期
。
や
が
て
被
差
別
部
落
出

身
の
女
と
恋
愛
す
る
が
、
相
手
の
親
は

交
際
に
反
対
す
る
。
あ
な
た
が
朝
鮮
人

だ
か
ら
反
対
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
、
貧
乏

だ
と
か
学
歴
が
な
い
と
か
、
そ
う
い
う

こ
と
の
つ
ら
さ
を
痛
い
ほ
ど
知
っ
て
い

る
か
ら
、
娘
を
あ
な
た
へ
や
る
の
は
心

配
だ
、
と
。
そ
こ
を
押
し
切
り
結
婚
し

た
が
、
結
局
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

離
婚
し
て
十
六
年
。
か
つ
て
の
仲
間
は
、

あ
る
者
は
ま
ず
ま
ず
出
世
し
、
あ
る
者

は
ヤ
ク
ザ
に
な
り
、
あ
る
者
は
自
死
し
、

あ
る
者
は
昔
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。

「
吉
田
泉
殿
町
の
蓮
池
」
の
主
人
公

は
幼
時
に
過
ご
し
た
場
所
の
記
憶
を
手

繰
り
寄
せ
る
。
そ
れ
は
四
十
年
前
。
彼

は
小
学
生
。
両
親
と
、
米
屋
を
営
む
祖

父
母
と
暮
ら
し
て
い
た
。
百
万
遍
で
は

連
日
の
よ
う
に
学
生
デ
モ
が
繰
り
広
げ

ら
れ
、
西
部
講
堂
の
前
に
は
蓮
池
が
あ
っ

た
。
あ
る
日
そ
こ
で
同
級
生
が
溺
死
し

た
が
、
ま
る
で
事
故
の
痕
跡
を
封
印
す

る
か
の
よ
う
に
、
ほ
ど
な
く
蓮
池
は
埋

め
立
て
ら
れ
る
。
義
父
母
と
の
生
活
に

疲
れ
た
母
は
、
息
子
を
連
れ
て
近
く
の

ア
パ
ー
ト
に
別
居
し
、
夫
の
訪
れ
を
待

つ
。
だ
が
夫
つ
ま
り
主
人
公
の
父
親
は
、

己
れ
の
関
心
事
に
か
ま
け
て
、
妻
子
の

も
と
へ
来
る
気
配
は
な
く
…
。

「
吉
祥
院
、
久
世
橋
付
近
」
。
四
十

代
後
半
の
女
が
、
電
鉄
会
社
の
苦
情
処

理
セ
ン
タ
ー
で
働
き
な
が
ら
、
久
世
橋

を
望
む
吉
祥
院
の
団
地
で
暮
ら
し
て
い

る
。
若
い
こ
ろ
娘
を
連
れ
て
離
婚
し
た

が
、
そ
の
娘
も
結
婚
し
て
家
を
出
て
、

い
ま
は
老
猫
と
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
の

猫
が
死
ん
だ
。
ペ
ッ
ト
葬
儀
屋
が
荼
毘

設
備
を
積
ん
だ
車
で
や
っ
て
く
る
。
女

は
ふ
と
葬
儀
屋
が
、
昔
の
恋
人
だ
と
気

づ
く
。
あ
の
こ
ろ
男
は
ヤ
ク
ザ
の
世
界

に
片
足
突
っ
込
ん
で
い
た
。
そ
の
後
を

聞
け
ば
、
男
は
や
っ
ぱ
り
ヤ
ク
ザ
に
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
い
ま
も
カ
タ
ギ
に
は

な
ら
ず
、
本
物
の
ヤ
ク
ザ
に
は
す
っ
か

り
世
智
辛
く
な
っ
た
社
会
の
片
隅
で
、

ペ
ッ
ト
葬
儀
屋
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
。

「
旧
柳
原
町
ド
ン
ツ
キ
前
」
の
主
人

公
は
印
刷
会
社
の
営
業
職
。
平
安
遷
都

千
二
百
年
が
謳
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
古

地
図
の
出
版
を
企
て
た
版
元
か
ら
「
非

人
小
屋
」
の
文
字
を
画
像
処
理
し
て
消

し
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
る
。
文
字
が

記
載
さ
れ
て
い
た
の
は
い
ま
の
東
七
条
、

崇
仁
地
区
あ
た
り
。
そ
の
界
隈
は
主
人

公
の
男
に
と
っ
て
、
消
え
る
こ
と
の
な

い
、
若
か
っ
た
日
々
の
記
憶
と
と
も
に

あ
る
場
所
…
。

四
つ
の
物
語
が
描
き
出
す
の
は
、
京

情
緒
と
か
み
や
び
と
か
い
っ
た
も
の
と

は
無
縁
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
喜
び
や
哀

し
み
や
痛
み
を
秘
め
て
十
分
に
抒
情
的

な
生
活
世
界
。
し
か
も
な
お
か
つ
そ
こ

は
京
都
な
の
で
あ
る
。
表
の
顔
の
京
都

ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
人
々
に

は
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
被
差

別
部
落
が
あ
り
、
在
日
朝
鮮
人
が
暮
ら

し
、
暮
ら
し
の
垢
の
染
み
つ
い
た
中
年

男
や
中
年
女
が
、
過
去
の
後
悔
を
さ
さ

や
か
に
引
き
ず
り
な
が
ら
日
々
を
や
り

過
ご
し
て
い
る
、
そ
ん
な
生
活
世
界
が

こ
の
町
に
は
あ
り
、
そ
こ
も
ま
た
京
都

な
の
で
あ
る
。

著
者
が
執
念
深
く
、
「
そ
こ
も
ま
た

京
都
」
を
描
く
た
め
連
作
全
体
を
通
じ
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て
貫
い
た
方
法
…
。
私
は
最
初
の
ほ
う

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
い
た
。
著
者

は
、
作
品
の
主
人
公
た
ち
が
暮
ら
し
、

行
き
交
っ
た
場
所
を
す
べ
て
実
在
の
場

所
に
な
ぞ
ら
え
、
現
実
の
京
都
地
図
の

上
に
精
確
に
刻
印
し
て
い
く
、
と
。

例
え
ば
「
吉
祥
院
、
久
世
橋
付
近
」

で
、
主
人
公
の
出
勤
ま
で
の
道
の
り
を
、

著
者
は
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
み
せ
る
。

「
団
地
脇
の
バ
ス
停
『
吉
祥
院
長
田
町
』

か
ら
、
北
行
き
の
市
バ
ス
に
乗
る
。
こ

の
朝
の
時
間
、
道
路
は
混
ん
で
い
て
、

八
つ
先
の
バ
ス
停
『
阪
急
西
京
極
』
ま

で
、
三
〇
分
近
く
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
こ
で
降
り
、
花
屋
町
通
り
を
東
に
歩

く
。
道
路
の
左
手
に
、
友
禅
文
化
会
館

が
あ
り
、
葬
儀
ホ
ー
ル
が
あ
り
、
コ
ー

ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
り
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
。
（
中
略
）
こ
れ

ら
の
先
に
、
五
階
建
て
の
く
す
ん
だ
ビ

ル
が
見
え
て
く
る
。
」

こ
う
し
た
「
場
所
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ

が
四
篇
す
べ
て
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。

そ
れ
が
、
架
空
の
存
在
で
あ
る
は
ず
の

登
場
人
物
た
ち
に
さ
え
実
在
感
を
与
え

る
。
表
の
顔
と
は
別
の
顔
の
京
都
を
、

抽
象
的
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
具

体
的
な
実
感
と
し
て
受
け
止
め
て
も
ら

わ
ね
ば
、
作
品
集
の
存
在
意
義
自
体
が

揺
ら
ぎ
か
ね
な
い
と
で
も
云
わ
ん
ば
か

り
に
、
黒
川
は
「
場
所
」
の
実
在
性
に

固
執
す
る
。

被
差
別
部
落
は
、
そ
れ
自
体
を
描
く

こ
と
が
主
題
で
は
な
く
、
京
都
の
別
の

顔
を
描
く
た
め
に
物
語
の
舞
台
に
採
用

さ
れ
た
典
型
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ

れ
を
も
ま
た
黒
川
は
、
「
場
所
」
の
実

在
性
に
こ
だ
わ
っ
て
、
手
を
抜
く
こ
と

な
く
精
確
に
描
く
。

「
塩
小
路
通
り
を
は
さ
ん
で
、
『
ド
ン

ツ
キ
』
靴
鞄
店
の
筋
向
か
い
、
北
側
の

並
び
に
『
中
野
履
物
店
』
が
あ
っ
た
。

市
電
が
河
原
町
通
り
を
南
下
し
て
き
て
、

『
ド
ン
ツ
キ
』
前
の
交
差
点
で
西
へ
と

右
折
し
、
こ
の
店
の
前
を
過
ぎ
て
い
く
。

す
ぐ
そ
ば
の
高
瀬
川
の
細
く
澱
ん
だ
流

れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
停
留
所
『
塩
小

路
高
倉
』
に
停
ま
っ
て
降
車
客
を
降
ろ

し
、
ま
た
発
車
し
て
、
終
点
『
京
都
駅

前
』
ま
で
走
っ
て
い
く
。
」

「
江
戸
時
代
、
こ
の
あ
た
り
の
地
域
は

『
柳
原
庄
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
も
と

は
鴨
川
西
岸
の
五
条
橋
下
流
に
あ
っ
た

六
条
村
が
、
さ
ら
に
も
う
少
し
下
流
、

こ
の
七
条
通
り
以
南
の
柳
原
の
地
に
移

転
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
世
紀
初
め

の
こ
と
だ
っ
た
。
／
六
条
村
は
、
皮
革

業
と
、
犯
罪
人
の
処
刑
や
捜
索
に
あ
た

る
警
刑
吏
役
を
主
な
生
業
と
し
て
き
た

村
だ
っ
た
。
こ
の
身
分
を
秀
吉
の
政
権

は
『
皮
多
』
と
呼
ん
で
い
た
が
、
江
戸

時
代
な
か
ば
ご
ろ
に
は
京
で
も
『
穢
多
』

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
な
る
。
」

い
ず
れ
も
「
旧
柳
原
町
ド
ン
ツ
キ
前
」

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
め
の

物
語
は
、
市
役
所
で
中
小
企
業
診
断
士

を
し
て
い
た
父
に
連
れ
ら
れ
て
、
幼
い

時
分
か
ら
こ
の
町
の
「
中
野
履
物
店
」

に
出
入
り
し
て
い
た
主
人
公
が
、
高
校

時
代
か
ら
大
学
時
代
に
か
け
て
こ
の
履

物
店
に
下
宿
し
、
そ
こ
で
出
逢
い
あ
る

い
は
別
れ
た
人
た
ち
の
思
い
出
を
後
年

に
な
っ
て
顧
み
る
、
と
い
う
体
裁
を
と
っ

て
い
る
。
崇
仁
と
い
う
地
域
が
繰
り
返

し
具
体
的
に
描
写
さ
れ
、
柳
原
銀
行
の

こ
と
や
米
騒
動
の
こ
と
な
ど
、
被
差
別

部
落
と
し
て
歩
ん
で
き
た
地
域
の
歴
史

に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
紙
幅
を
費
や

し
て
い
る
。
履
物
店
の
内
儀
は
京
都
府

下
亀
岡
の
部
落
か
ら
嫁
入
り
し
て
き
た

人
で
、
彼
女
の
来
し
方
は
、
部
落
の
一

女
性
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
記
録
す

る
か
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
内
儀

が
、
自
ら
の
育
っ
た
農
村
部
落
に
比
し

て
荒
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
の
あ
る
崇
仁
の
土

地
柄
に
、
い
く
ら
か
嫌
悪
感
を
抱
い
た

こ
と
な
ど
も
語
ら
れ
る
。
「
裏
の
高
瀬

川
の
流
れ
に
、
ふ
と
ん
を
捨
て
て
し
ま

う
人
ま
で
い
る
。
ヤ
ク
ザ
な
言
葉
づ
か

い
で
、
『
わ
し
は
七
条
や
』
と
か
（
中

略
）
こ
こ
の
土
地
柄
を
、
ひ
と
を
脅
す

の
に
使
お
う
と
す
る
人
も
い
る
。
こ
う

い
う
の
が
、
い
や
だ
っ
た
…
」
。

下
宿
屋
に
は
い
っ
と
き
主
人
公
よ
り

若
い
男
が
暮
ら
し
て
い
た
。
人
懐
っ
こ

い
若
者
だ
っ
た
が
、
女
性
を
嬲
り
も
の

に
す
る
所
業
を
重
ね
た
挙
句
、
婦
女
暴

行
罪
で
少
年
院
送
り
と
な
る
。
こ
の
若

者
も
崇
仁
部
落
の
い
わ
ゆ
る
「
む
ら
の

者
」
。
若
者
に
は
、
幼
児
を
抱
え
た
シ

ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
姉
が
い
て
、
数
年
後

に
主
人
公
が
再
会
し
た
と
き
、
若
者
が

少
年
院
を
出
て
か
ら
ま
た
ぞ
ろ
同
じ
よ

う
な
罪
を
犯
し
、
今
度
は
刑
務
所
に
入

れ
ら
れ
た
と
聞
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
主

人
公
と
こ
の
姉
と
は
、
な
り
ゆ
き
の
よ

う
に
、
あ
る
い
は
当
然
そ
う
な
る
こ
と

が
判
り
き
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
い

ず
れ
は
立
ち
消
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
、
男
と
女
の
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ

る
。作

品
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
被
差
別

部
落
を
、
手
を
抜
か
ず
丹
念
に
、
精
確

に
描
く
こ
と
で
、
人
間
が
「
場
所
」
の

中
で
「
場
所
」
に
囚
わ
れ
て
生
き
て
い

る
こ
と
の
切
な
さ
を
、
浮
き
彫
り
に
す

る
。
「
旧
柳
原
町
～
」
は
、
そ
ん
な
抒

情
的
な
青
春
小
説
で
も
あ
る
。
崇
仁
部

落
の
叙
述
が
い
さ
さ
か
説
明
的
す
ぎ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
大
半

の
読
者
が
、
京
都
の
表
の
顔
し
か
知
ら

な
い
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た

上
で
の
、
京
都
の
別
の
顔
、
す
な
わ
ち

被
差
別
部
落
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
懇
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切
丁
寧
な
情
報
提
供
と
い
う
側
面
も
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
被
差
別
部
落
そ
の
も
の

を
描
く
こ
と
は
主
題
で
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
著
者
が
、
表
の
顔
と
は
別
の
顔

の
京
都
の
最
も
象
徴
的
な
典
型
と
し
て

部
落
を
選
択
し
た
と
い
う
点
は
、
や
は

り
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
要

す
る
に
、
表
側
か
ら
見
て
裏
側
に
隠
蔽

さ
れ
て
し
ま
う
、
そ
の
最
た
る
も
の
が

部
落
な
の
で
あ
る
。
単
に
、
表
の
顔
の

陰
に
入
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
の
で
は
な
く
、
部
落
の
場
合
は

よ
り
意
図
的
に
隠
蔽
さ
れ
、
そ
し
て

「
あ
っ
た
」
こ
と
が
「
な
い
」
こ
と
に

さ
れ
て
し
ま
う
。
著
者
は
そ
れ
に
違
和

感
を
覚
え
て
い
る
。
「
旧
柳
原
町
～
」

が
以
下
の
よ
う
な
哲
学
的
な
書
き
出
し

な
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
『
な
い
』
と
い
う
言
葉
の
過
去
形
は
、

『
あ
っ
た
』
で
あ
る
、
と
言
う
人
が
い

た
。
た
し
か
に
そ
う
だ
。
『
な
い
』
と

言
う
の
は
、
か
つ
て
そ
こ
に
何
か
が

『
あ
っ
た
』
こ
と
を
知
る
者
だ
け
で
あ

る
。
反
対
に
、
『
あ
っ
た
』
と
言
明
す

る
こ
と
は
、
い
ま
は
も
う
『
な
い
』
の

だ
、
と
い
う
事
実
の
認
識
を
含
む
だ
ろ

う
。
」

そ
う
し
て
物
語
は
、
古
地
図
の
「
非

人
小
屋
」
の
記
載
を
抹
消
す
る
云
々
の

話
か
ら
動
き
出
す
。
被
差
別
の
し
る
し

を
地
図
か
ら
抹
消
し
て
「
な
い
」
こ
と

に
し
て
し
ま
え
ば
、
「
あ
っ
た
」
と
い

う
そ
の
こ
と
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の

か
。著

者
が
と
っ
た
態
度
は
、
「
あ
っ
た
」

こ
と
を
物
語
を
通
じ
て
、
現
実
の
地
図

上
に
、
精
確
に
刻
ん
で
い
く
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
黒
川
の
、
彼

な
り
の
部
落
問
題
に
対
す
る
構
え
方
を

見
て
と
れ
る
と
い
う
云
い
方
も
可
能
だ

ろ
う
。
だ
が
私
は
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
ん
な

ふ
う
に
考
え
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
と
思

う
。
黒
川
に
と
っ
て
の
主
題
は
あ
く
ま

で
、
京
都
と
い
う
町
に
お
い
て
、
表
の

顔
の
陰
に
隠
さ
れ
が
ち
な
別
な
顔
と
し

て
の
被
差
別
部
落
を
、
こ
れ
も
ま
た
京

都
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
生
活
世
界

と
し
て
描
く
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と

思
い
た
い
。

「
吉
田
泉
殿
町
の
蓮
池
」
に
お
け
る

被
差
別
部
落
へ
の
言
及
は
、
そ
の
意
味

か
ら
す
る
と
、
や
や
余
計
な
印
象
を
受

け
る
。
主
人
公
が
幼
い
日
々
を
過
ご
し

た
京
大
西
部
講
堂
裏
、
鞠
小
路
通
界
隈

の
生
活
世
界
は
、
別
の
顔
の
京
都
、
と

し
て
十
分
に
抒
情
的
に
描
か
れ
て
い
る

の
だ
が
、
も
し
か
す
る
と
著
者
は
、
こ

の
生
活
世
界
が
、
表
の
顔
の
京
都
の
一

典
型
と
云
え
な
く
も
な
い
京
大
に
な
ま

じ
い
隣
接
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
別
の
顔

の
京
都
と
し
て
は
説
得
力
に
欠
け
る
、

と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

祖
母
に
連
れ
ら
れ
歩
い
て
三
十
分
か
け

て
た
ま
に
行
く
公
設
市
場
の
西
側
に
、

田
中
の
部
落
が
あ
っ
て
云
々
と
い
う
記

述
を
持
ち
出
し
、
朝
田
善
之
助
の
回
想

録
の
引
用
ま
で
し
て
い
る
。
だ
が
ど
う

読
ん
で
も
こ
の
田
中
部
落
の
く
だ
り
は
、

西
部
講
堂
裏
の
生
活
世
界
を
描
い
た
一

篇
の
中
で
は
余
録
で
し
か
な
い
。
京
都

の
別
の
顔
に
は
部
落
、
あ
る
い
は
在
日

朝
鮮
人
や
ヤ
ク
ザ
と
い
っ
た
類
い
の
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
ア
ウ
ト
ロ
ー
を
据
え

な
い
と
、
何
と
な
く
収
ま
り
が
つ
か
な

い
と
い
う
気
分
に
、
た
ぶ
ん
陥
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
冗
漫
な
文
章
を
連
ね
て
き
た
。

そ
ろ
そ
ろ
終
え
よ
う
と
思
う
が
、
文
句

を
つ
け
て
終
え
る
の
は
後
味
が
よ
く
な

さ
そ
う
な
の
で
、
最
後
に
、
黒
川
創
の

小
説
家
と
し
て
の
技
倆
に
感
じ
入
っ
た

箇
所
を
指
摘
し
て
筆
を
擱
く
こ
と
と
し

よ
う
。

そ
れ
は
四
篇
め
「
旧
柳
原
町
ド
ン
ツ

キ
前
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
。
連
作
小
説

集
全
体
を
も
締
め
く
く
る
場
面
。
履
物

屋
に
下
宿
し
て
い
た
主
人
公
は
、
男
と

女
の
間
柄
に
な
っ
た
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー

の
女
と
、
示
し
合
わ
せ
て
旅
に
出
る
。

と
き
は
盂
蘭
盆
、
訪
ね
た
先
は
丹
後
の

伊
根
。
つ
ま
り
小
説
集
『
京
都
』
は
、

最
後
の
最
後
に
京
都
の
町
の
枠
外
に
出

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
夜
を
共
に
し

た
二
人
は
、
早
朝
、
海
辺
に
立
っ
て
、

精
霊
舟
の
舟
出
を
見
送
る
。

「
美
雪
は
、
お
か
っ
ぱ
髪
に
手
を
か
ざ

し
、
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
。
こ
ち
ら

を
振
り
む
い
て
、
に
っ
と
笑
い
、
ま
た

舟
の
ほ
う
へ
と
目
を
戻
す
。
／
昨
夜
行

き
つ
い
た
灯
台
が
立
つ
岬
の
沖
を
、
精

霊
舟
を
積
ん
だ
漁
船
は
ゆ
っ
く
り
と
左

へ
回
り
こ
み
、
そ
の
向
こ
う
側
へ
と
消

え
て
い
く
。
」

こ
の
終
わ
り
方
に
技
倆
を
感
じ
る
理

由
を
、
ど
う
も
理
路
整
然
と
は
説
明
で

き
そ
う
に
な
い
が
、
つ
ま
り
こ
う
い
う

こ
と
で
あ
る
。
京
都
と
い
う
生
活
世
界

に
囚
わ
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
に

し
て
も
、
た
ま
に
は
ふ
っ
と
京
都
を
離

れ
て
、
ど
こ
か
の
岸
辺
で
海
を
眺
め
て

い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
黒
川
創

が
、
頑
な
に
京
都
と
い
う
町
の
枠
内
で

物
語
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
せ
ず
、
こ
ん

な
尻
切
れ
ト
ン
ボ
み
た
い
な
場
面
で
最

後
を
締
め
く
く
っ
て
く
れ
た
の
を
、
巧

い
作
家
だ
な
あ
、
と
、
そ
う
思
っ
た
だ

け
で
あ
る
。

（
新
潮
社
刊
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
、
一
八

〇
〇
円
）
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―残された課題を総括すべき時― 北口末広

ひょうご部落解放 153（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2014.6）：700円

特集 奨学金のあり方を問う

若者を借金地獄に追い込む奨学金制度は根本から改革を

佐野修吉／解放奨学金から奨学金を考える 編集部

部落解放同盟兵庫県連合会2013年度第54回支部長研修会

講演 大学生の部落観 なぜ、彼らは部落にマイナスイメー

ジをもってしまうのか 石元清英

追悼・大谷強前所長

惜別 ひょうご部落解放・人権研究所／大谷先生を偲ん

で 石橋宏昭

ひょうご部落解放 154（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2014.9）：700円

特集 兵庫の障害者運動

「障害者差別解消法」の意義と兵庫県における今後の課

題 栗山和久／インタビュー 親戚や家族のように―「神

戸きょうだいの会」の45年 松村敏明・石倉泰三／イン

タビュー 生きづらさと疎外をなくしていくために 玉木

幸則／出生前診断をどう考えるか 姜博久／澤田隆司と

いう人 井奥裕之

仕事のにおい まちのにおい 1 皮から革へ、生活をかけ

た営み 社納葉子

映画の紹介 「60万回のトライ」（朴思柔・朴敦史監督）

藤井幸之助

部落解放 700（解放出版社刊，2014.10）：1,000円

特集 解放教育 教育実践はいかに教育政策を凌駕するか

部落解放 701（解放出版社刊，2014.11）：600円

特集 ヘイトスピーチと闘う

本の紹介

すぎむらなおみ著『養護教諭の社会学 学校文化・ジェ

ンダー・同化』 西田芳正／寺木伸明著『近世被差別民

衆史の研究』 八箇亮仁

米ファーガソンの黒人青年射殺事件の背景を考える 人

種分離と経済格差、警察・司法による経済的差別 柏木

宏

入門 差別と表現をかんがえる 5 "超"放送禁止落語会差

別事件 編集部

部落解放 702（解放出版社刊，2014.12）：600円

道徳の教科化に向き合う 森実

みんなの仕事・わたしの仕事 2 黙々と編み続けるとい

う仕事 籐職人・藤堂明男さん 社納葉子

幕府を震撼させた「長吏」の団結 武州鼻緒騒動研究の

検証に向けて 松浦利貞

本の紹介 黒古一夫著『井伏鱒二と戦争―『花の街』か

ら『黒い雨』まで』 強靭に戦争を生き抜いた作家 河村

義人

警察史のなかの追捕と糾弾権 川元祥一

文化力で差別と闘う 「仲良くしようぜパレード」を立

ち上げた思い 申靖英

回顧 教科書無償運動 1 連載をはじめるにあたって 村

越良子，吉田文茂

部落解放 703（解放出版社刊，2015.1）：600円

特集 差別禁止法と救済法

これまでの閣議決定を財産に 差別禁止法と人権救済法

（人権委員会設置法）の関係について 内田博文／ヘイ

ト・スピーチの憲法論 差別煽動を処罰して表現の自由

を守る 前田朗／障害者差別解消推進法から差別禁止法・

救済法を考える 池田直樹／半世紀にわたる法制定運動

の悲願 差別撤廃にかかわる実体法の「禁止法」と組織

法の「救済法」 奥田均

土地差別とその背景 Ｙ住宅販売会社差別調査事件の糾

弾会を終えて 池田清郎

警察史のなかの追捕と糾弾権 2 中世非人と検非違使 川

元祥一

回顧 教科書無償運動 2 運動がはじまるころの長浜 村

越良子，吉田文茂

部落解放研究くまもと 68（熊本県部落解放研究会刊，

2014.10）

特集 梅原眞隆と融和運動

梅原眞隆と融和運動 太田心海

史料紹介 詫摩郡春竹村内原村関係史料 橋口和孝，山本

尚友

熊本の被差別部落史編さん通信 被差別部落の信仰と唐

崎神社 山本尚友

ゆいぱる 14（姫路市人権啓発センター刊，2014.8）

新しい視点から部落問題を考える 石元清英

リベラシオン 155（福岡県人権研究所刊，2014.9）：1,

000円

特集 福岡部落史研究所創立から40年

世界遺産に『全国水平社宣言と関係資料』を～福岡部落

史研究会創立40周年の節目に～ 森山沾一／「水平社を

学びつつ、ムラの子として起こす」とは うんのまなぶ

／松本冶一郎・井元麟之研究会の活動と今後の課題 松

本冶一郎・井元麟之研究会／海外人権・スタディツアー

の10年 柳井美枝／県内市町村住民の人権意識調査結果

から見える課題 堀内忠／田川浄福寺の成立をめぐって

安蘇龍生／福岡部落史研究会～福岡県人権研究所40年の

歩み／機関誌総目次（創刊号～121号『部落解放史・ふ

くおか』、122号～『リベラシオン―人権研究ふくおか

―』）

ルシファー 17（水平社博物館刊，2014.10）：500円

報告

2013年度第1回公開講座 「衡平社と水平社の交流につい

て」徐知延，徐知伶／2013年度第2回公開講座 「アート

と人権―輝いて生きる―」 田仲敦三／全国水平社創立

宣言を世界の記憶に 水平社博物館

歴史学研究 923（歴史学研究会編，2014.10）：741円

書評

朝治武『差別と反逆―平野小剣の生涯―』 関口寛／吉

村智博『近代大阪の部落と寄せ場―都市の周縁社会史―』

杉本弘幸

2015年1月25日
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千里図書館で同和地区の問い合わせ 佐佐木寛治

季刊人権問題 377（兵庫人権問題研究所刊，2014.10）：

700円

八鹿高校事件の真実を改めて世に問う 15 全国から八鹿

へ 2

暴行翌日の「八鹿病院激励」、「朝来町調査報告書」、

「八鹿高校事件調査報告書」のことなど 雑賀光夫／八

鹿高校での集団リンチ事件について 山中邦夫

振興会通信 119（同和教育振興会刊，2014.11）

同朋運動史の窓 25 左右田昌幸

少数点在部落の現状に学ぶ 忍関崇

真宗 1327号（真宗大谷派宗務所刊，2014.10）：250円

人の世に熱あれ人間に光あれ 25 真宗大谷派同和関係寺

院協議会発足40年を迎えて 菊池成明

信州農村開発史研究所報 129（信州農村開発史研究

所刊，2014.9）

小林收先生への質問 斎藤洋一

信州農村開発史研究所報 130（信州農村開発史研究

所刊，2014.12）

140年余り前の「身元調査」 斎藤洋一

史料紹介 延宝2年の「百姓困窮仕候付御訴訟」 市葉藤

哉

身同 34（真宗大谷派解放運動推進本部刊，2014.9）：1,

000円

大谷派における解放運動の歴史と課題 問われるもの、

願われるものとしての解放運動―糾弾への呼応 2 訓覇

浩

地域と人権 1143号（全国地域人権運動総連合刊，201

4.12.15）：148円

月刊『宝島』特集の波紋 問われる「解同」の組織倫理

と人権行政のあり方

月刊地域と人権 367（全国地域人権運動総連合刊，20

14.11）：248円

資料 中西和久氏からの抗議に対する見解 全国演鑑連幹

事会

地域と人権京都 678号（京都地域人権運動連合会刊，

2014.10.1）：150円

「竹田・深草地区」は、これで良いのか？ 終 中川正照

同和奨学金返還問題の検討 41 川部昇

地域と人権京都 679号（京都地域人権運動連合会刊，

2014.10.15）：150円

同和奨学金返還問題の検討 終 川部昇

地域と人権京都 681号（京都地域人権運動総連合刊，

2014.11.15）：150円

京都市の同和行政・同和教育の終結への現状と課題 京

都地域人権運動連合会京都市協議会

地域と人権京都 682号（京都地域人権運動総連合刊，

2014.12.1）：150円

京都市の同和行政・同和教育の終結への現状と課題 2

京都地域人権運動連合会京都市協議会

地域と人権京都 683号（京都地域人権運動総連合刊，

2014.12.15）：150円

京都市の同和行政・同和教育の終結への現状と課題 3

京都地域人権運動連合会京都市協議会

であい 630（全国人権教育研究協議会刊，2014.9）：1

50円
人権のまちをゆく 68 山口県宇部市 海に沈んだ長生炭

鉱

人権文化を拓く 202 「私はあなたの心の洗濯機ではな

い」～2014年1月20日国連障害者権利条約批准～ 一木玲

子

であい 631（全国人権教育研究協議会刊，2014.10）：

150円

人権のまちをゆく 69 浅草「新町」フィールドワーク

弾左衛門ゆかりの地を歩く

人権文化を拓く 203 "ばあちゃん"のノート 韓文亨

であい 632（全国人権教育研究協議会刊，2014.11）：

150円

人権文化を拓く 204 原発再稼働は要援護者にとって不

公平 アイリーン・美緒子・スミス

であい 633（全国人権教育研究協議会刊，2014.12）：

150円

人権文化を拓く 205 にんげんの尊厳の輝きを求めて 中

村純

同和教育論究 35（同和教育振興会刊，2014.7）：1500

円

中村甚哉と真宗信仰 奥本武裕

教団内における「寺中」差別の実態 林史樹

「従軍慰安婦」問題からみる日本の差別構造～橋下徹

「慰安婦」差別発言を通して～ 小川眞理子

福島差別～自主避難者のおかれている現実と差別～ 麻

田弘潤

『差別事件 糾明のための方途』改定について 嶋津弘隆

史料紹介 近世真宗差別問題史料（閑話休題編）―本願

寺の日次記における平行記事について― 左右田昌幸

書評 『自叙で綴る梅原眞隆の生涯』 神戸修

ヒューマンJournal 210号（自由同和会中央本部刊，2

014.9）

部落解放運動40年を振り返って 13 同和事業の見直しへ

灘本昌久

ヒューマンライツ 320（部落解放・人権研究所刊，20

14.11）：500円

各地の人権研究所の取り組み 4 焼失を免れた多くの史

料をもとに調査研究を進める 吉田文男

被差別部落の歴史 前近代編 11 寺木伸明

ヒューマンライツ 321（部落解放・人権研究所刊，20

14.12）：540円

特集 「部落地名総鑑」差別事件を改めて考える

「部落地名総鑑」差別事件とはどのような事件であった

のか 山中多美男／終わらない「部落地名総鑑」差別事

件 北口末広／「部落地名総鑑」差別事件、何が取り組

まれ、何が未解決なのおか―今なお続く「合法状態」

奥田均／インターネット上の差別問題にどう対処するか

松井修視

被差別部落の歴史 前近代編 12 寺木伸明

走りながら考える 160 来年は同和対策審議会答申50年
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昭和史の中のある半生 18 小森龍邦

解放新聞広島県版 2154号（解放新聞社広島支局刊，2

014.11.25）

昭和史の中のある半生 19 小森龍邦

解放新聞広島県版 2155号（解放新聞社広島支局刊，2

014.12.5）

昭和史の中のある半生 20 小森龍邦

解放新聞広島県版 2156号（解放新聞社広島支局刊，2

014.12.25）

昭和史の中のある半生 21 小森龍邦

語る・かたる・トーク 235（横浜国際人権センター刊，

2014.9）：500円

シリーズ「解放教育」継承への扉 32 二度と繰り返さな

いため40年前に始まった懇談会 外川正明

語る・かたる・トーク 236（横浜国際人権センター刊，

2014.10）：500円

シリーズ「解放教育」継承への扉 33 批判の応酬から小

中の連携へ 外川正明

語る・かたる・トーク 237（横浜国際人権センター刊，

2014.11）：500円

シリーズ「解放教育」継承への扉 34 保護者や保育士の

方々から学んだこと 外川正明

語る・かたる・トーク 238（横浜国際人権センター刊，

2014.12）：500円

シリーズ「解放教育」継承への扉 35 「こだま学級」の

子どもたちと 外川正明

「いじめ」に思う 消えない心の傷～過去を振り返って

～ 1 小橋和泉

かわとはきもの 169（東京都立皮革技術産業センター

台東支所刊，2014.9）

靴の歴史散歩 114 稲川實

皮革関連統計資料

関西大学人権問題研究室紀要 68号（関西大学人権問

題研究室刊，2014.12）

特集 国際ワークショップ 戦争と歴史認識―歴史教育学

の可能性―

講演1 "戦争を伝える"歴史教育の実際―新たなる可能性

を求めて― 金田修治／講演2 ドイツの歴史教育の基本

的特徴―歴史授業における知識の伝達と判断力の育成―

マルティン・リーパッハ

朝鮮語新聞「毎日新報」（朝鮮総督府機関紙）に掲載さ

れた「国語」欄の歴史的変遷（1939年～1944年） 熊谷

明泰

きょう☆COLOR 創刊号（京都市人権文化推進課刊，20

14.11）

見て・知って人権 京の学生が行く 1 ツラッティ千本

京都部落問題研究資料センター通信 37号（京都部

落問題研究資料センター刊，2014.10）

本の紹介

八木聖弥著『近代京都の施薬院』 田中和男／小林丈広

編著『京都における歴史学の誕生―日本史研究の創造者

たち―』 田良島哲

収集逐次刊行物目次（2014年7月～9月受入）

クロノス 36（京都橘大学女性歴史文化研究所刊，2014.

11）

イギリス女性生活誌 36 夜間学校に学ぶ―新たなキャリ

アを開く途として― 松浦京子

グローブ 79（世界人権問題研究センター刊，2014.10）

創立20周年の意義 上田正昭

部落差別を考える―奈良県立同和問題関係史料センター

20年の取り組みから― 井岡康時

グローバル時代の学校と教員 伊藤悦子

人権の"館" わだつみのこえ記念館 仲尾宏

藝能史研究 206（藝能史研究會刊，2014.7）：1,800円

特集 藝能史研究の過去・現在・未来―史料としての映

像記録―

国際人権ひろば 118（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2014.11）：350円

特集 国際基準にてらした日本の人権状況

社会科学 104（同志社大学人文科学研究所刊，2014.11）：

1,000円

シンポジウム「日本の「戦後史」と東アジア」

引揚者と戦後日本社会 安岡健一／ヨイトマケの唄、ニ

コヨンの歌―戦後失対労働者の存在形態と社会意識 杉

本弘幸／沖縄復帰前後の経済構造 櫻澤誠／1980年代以

降日本における 中国人新移民について 宋伍強

人権と部落問題 863（部落問題研究所刊，2014.10）：

600円

特集 環境問題とくらし

部落問題解決に向かって―親子の証言―

今に生きる貴重な体験 東展世／部落問題と自分 東翔太

郎／世代を紡いで 東大地

文芸の散歩道 夏目漱石作『坊っちゃん』と主人公の

「田舎」観 水川隆夫

人権と部落問題 864（部落問題研究所刊，2014.11）：

600円

特集 高齢者のくらし

文芸の散歩道 村岡花子―決戦下のアンビリーバブル！

― 秦重雄

人権と部落問題 865（部落問題研究所刊，2014.12）：

600円

特集 基地問題のいま

文芸の散歩道 明治39年の藤村とその周辺 川端俊英

人権と部落問題 866（部落問題研究所刊，2015.1）：

600円

特集 メディア問題のいま

メディアは再び戦争を招き寄せるのか―「朝日バッシン

グ」がさらけ出した問題を考える― 桂敬一

本棚 丹波正史著『部落問題解決への理論的軌跡』 奥山

峰夫

文芸の散歩道 松木淳詩歌集『荊の座』―人間性の高さ

において万人の心をゆさぶる歌人― 桑原律

じんけんぶんかまちづくり 45（とよなか人権文化ま

ちづくり協会刊，2014.10）

人権文化のまちづくり講座 「よく生き合うとは～『同

和はこわい考』から27年～」（講演:藤田敬一）
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あなたの大切なものはなんですか？―東日本大震災の避

難者支援をするということ― 佐藤淳子

サッカー指導を通じて、改めて見えてきた人権―指導者

は子どものサポーター、子どもは指導者のサポーター―

船越正忠

部落に生まれ、部落に育って、今思うこと 橋本祐磨

棄民と言われた人々―ハンセン病療養所の中に生きて―

荒井玲子

外国にルーツをもつ人々に学ぶ、グローバル時代の子育

て―県内外の聞き取り事例から― 鳥取県人権文化セン

ター

解放新聞 2684号（解放新聞社刊，2014.9.22）：90円

今週の1冊 『潜伏キリシタン 江戸時代の禁教政策と民

衆』（大橋幸泰著）

解放新聞 2685号（解放新聞社刊，2014.10.6）：90円

今週の1冊 『被差別部落の暮らしから』（中山英一著）

解放新聞 2687号（解放新聞社刊，2014.10.20）：90円

ぶらくを読む 91 刑吏を担う被差別民 日本とヨーロッ

パ 湧水野亮輔

解放新聞 2688号（解放新聞社刊，2014.10.27）：90円

ノンフィクションからの警鐘 1 山本茂実『あゝ野麦峠』

音谷健郎

今週の1冊 『アフリカ系アメリカ人という困難』大森一

輝著

解放新聞 2690号（解放新聞社刊，2014.11.10）：90円

今月の本＠ランダム

藤田一良著『弁護士・藤田一良―法廷の闘い』／金尚均

著『ヘイト・スピーチの法的研究』／遠藤比呂通著『希

望への権利 釜ヶ崎で憲法を生きる』

解放新聞 2691号（解放新聞社刊，2014.11.17）：90円

部落解放研究第48回全国集会から 2 部落の伝統と芸能

山路興造

解放新聞 2693号（解放新聞社刊，2014.12.1）：90円

ぶらくを読む 92 豊穣を希求する動物供犠は誰が執行す

るのか 湧水野亮輔

解放新聞 2695号（解放新聞社刊，2014.12.15）：90円

ノンフィクションからの警鐘 2 『ルポ 貧困大国アメリ

カ』（堤未果著） 音谷健郎

解放新聞 2696号（解放新聞社刊，2014.12.22）：90円

「非公開情報に当たる」と最高裁 「鳥取ループ」の地

域総合センター一覧表などの公開請求に

本の紹介

『女子学生、渡辺京二に会いに行く』（渡辺京二×津田

塾大学三砂ちづるゼミ）／『折口信夫 魂の古代学』

（上野誠著）／『マララ 教育のために立ち上がり、世

界を変えた少女』（マララ・ユスフザイ著）

解放新聞大阪版 2012（解放新聞社大阪支局刊，2015.

1.5）：70円

「部落地名総鑑」発覚から40年 上 赤井隆史

解放新聞改進版 455号（部落解放同盟改進支部刊，20

14.9）

『京都市同和教育方針』50年を迎えて 1

解放新聞改進版 456号（部落解放同盟改進支部刊，20

14.10）

『京都市同和教育方針』50年を迎えて 2

解放新聞改進版 457号（部落解放同盟改進支部刊，20

14.11）

『京都市同和教育方針』50年を迎えて 3

解放新聞改進版 458号（部落解放同盟改進支部刊，20

14.12）

『京都市同和教育方針』50年を迎えて 4

解放新聞京都版 997号（解放新聞社京都支局刊，2014.

9.20）：70円

ハンセン病問題と「関西」 2 無癩県運動があった

解放新聞京都版 998号（解放新聞社京都支局刊，2014.

10.1）：70円

歴史と人権 京都めぐり 崇仁から五条楽園へあるく 駅

北コース 1

解放新聞京都版 999号（解放新聞社京都支局刊，2014.

10.10）：70円

歴史と人権 京都めぐり 市比賣神社から枳殻邸へあるく

解放新聞京都版 1001号（解放新聞社京都支局刊，201

4.11.1）：70円

本の紹介 矢吹文敏著『ねじれた輪ゴム』

解放新聞京都版 1005号（解放新聞社京都支局刊，201

4.12.10）：70円

50年前に作られた日本映画は障がい児をどう描いている

か

解放新聞東京版 846号（解放新聞社東京支局刊，2014.

10.15）：93円

映画「ある精肉店のはなし」と私の解放運動 1 北出昭

解放新聞東京版 848号（解放新聞社東京支局刊，2014.

11.15）：93円

映画「ある精肉店のはなし」と私の解放運動 2 北出昭

解放新聞東京版 850号（解放新聞社東京支局刊，2014.

12.15）：93円

映画「ある精肉店のはなし」と私の解放運動 3 北出昭

解放新聞広島県版 2148号（解放新聞社広島支局刊，2

014.9.25）

仏教の中の差別と可能性を問う―解放理論をふまえて～

知られていない『経典』の差別 中 小森龍邦

解放新聞広島県版 2149号（解放新聞社広島支局刊，2

014.10.5）

仏教の中の差別と可能性を問う─解放理論をふまえて～

知られていない『経典』の差別 下 小森龍邦

解放新聞広島県版 2150号（解放新聞社広島支局刊，2

014.10.15）

昭和史の中のある半生 15 小森龍邦

解放新聞広島県版 2151号（解放新聞社広島支局刊，2

014.10.25）

昭和史の中のある半生 16 小森龍邦

解放新聞広島県版 2152号（解放新聞社広島支局刊，2

014.11.5）

昭和史の中のある半生 17 小森龍邦

解放新聞広島県版 2153号（解放新聞社広島支局刊，2

014.11.15）

2015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://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

◇2014年度部落史連続講座（全６回）が無事終了しました。３月末には講演録が出来上がる予定です。
ご希望の方はメール・FAXにてご連絡ください。
◇次年度の講座については、次号でお知らせいたします。

朝田教育財団だより 21（朝田教育財団刊，2014.11）

朝田善之助さんの先見性と哲学、勝三さんの遺志を継ぐ

松井珍男子

明日を拓く 105（東日本部落解放研究所刊，2014.3）：

1,080円

特集 差別と向き合い、共生をめざす社会を手探りする

松島幸洋さん（東京都連葛飾支部）に聞く 部落民を名

乗り、部落民を伝えるということ 聞き手：スターディッ

ク・マーティンさん／多文化が進行する高校教育の現場

にいま必要なこと…外国につながる生徒たちの人権保障

はいま… 角田仁

本の紹介 内田龍史編著『部落問題と向き合う若者たち』

深田広明

IMADR-JC通信 179（反差別国際運動日本委員会刊，201

4.10）：750円

特集 国連審査と日本の人種差別問題

解放研究とっとり 第12号（鳥取県人権文化センター

刊，2010.3）：500円

『非人と他国御用』上～鳥取藩寛政10年「津山贋銀札事

件」を通して～ 田中真次

アイヌ民族問題へのアプローチ～身近な問題とするため

のいくつかの視座～ 池原正雄

一般社団法人「とっとり被害者支援センター」の取り組

みについて 田中完治

企業の社会的責任（CSR）と人権問題への取り組み～県

内企業へのアンケート及び聴き取り調査から～ 鳥取県

人権文化センター

実践報告 ひき算ではなくたし算で～障がい児・障がい

者と共に歩んだ十五年～ 植村ゆかり

解放研究とっとり 第13号（鳥取県人権文化センター

刊，2011.3）：500円

県東部の旧村に残された戸籍簿を読む―「明治三年式戸

籍」と壬申戸籍（補遺）― 伊藤康

『非人と他国御用』下～鳥取藩寛政10年「津山贋銀札事

件」を通して～ 田中真次

虐待防止活動10年の歩み―NPO法人子どもの虐待防止ネッ

トワーク鳥取（CAPTA）の取り組みを通して― 田村勲

再生ものがたり―「わかって欲しい！」に寄り添った関

わりを地域に拡げて 齊藤里依

労働再考：収入・仕事量・自己実現―鳥取県内における

「労働」に関する意識調査から― 鳥取県人権文化セン

ター

解放研究とっとり 第14号（鳥取県人権文化センター

刊，2012.3）：500円

鳥取藩におけるお救い～非人制度の福祉的側面～ 堀江

駿

大正期鳥取県の部落改善政策の展開 西村芳将

障害青年の教育権保障をめぐる現状と課題～教育年限延

長の要求と特別支援教育～ 國本真吾

「あららら？」ふと気づいたら福祉畑だって 岸本美鈴

地域の大人として子どもたちにできること～子どもの育

ちや学びに関わって～ 田中朝子

続・労働再考：職場の人権と「働きがい」～鳥取県内企

業のアンケート及び聴き取り調査から～ 鳥取県人権文

化センター

解放研究とっとり 第15号（鳥取県人権文化センター

刊，2013.3）：500円

実態調査を現代部落史の視点で読む～同和問題の負のス

パイラル～ 新井宏則

『全国水平社』創立90年～私たちが問われていることは

なにか～ 坂根政代

インターネット人権侵害の闇～私たちは今何をしなけれ

ばならないのか～ 今度珠美

ポルフィリン症との闘い～一日も早い難病指定をめざし

て～ 堀冨美

相談業務を通じて私と向き合う 鈴木直子

災害と人権～東日本大震災に関わる鳥取県民の意識調査

から考える～ 鳥取県人権文化センター

解放研究とっとり 第16号（鳥取県人権文化センター

刊，2014.3）：500円

大正期鳥取県における融和政策の基調～岩切重雄の部落

改善論～ 西村芳将

収集逐次刊行物目次 （2014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～


