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京都部落問題

研究資料センター通信
第41号 発行日 2015年10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

2015年10月25日

2015年度 部落史連続講座Ⅱ

第１回 11月13日（金） 美術作品に描かれた在日朝鮮人

—戦前の京都を中心に—

講師：水野 直樹さん
（京都大学教授）

第２回 11月20日（金） 京都における在日朝鮮人

—西陣地区を中心に—

講師：高野 昭雄さん
（大阪大谷大学准教授）

第３回 11月27日（金） 在日朝鮮人女性の

自主的救済事業と「内鮮融和」

—「親日派新女性」金朴春の思想と行動をめぐって—

講師：杉本 弘幸さん
（京都工芸繊維大学・佛教大学・立命館大学非常勤講師）

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

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・電子メールでご連絡ください～



本
書
は
一
九
八
七
年
に
発
刊
さ
れ
た

「
ア
ボ
ジ
が
こ
え
た
海
」
（
葦
書
房
）
の

続
刊
で
あ
る
。
国
際
的
に
厳
し
く
批
判

さ
れ
な
が
ら
も
今
な
お
続
く
、
許
し
が

た
い
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
や
、
首
相

の
「
戦
前
の
戦
争
の
評
価
は
今
後
に
」

の
発
言
な
ど
で
冷
え
込
ん
で
し
ま
っ
た

日
韓
関
係
を
か
ん
が
み
、
ぜ
ひ
と
も
読

ん
で
ほ
し
い
一
冊
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

強
制
連
行
さ
れ
た
人
々
は
九
〇
才
を
越

え
、
そ
の
大
半
が
亡
く
な
っ
て
生
存
者

か
ら
の
証
言
が
今
後
期
待
し
が
た
く
、

後
の
貴
重
な
も
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
も
、

前
巻
は
読
ん
で
お
ら
ず
、
二
冊
を
同
時

に
読
ん
だ
の
が
実
情
だ
っ
た
が
、
感
動

し
な
が
ら
読
み
続
け
て
い
く
内
に
、
妙

な
「
明
る
さ
」
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
今
日
ま
で
、
強
制
連
行

や
強
制
労
働
に
関
す
る
証
言
や
記
録
、

研
究
は
比
較
的
多
い
が
、
一
読
す
る
と
、

必
ず
「
暗
い
」
気
分
と
な
る
。
そ
れ
は

当
然
で
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
蛮
行
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
私
事
に
な
る
が
、
か

つ
て
韓
国
・
ソ
ウ
ル
に
留
学
中
に
、
数

名
の
強
制
連
行
さ
れ
た
人
と
偶
然
出
会

う
機
会
を
得
て
、
詳
し
く
話
を
聞
き
、

ま
た
、
あ
れ
こ
れ
と
質
問
し
た
経
験
が

あ
る
。
皆
が
ニ
コ
ニ
コ
笑
い
な
が
ら
話

を
し
て
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
今
回

二
冊
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
時
の
彼
ら

の
「
明
る
さ
」
を
ふ
と
思
い
出
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
時
「
何
故
そ
ん
な
に
笑
い
な
が

ら
話
せ
る
の
か
」
と
、
問
返
し
た
も
の

だ
が
、
同
じ
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

「
日
本
人
は
ど
う
だ
っ
た
？
皆
戦
争
に

と
ら
れ
て
、
死
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
の
か
、
徴
用
は
二
年
、
伸
ば
さ

れ
た
と
し
て
も
、
生
き
て
帰
る
こ
と
が

で
き
る
。
だ
か
ら
当
時
、
多
く
の
朝
鮮

人
は
戦
場
に
行
く
よ
り
ず
っ
と
ま
し
だ

と
、

初
か
ら
あ
き
ら
め
て
応
じ
た
の

だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
書
で

は
具
体
的
に
言
及
が
な
く
、
一
読
だ
け

で
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、

二
読
・
三
読
し
て
よ
う
や
く
理
解
で
き

た
。
す
な
わ
ち
、
李
さ
ん
は
強
制
連
行

の
不
当
性
や
強
制
労
働
の
過
酷
さ
を
証

言
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
く
、
自
分

が
歩
ん
で
き
た
道
を
淡
々
と
語
り
な
が

ら
、
「
俺
た
ち
が
弱
い
か
ら
な
ん
だ
、

俺
た
ち
が
無
知
だ
か
ら
な
ん
だ
と
、
自

分
を
い
ま
し
め
辛
抱
に
辛
抱
を
重
ね
、

青
春
を
み
つ
い
」
（
前
巻
一
二
三
頁
）
で

き
た
彼
が
、
あ
る
出
来
事
や
人
物
に
出

合
っ
て
、
急
速
に
、
い
や
突
如
と
し
て

覚
醒
し
、
成
長
し
て
、
そ
の
後
自
ら
が

生
き
て
い
く
核
心
的
な
指
針
を
作
り
出

し
て
い
っ
た
様
、
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

本
当
の
「
人
間
」
に
成
長
し
て
い
っ
た

記
録
が
二
冊
を
書
い
た
目
的
だ
っ
た
の

だ
。
そ
れ
ゆ
え
明
る
く
感
動
的
だ
っ
た
。

極
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
二
人
の
人
物
と

一
つ
の
小
さ
な
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ

の
内
、
一
人
の
人
物
と
小
さ
な
出
来
事

は
、
前
巻
「
ア
ボ
ジ
が
こ
え
た
海
」
に

あ
り
、
今
回
私
が
担
当
す
る
「
続
ア
ボ

ジ
が
こ
え
た
海
」
に
も
う
一
人
が
記
さ

れ
て
い
る
。
私
に
与
え
ら
れ
た
の
は
続

巻
の
書
評
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
前
巻

の
要
約
文
が
続
巻
の
Ⅲ
章
「
証
言
・
強

制
連
行

『
東
和
新
聞
』
〈
東
和
新
聞
社
〉

連
載
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
あ

え
て
前
巻
を
紹
介
す
る
必
要
は
な
か
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
Ⅲ
章
を
一
読
す
れ

ば
分
る
だ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
強
制
連

行
史
の
視
点
で
要
約
さ
れ
た
も
の
で
、

彼
が
覚
醒
す
る
そ
の
瞬
間
、
瞬
間
の
感

動
は
全
く
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
や
は
り

李
さ
ん
自
身
の
言
葉
で
な
け
れ
ば
無
理

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
前
巻
が
何
部

出
版
さ
れ
た
か
は
知
ら
ぬ
が
、
お
そ
ら

く
半
自
費
出
版
の
も
の
で
、
今
日
図
書

館
な
ど
で
の
閲
覧
も
む
ず
か
し
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
続
巻
出
版
の
半
年
前
、

李
さ
ん
は
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
今
回
は
、
例
外
的
に
前
巻
か
ら
も
直

接
引
用
し
な
が
ら
紹
介
し
て
、
二
冊
の

良
書
を
残
し
て
く
れ
た
李
さ
ん
へ
の
感

謝
に
し
た
い
（
そ
う
す
れ
ば
、
本
書
Ⅲ
章
の

要
約
文
も
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
る
と
思
わ

れ
る
）
。

李
さ
ん
の
故
郷
は
、
今
の
北
朝
鮮
の

三
八
度
線
の
す
ぐ
北
側
、
黄
海
道
・
谷

山
だ
っ
た
。
小
学
四
年
生
の
時
、
貧
困

の
た
め
学
校
に
行
け
な
く
な
り
（
母
と
は

死
別
）
、
父
の
農
業
を
手
伝
う
。
一
九
四

五
年
五
月
、
一
七
才
の
時
、
父
と
畑
仕

事
を
し
て
昼
食
に
帰
ろ
う
か
と
い
う
時

に
村
役
人
た
ち
が
来
て
徴
用
書
を
さ
し

だ
し
、
す
ぐ
バ
ス
停
留
所
に
集
ま
れ
と
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本
の
紹
介

李
興
燮
著
・
室
田
卓
雄
編

リ
・
フ
ン
ソ
プ

『
続

ア
ボ
ジ
が
こ
え
た
海

在
日
朝
鮮
人
一
世
の
戦
後
』

金

森

襄

作

（
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
）



言
渡
さ
れ
た
（
徴
用
は
二
〇
才
以
上
だ
っ
た

は
ず
）
。
そ
の
間
お
よ
そ
一
時
間
、
す
ぐ

に
家
に
帰
っ
て
自
分
は
着
替
え
、
父
は

洗
面
道
具
や
服
な
ど
を
風
呂
敷
に
包
み
、

会
話
ら
し
い
会
話
も
交
わ
せ
な
い
ま
ま
、

そ
れ
が

後
の
別
れ
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
バ
ス
・
汽
車
・
船
に
乗
っ
て
、
四

日
目
に
佐
賀
県
の
住
友
唐
津
炭
鉱
に
連

行
さ
れ
た
。

炭
鉱
に
は
、
一
六
才
の
子
供
や
白
髪

の
老
人
ま
で
も
が
来
て
い
た
と
い
う
（
息

子
を
逃
避
さ
せ
、
そ
の
身
代
わ
り
と
し
て
、

自
ら
徴
用
に
応
じ
た
）
。
二
週
間
の
軍
隊

式
訓
練
が
終
わ
り
、
入
所
時
に
没
収
さ

れ
て
い
た
所
持
品
が
返
却
さ
れ
た
。
と

こ
ろ
が
李
さ
ん
の
風
呂
敷
包
み
の
中
に

あ
っ
た
、
直
径
一
五
セ
ン
チ
、
長
さ
三

〇
セ
ン
チ
程
の
米
粉
（
白
米
を
蒸
し
乾
か

し
て
粉
に
し
、
携
帯
食
料
と
し
て
当
時
朝
鮮

で
旅
に
出
る
時
、
皆
持
っ
て
出
た
）
の
袋
の

中
か
ら
、
母
が
使
っ
て
い
た
遺
品
の
銀

の
指
輪
が
出
て
き
た
。
李
さ
ん
は
米
粉

が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
は
い
た
が
、
連

行
の
途
中
で
盆
と
正
月
し
か
食
べ
ら
れ

な
い
白
米
の
お
に
ぎ
り
が
与
え
ら
れ
た

た
め
、
米
粉
を
開
け
る
必
要
が
な
く
、

従
っ
て
父
が
し
の
ば
せ
た
母
の
指
輪
に

気
づ
く
は
ず
が
な
か
っ
た
。
金
や
銀
・

宝
石
な
ど
が
供
出
さ
せ
ら
れ
た
時
節
が

ら
、
銀
の
指
輪
を
隠
し
持
っ
て
い
る
と

は
「
非
国
民
」
だ
と
没
収
さ
れ
、
名
簿

の
名
前
に
「
非
国
民
」
の
印
が
捺
印
さ

れ
た
。
そ
の
時
の
情
景
を
李
さ
ん
は
何

の
感
情
も
込
め
ず
、
た
だ
淡
々
と
述
べ

て
い
る
だ
け
だ
。
「
非
国
民
」
の
意
味

す
る
内
容
を
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
ろ
う

李
さ
ん
は
ま
だ
子
供
の
よ
う
に
小
さ

か
っ
た
た
め
か
、
配
属
さ
れ
た
の
は

「
掘
進
班
」
だ
っ
た
。
そ
れ
は
新
た
な

炭
層
を
探
す
た
め
に
岩
盤
を
爆
破
し
な

が
ら
、
横
穴
を
掘
り
進
む
作
業
を
行
う

も
の
で
、
一
班
七
名
で
構
成
さ
れ
て
い

た
。
そ
こ
で

も
重
要
か
つ
重
労
働
の

仕
事
は
、
火
薬
を
詰
め
る
穴
を
ボ
ー
リ

ン
グ
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
危

険
で
、
経
験
の
あ
る
者
し
か
で
き
な
い

ら
し
く
、
班
長
で
あ
る
日
本
人
の
浦
さ

ん
夫
婦
が
、
一
人
の
徴
用
人
を
使
っ
て

行
っ
て
い
た
。
李
さ
ん
た
ち
残
り
の
四

人
は
、
爆
破
さ
れ
粉
々
に
な
っ
た
小
さ

な
石
こ
ろ
（
い
わ
ゆ
る
ボ
タ
）
を
ト
ロ
ッ

コ
に
積
む
仕
事
で
あ
っ
た
。
一
日
の
仕

事
が
終
わ
る
と
皆
を
退
避
さ
せ
、
浦
さ

ん
一
人
だ
け
が
残
っ
て
爆
破
し
て
、
翌

日
の
仕
事
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
「
仕

事
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
も
な
い
し
、

き
つ
い
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
」
（
前

巻
二
二
頁
、
以
後
も
前
巻
か
ら
の
引
用
）
。

炭
鉱
に
は
社
員
の
外
何
人
か
の
日
本

人
鉱
夫
が
い
た
が
少
な
く
、
日
本
人
の

班
長
は
め
ず
ら
し
か
っ
た
。
こ
の
浦
さ

ん
は
、
非
常
に
親
切
で
、
「
同
じ
仕
事

で
も
、
こ
う
す
れ
ば
楽
な
ん
だ
よ
」

「
ど
ん
な
こ
と
で
も
わ
か
ら
な
い
こ
と

や
悩
み
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
私
に
相
談

し
ろ
」
と
、
「
ほ
ん
と
う
に
い
い
お
や

じ
」
（
六
四
頁
）
だ
っ
た
。
徴
用
者
た
ち

が
た
ま
に
行
う
「
ノ
ソ
ン
」
す
な
わ
ち
、

持
ち
場
を
離
れ
廃
鉱
に
も
ぐ
り
込
ん
で

ず
る
休
み
す
る
「
サ
ボ
リ
」
を
も
、
見

過
ご
し
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
、
李
さ

ん
の
こ
と
を
同
じ
炭
鉱
の
食
堂
で
働
く

娘
に
話
し
た
ら
し
く
、
彼
女
は
釜
に
へ

ば
り
着
い
た
暖
か
い
米
の
お
こ
げ
を
、

こ
っ
そ
り
と
手
渡
し
て
く
れ
た
り
も
し

た
。
そ
の
意
味
で
李
さ
ん
は
非
常
に
恵

ま
れ
、
当
時
の
自
分
の
境
遇
を
、
さ
ほ

ど
「
差
別
」
だ
と
感
じ
て
い
な
か
っ
た

と
も
い
う
。

た
だ
耐
え
難
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
、

そ
れ
は
食
事
の
悪
さ
と
そ
の
量
の
少
な

さ
だ
っ
た
。
ご
飯
は
「
大
豆
か
す
が
半

分
、
そ
れ
か
ら
と
う
も
ろ
こ
し
の
く
だ

い
た
も
の
が
三
割
ぐ
ら
い
。
そ
し
て
米

が
二
割
」
（
二
七
頁
）
、
弁
当
も
同
じ
だ
っ

た
。
し
か
も
量
が
少
な
い
ゆ
え
に
、
朝

食
直
後
に
手
渡
さ
れ
た
弁
当
を
皆
が
食

べ
な
い
と
、
仕
事
が
で
き
な
か
っ
た
程

量
が
少
な
か
っ
た
（
当
然
弁
当
ぬ
き
と
な

る
）
。
ま
さ
に
空
腹
感
に
さ
い
な
ま
れ
た

日
々
だ
っ
た
。
皆
が
「
お
こ
り
っ
ぽ
く

な
り
、
そ
し
て
心
が
き
た
な
く
な
り
ま

す
。
」
食
堂
で
誰
か
「
腹
い
た
を
起
こ

し
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
い
い
の

に
」
（
四
〇
頁
）
と
思
う
ま
で
に
、
追
い

込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
彼
ら
に
と
っ

て
、
唯
一
の
夢
で
あ
り
希
望
は
、
盆
と

正
月
の
二
回
、
外
出
が
許
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
っ
た
。
李
さ
ん
も
そ
の
時
こ
そ
、

好
き
な
も
の
を
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
や

ろ
う
と
、
な
ん
と
か
が
ま
ん
し
て
、
日
々

を
送
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
待

ち
に
待
っ
た
そ
の
盆
が
や
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
白
山
隊
長
か
ら
「
お
前

の
名
簿
に
は
非
国
民
の
は
ん
こ
が
押
さ

れ
て
い
る
か
ら
」
（
三
〇
頁
）
と
、
外
出

禁
止
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
の
時
初
め

て
李
さ
ん
は
、
「
非
国
民
」
の
持
つ
意

味
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
本

当
に
「
泣
く
に
泣
け
な
い
気
持
ち
で
し

た
」
と
、
「
自
分
の
運
の
悪
さ
を
恨
み

ま
し
た
」
（
三
一
頁
）
。
一
人
と
り
取
り

残
さ
れ
、
茫
然
自
失
の
状
態
で
昼
食
時

食
堂
に
入
る
と
、
空
腹
な
は
ず
な
の
に

「
千
切
り
の
煮
物
」
と
「
た
く
あ
ん
を

一
切
れ
」
し
か
食
べ
ら
れ
ず
、
「
い
つ

ま
で
も
残
っ
た
ご
は
ん
を
見
つ
め
て
い

ま
し
た
」
（
三
八
頁
）
。
そ
の
時
で
あ
る
。

「
オ
イ
ッ
、
コ
ラ
ッ
。
い
つ
ま
で
も
何

京都部落問題研究資料センター通信 第41号

3

2015年10月25日



し
と
る
。
こ
の
非
国
民
野
郎
」
。
ま
た

し
て
も
あ
の
白
山
隊
長
の
ど
な
り
声
だ
。

こ
の
時
「
私
は
逃
げ
る
。
逃
げ
だ
す
の

だ
。
逃
げ
て
つ
か
ま
っ
た
ら
そ
の
時
は

そ
の
時
、
死
ね
ば
い
い
の
だ
」
（
四
〇
頁
）

と
、
逃
亡
を
決
意
し
た
の
だ
っ
た
。
と

い
う
の
も
、
起
床
か
ら
就
寝
ま
で
の
指

示
・
命
令
は
い
つ
も
白
山
隊
長
か
ら
番

号
で
指
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
彼
も
徴

用
者
で
日
本
語
が
で
き
る
ゆ
え
隊
長
に

任
命
さ
た
に
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
全
く

命
令
的
で
、
会
社
の
代
理
と
い
う
よ
り
、

会
社
の
犬
、
民
族
の
裏
切
者
と
し
て
皆

か
ら
憎
ま
れ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
従
順
に
従
っ
て
き
て
い
た

李
さ
ん
も
、
そ
の
彼
か
ら
「
非
国
民
」

だ
と
の
の
し
ら
れ
て
、
つ
い
に
爆
発
し

た
の
だ
っ
た
。
「
私
は
人
間
だ
。
鬼
は

こ
わ
い
の
だ
」
（
四
〇
頁
）
。
し
か
し
、

高
い
塀
に
か
こ
ま
れ
厳
重
な
監
視
の
中

で
、
自
分
を
と
り
も
ど
し
て
自
由
に
な

る
に
は
「
逃
亡
」
し
か
な
い
、
と
李
さ

ん
は
決
意
し
た
の
だ
っ
た
。
と
い
っ
て

も
、
い
か
に
逃
亡
す
れ
ば
い
い
の
か
分

ら
な
い
。
第
一
、
こ
の
炭
鉱
の
場
所
さ

え
知
ら
な
い
の
だ
。

炭
鉱
で

も
気
楽
で
自
由
を
感
じ
る

場
所
は
風
呂
場
で
、
ま
た
情
報
を
交
換

し
あ
う
所
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
、

逃
亡
先
は
軍
事
工
場
か
軍
関
係
の
飯
場

だ
と
聞
い
て
い
た
。
民
間
は
軍
に
は
手

出
し
で
き
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の

場
所
が
ど
こ
に
あ
る
か
も
知
ら
な
い
。

そ
れ
に
逃
亡
す
る
機
会
は
外
出
時
し
か

な
い
の
だ
が
、
李
さ
ん
は
こ
の
外
出
自

体
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
李
さ
ん

を
助
け
た
の
は
、
ま
た
し
て
も
あ
の
浦

さ
ん
だ
っ
た
。
一
一
月
の
終
わ
り
頃
、

白
山
隊
長
か
ら
事
務
所
に
来
る
よ
う
命

じ
ら
れ
た
。
「
さ
て
三
二
〇
番
、
お
前

職
場
の
責
任
者
か
ら
、
お
前
は
ま
じ
め

に
よ
く
働
く
、
よ
っ
て
給
料
を
上
げ
て

や
っ
て
ほ
し
い
と
の
上
申
書
が
き
て
い

る
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
の
い
き
さ
つ
は

全
部
帳
消
し
に
し
た
上
で
、
十
一
月
か

ら
給
料
を
十
円
上
げ
て
や
る
。
い
い
な
」
。

彼
は
力
が
抜
け
、
「
へ
な
へ
な
と
土
間

に
く
ず
れ
ま
し
た
」
（
八
八
頁
）
。
こ
れ

で
正
月
の
外
出
は
許
さ
れ
た
。
残
る
問

題
は
、
軍
需
工
場
や
軍
関
係
飯
場
が
ど

こ
に
あ
る
か
を
知
る
こ
と
だ
け
に
な
っ

た
。
李
さ
ん
は
何
を
思
っ
た
か
、
あ
の

浦
さ
ん
に
地
図
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
た

の
み
込
ん
だ
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
浦

さ
ん
は
翌
日
、
佐
賀
県
地
図
を
持
っ
て

き
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
「
こ
の
徳
須

恵
町
か
ら
ず
っ
と
北
の
方
の
唐
津
と
い

う
所
に
軍
港
が
あ
る
し
、
南
に
は
伊
万

里
と
い
う
港
が
あ
る
。
も
し
今
度
遊
び

に
出
る
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
ど
ち
ら
か

行
っ
て
み
る
と
い
い
。
唐
津
に
も
伊
万

里
に
も
男
子
だ
け
の
遊
び
場
が
あ
る
そ

う
だ
」
「
私
は
内
心
泣
き
た
い
ほ
ど
浦

さ
ん
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で

し
た
」
（
八
五
頁
）
。
唐
津
は
徳
須
恵
か

ら
わ
ず
か
直
線
距
離
で
一
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
程
し
か
な
い
。
こ
れ
で
逃
亡
の
条

件
は
す
べ
て
と
と
の
っ
た
わ
け
だ
。

李
さ
ん
は
浦
さ
ん
に
対
し
て
「
物
静

か
で
、
責
任
感
が
強
く
、
何
ご
と
に
も

あ
わ
て
な
い
、
心
の
中
に
骨
を
一
本
通

し
て
あ
る
よ
う
な
人
で
、
私
達
徴
用
人

を
あ
わ
れ
み
、
大
事
に
し
、
か
わ
い
が
っ

て
く
れ
ま
し
た
」
、
一
生
「
あ
り
が
と

う
」
（
六
四
頁
）
と
言
い
た
い
人
だ
、
と

述
べ
て
は
い
る
。
し
か
し
地
図
を
貸
す

こ
と
は
、
炭
鉱
追
放
ど
こ
ろ
か
監
獄
行

き
の
危
険
な
こ
と
で
、
「
あ
わ
れ
み
」

だ
け
で
は
説
明
が
つ
く
ま
い
。
彼
の
よ

う
な
人
物
が
戦
前
い
た
こ
と
自
体
が
驚

異
的
な
こ
と
で
、
あ
え
て
私
の
推
察
を

述
べ
て
お
き
た
い
。
浦
さ
ん
が
「
生
っ

粋
の
炭
鉱
夫
」
だ
っ
た
た
め
で
は
な
か
っ

た
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
炭
鉱
は
当
時
、

も
重
労
働
で
危
険
だ
と
い
わ
れ
、
忌

避
さ
れ
て
い
た
。
朝
鮮
に

も
近
く
、

か
つ
他
の
仕
事
よ
り
二
～
三
割
賃
金
が

多
か
っ
た
た
め
、
併
合
直
後
、
九
州
の

炭
鉱
で
朝
鮮
人
が
働
い
た
時
期
が
あ
っ

た
が
、
あ
ま
り
に
も
危
険
す
ぎ
る
と
、

そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
行
か
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
浦
さ
ん
は
五
二
才
の
初
老
、

事
情
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
一
生
そ
こ
で
働

き
ぬ
く
と
自
ら
納
得
し
、
働
き
、
結
婚

し
、
子
供
を
つ
く
り
、
そ
し
て
家
族
全

員
が
炭
鉱
で
働
く
、
誇
り
高
い
炭
鉱
夫

で
あ
っ
た
。
浦
さ
ん
に
と
っ
て
、
自
ら

の
経
験
か
ら
炭
鉱
と
い
う
場
所
は
、
そ

こ
で
働
き
ぬ
く
と
自
ら
納
得
し
・
決
意

し
た
者
し
か
勤
ま
ら
な
い
所
だ
。
決
し

て
連
行
さ
れ
、
強
制
的
に
働
か
さ
れ
る

場
所
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
不
当
な

こ
と
だ
し
（
逃
亡
し
て
も
当
然
）
、
も
し

労
働
を
強
要
さ
れ
れ
ば
、
逆
に
手
抜
き

が
ふ
え
、
爆
発
の
危
険
性
も
増
え
る
と

考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
待
ち
に
待
っ
た
一
九
四

五
年
の
正
月
の
外
出
と
な
っ
た
。
李
さ

ん
は
同
部
屋
の
二
人
と
唐
津
に
逃
亡
し
、

偶
然
に
芝
居
小
屋
に
出
か
け
る
朝
鮮
人

た
ち
と
出
会
っ
て
、
彼
ら
の
飯
場
に
連

れ
て
い
か
れ
た
。
白
い
ご
飯
に
お
か
ず
、

朝
鮮
人
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

キ
ム
チ
、
そ
し
て
飲
み
放
題
の
ド
ブ
ロ

ク
、
ま
さ
に
炭
鉱
の
食
事
と
は
天
地
の

違
い
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
名
前
と
年
令

が
変
え
ら
れ
、
「
奴
隷
」
か
ら
「
一
般

民
衆
に
」
返
っ
た
（
一
四
六
頁
）
。
仕
事

は
軍
徴
用
の
船
か
ら
の
荷
下
し
、
す
な

わ
ち
「
仲
仕
」
で
あ
っ
た
が
、
三
月
に
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荷
下
し
が
終
わ
っ
て
、
福
岡
県
津
屋
崎

の
飛
行
場
作
り
に
飯
場
が
変
わ
っ
た
。

そ
の
時
東
京
大
空
襲
の
う
わ
さ
が
流
れ
、

皆
が
不
安
に
陥
入
っ
た
。
李
さ
ん
は
仲

間
一
人
と
、
こ
の
飯
場
を
見
限
っ
て
多
々

良
に
移
っ
た
。
そ
の
理
由
を
「
死
ぬ
こ

と
が
恐
い
と
い
う
よ
り
、
生
き
る
こ
と

へ
の
執
着
の
方
が
よ
り
強
か
っ
た
」
（
一

五
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
は
多
々

良
の
軍
駐
屯
所
で
、
防
空
壕
堀
り
の
飯

場
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
こ
で
李
さ
ん
は
、
半
強

制
的
に
短
期
の
青
年
学
校
に
入
学
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
授
業
の
多
く
は
軍

事
教
練
だ
っ
た
。
「
お
前
達
十
人
よ
り

馬
一
匹
の
方
が
、
皇
国
の
た
め
に
役
立

つ
の
じ
ゃ
」
「
そ
こ
の
溝
へ
頭
を
つ
っ

込
ん
で
死
ん
で
し
ま
え
」
と
、
罵
倒
の

連
続
の
毎
日
だ
っ
た
。
人
を
人
間
と
し

て
取
り
扱
わ
な
い
所
が
軍
隊
だ
と
彼
は

嫌
悪
感
を
感
じ
、
絶
対
行
く
ま
い
と
決

意
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
教
練
に
対
し

て
李
さ
ん
は
、
「
よ
り
深
く
反
日
精
神

を
刻
み
込
ま
れ
る
結
果
」
（
一
五
七
頁
）

だ
け
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

四
週
間
の
訓
練
が
終
わ
っ
て
終
了
証
が

与
え
ら
れ
た
時
、
教
官
か
ら
軍
へ
の
志

願
を
勧
め
ら
れ
た
。
そ
の
場
は
何
と
か

言
い
逃
れ
た
た
も
の
の
、
青
年
学
校
終

了
の
証
は
今
後
、
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て

ま
わ
り
執
拗
に
入
隊
を
勧
め
ら
れ
る
に

違
い
な
い
（
そ
う
な
れ
ば
逃
亡
も
発
覚
）
。

時
間
稼
ぎ
で
も
い
い
、
と
も
か
く
「
可

能
な
か
ぎ
り
逃
げ
の
び
よ
う
」
（
一
五
八

頁
）
と
、
ま
た
の
逃
亡
と
な
っ
た
。

箱
崎
街
道
を
下
り
な
が
ら
松
林
が
続

く
道
に
入
る
と
、
巨
大
な
坊
さ
ん
の
像

が
現
れ
、
ブ
ツ
ブ
ツ
と
う
め
く
声
が
聞

え
て
き
た
。
寺
に
入
っ
て
み
る
と
、
数

珠
を
持
つ
老
婆
が
お
経
を
唱
え
な
が
ら
、

そ
の
仏
像
の
周
り
を
一
心
不
乱
に
回
っ

て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
仏
像
の
前
に

「
幼
児
が
足
を
投
げ
出
し
て
あ
た
り
に

目
を
キ
ョ
ロ
つ
か
せ
て
い
ま
し
た
。
や

せ
こ
け
て
目
の
ふ
ち
が
黒
ず
み
、
異
常

な
ほ
ど
腹
が
は
り
出
し
て
い
る
そ
の
子

は
、
誰
が
見
て
も
ひ
と
目
で
栄
養
失
調

だ
と
分
か
る
状
態
で
し
た
」
（
一
六
〇
頁
）
。

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
李
さ
ん
に
、

突
如
幼
い
頃
の
思
い
出
が
よ
み
が
え
っ

て
き
た
。
春
、
新
し
く
伸
び
て
き
た
松

の
小
枝
を
取
っ
て
、
葉
を
取
り
、
残
っ

た
幹
の
皮
を
む
い
て
口
に
は
ん
だ
思
い

出
だ
。
そ
の
経
験
の
な
い
私
も
や
っ
て

み
た
。
少
し
松
の
匂
い
と
渋
み
は
残
る

も
の
の
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
刺
激
と
な
っ

て
、
ほ
ろ
苦
甘
い
、
結
構
い
け
る
も
の

だ
っ
た
。
ま
ず
李
さ
ん
が
口
に
入
れ
て
、

残
り
一
本
を
幼
子
に
与
え
る
と
「
私
の

ま
ね
を
始
め
、
そ
の
味
を
感
じ
た
よ
う

で
目
に
活
気
が
戻
り
笑
顔
を
見
せ
た
の

で
す
。
私
は
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
胸
が
つ
ま
り
、
涙
が
あ
ふ
れ
て
仕

方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
生
涯

で
も
っ
と
も
悲
し
く
、
み
じ
め
さ
を
感

じ
た
思
い
出
深
い
で
き
ご
と
で
し
た
」

（
一
六
一
～
一
六
二
頁
）
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
時
李
さ
ん
は
初
め
て
、
戦
争
の
む

ご
さ
や
悲
惨
さ
を
知
っ
た
の
だ
。
そ
し

て
、
徹
底
し
た
「
反
戦
主
義
者
」
に
も

な
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
李
さ
ん

は
、
炭
鉱
で
の
食
事
や
待
遇
の
悪
さ
を
、

全
て
朝
鮮
人
の
徴
用
者
だ
か
ら
だ
と
ば

か
り
思
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
栄
養
失
調
の
幼
子
を
見
て
初
め
て
、

戦
争
と
は
戦
争
を
起
こ
し
た
側
の
民
衆
・

子
供
ま
で
を
も
不
幸
に
落
と
し
い
れ
る

恐
ろ
し
い
も
の
だ
、
と
思
い
知
ら
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
実
際
に
後
日
、
李
さ
ん

は
空
襲
直
後
の
福
岡
の
悲
惨
な
光
景
を

見
て
い
る
し
、
働
い
て
い
た
飛
行
場
で

も
空
襲
に
あ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
そ
れ
は
単
な
る
見
物
で
あ
り
、
心
に

響
く
も
の
は
な
い
」
（
一
七
八
頁
）
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

と
も
あ
れ
着
い
た
所
は
、
板
付
飛
行

場
の
飯
場
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
到
着
一

週
間
後
、
ま
た
し
て
も
青
年
学
校
の
募

集
役
が
来
た
の
で
あ
る
。
李
さ
ん
は
修

了
証
を
見
せ
て
入
学
を
逃
れ
は
し
た
も

の
の
、
軍
志
願
の
強
要
は
か
な
ら
ず
あ

る
と
考
え
て
、
飯
場
主
人
に
事
実
を
話

し
た
。
す
る
と
、
自
分
の
息
子
も
静
岡

の
山
中
に
隠
し
て
い
る
と
い
っ
て
、
紹

介
状
ま
で
も
書
い
て
く
れ
、
大
分
県
と

の
県
境
の
把
木
へ
の
再
度
の
逃
亡
と
な
っ

た
。
そ
の
飯
場
も
防
空
壕
堀
り
だ
っ
た
。

そ
こ
の
国
本
親
方
は
李
さ
ん
が
ま
だ
子

供
で
重
労
働
は
無
理
だ
と
、
作
業
進
行

の
集
計
係
り
と
い
う
「
厚
遇
」
ま
で
し

て
く
れ
た
。
内
心
は
逃
亡
が
バ
レ
は
し

な
い
か
心
配
し
て
い
た
が
、
外
見
は
き

わ
め
て
気
楽
な
日
々
を
送
っ
て
い
っ
た

（
後
日
に
分
っ
た
こ
と
だ
が
、
飯
場
の
朝
鮮

人
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
逃
亡
者
だ
っ
た
の
だ

が
）
。
そ
し
て
、
三
か
月
後
の
八
月
一
五

日
、
玉
音
放
送
を
聞
く
。
そ
の
後
檀
上

に
上
っ
た
軍
人
が
、
「
本
日
た
だ
今
よ

り
、
お
前
ら
は
自
由
で
あ
る
！
」
「
大

日
本
帝
国
は
た
だ
今
そ
れ
を
許
し
た
の

で
あ
る
！
」
「
今
後
は
お
前
ら
の
行
動

に
一
切
関
与
し
な
い
！
」
「
お
わ
り
！
」
。

こ
れ
で
前
巻
は
終
わ
っ
っ
て
い
る
。

さ
て
、
や
っ
と
こ
こ
か
ら
私
に
与
え

ら
れ
た
「
続

ア
ボ
ジ
が
こ
え
た
海
」
の

書
評
に
入
る
。
前
巻
の
出
版
直
後
、
李

さ
ん
の
娘
の
担
任
だ
っ
た
室
田
卓
雄
氏

が
敗
戦
か
ら
朝
鮮
戦
争
頃
ま
で
の
続
巻

の
執
筆
を
李
さ
ん
に
た
の
ん
だ
と
こ
ろ
、

快
諾
さ
れ
、
五
年
後
の
一
九
九
三
年
に
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原
稿
が
出
来
あ
が
っ
た
。
し
か
し
、
お

そ
ら
く
不
況
と
活
字
離
れ
で
出
版
社
が

み
つ
か
ず
、
二
二
年
後
の
今
年
の
三
月
、

よ
う
や
く
解
放
出
版
社
か
ら
の
刊
行
と

な
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
本
書
の
特
徴
と

し
て
、
敗
戦
日
の
四
日
前
か
ら
帰
国
の

た
め
博
多
に
到
着
し
た
間
の
わ
ず
か
一

三
日
間
の
証
言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

前
巻
で
全
く
触
れ
ず
、
李
さ
ん
に

も

影
響
を
与
え
た
中
川
さ
ん
と
の
会
話
を

通
じ
て
、
い
か
に
李
さ
ん
が
敗
戦
直
後

の
身
の
処
理
を
行
っ
た
か
と
い
う
内
容

が
そ
の
全
て
あ
る
。

杷
木
で
は
約
百
人
の
朝
鮮
人
が
三
つ

の
飯
場
に
分
か
れ
、
李
さ
ん
が
い
た
国

本
飯
場
も
朝
鮮
人
ば
か
り
だ
っ
た
が
、

中
川
さ
ん
（
三
三
才
）
と
い
う
異
様
な
日

本
人
が
一
人
だ
け
い
た
。
片
目
が
つ
ぶ

れ
、
不
気
味
な
顔
つ
き
だ
け
で
な
く
、

朝
鮮
人
の
大
半
が
徴
用
先
か
ら
の
逃
亡

者
で
あ
っ
た
た
め
、
皆
が
警
戒
し
て
忌

避
・
無
視
し
続
け
て
い
た
。
し
か
も
、

古
参
だ
っ
た
ば
か
り
か
、
国
本
親
方

と
も
仲
が
よ
か
っ
た
た
め
か
、
誰
一
人

文
句
も
い
え
な
い
ま
ま
月
日
を
送
っ
て

い
た
。
食
事
は
食
堂
で
全
員
立
っ
た
ま

ま
食
べ
た
が
、
中
川
さ
ん
だ
け
が
座
っ

て
食
べ
、
皆
が
部
屋
に
戻
っ
て
も
一
人

居
残
っ
て
ド
ブ
ロ
ク
を
飲
む
人
物
で
、

誰
も
彼
の
経
歴
を
知
る
者
は
い
な
か
っ

た
。
八
月
十
一
日
頃
の
こ
と
だ
っ
た
。

李
さ
ん
だ
け
食
事
が
遅
れ
、
偶
然
中
川

さ
ん
と
二
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
時
な
ん
と
李
さ
ん
は
中
川
さ
ん
に
、

何
故
片
目
に
な
っ
た
の
か
尋
ね
た
の
で

あ
る
。
ギ
ョ
ロ
ッ
と
片
眼
で
睨
ま
れ
た

が
、
や
は
り
彼
も
話
し
相
手
が
ほ
し
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
止
め
ど
な
く
滔
々
と
話

し
だ
し
た
。

名
古
屋
近
郊
の
百
姓
の
長
男
で
、
子

供
の
頃
柿
の
木
か
ら
落
ち
、
株
に
当
た
っ

て
片
目
を
失
っ
た
こ
と
。
二
十
に
な
っ

て
徴
兵
検
査
を
受
け
る
も
不
合
格
に
な
っ

て
家
を
出
た
。
大
の
大
人
が
ウ
ロ
ウ
ロ

し
て
い
た
ら
非
国
民
だ
と
い
わ
れ
て
、

親
だ
っ
て
困
る
。
そ
こ
で
家
を
出
て
一

年
目
に
国
本
親
方
と
出
あ
っ
て
以
降
、

彼
に
従
っ
て
今
日
に
至
っ
た
、
と
い
う

の
だ
。
家
出
の
時
に
日
本
人
を
捨
て
た

が
、
「
で
も
お
ま
え
達
よ
り
俺
の
方
が

立
場
か
ら
い
う
と
何
段
も
上
だ
」
。
す

な
わ
ち
、
「
お
ま
え
達
は
ほ
と
ん
ど
の

者
が
逃
げ
回
っ
て
い
る
と
い
う
身
の
上

だ
か
ら
だ
」
（
二
四
頁
）
。
「
で
も
俺
は

お
ま
え
達
が
う
ら
や
ま
し
い
と
思
っ
て

い
る
。
な
ぜ
か
。
自
分
を
賭
け
る
精
神

の
強
さ
が
う
ら
や
ま
し
い
ん
だ
。
俺
は

一
時
期
死
の
う
か
と
迷
っ
た
時
が
あ
っ

た
け
ど
、
朝
鮮
人
ば
か
り
の
飯
場
へ
入
っ

て
、
モ
タ
モ
タ
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ

ん
な
気
持
ち
を
ケ
ロ
ッ
と
忘
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
は
生
き
抜
く
こ
と
に
自
分
を

賭
け
て
い
る
お
ま
え
達
が
、
こ
の
潰
れ

た
片
目
に
焼
き
つ
い
て
し
ま
っ
た
か
ら

だ
」
（
二
五
頁
）
。

そ
れ
を
聞
い
た
李
さ
ん
は
、
驚
嘆
、

と
い
う
よ
り
強
烈
な
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。
弱
く
て
、
無
知
で
、
逃

げ
回
っ
て
い
る
俺
た
ち
朝
鮮
人
か
ら
生

き
抜
く
力
を
得
続
け
て
い
る
、
と
彼
が

い
う
か
ら
だ
。
こ
の
言
葉
に
感
激
し
た

李
さ
ん
は
、
「
こ
れ
は
私
の
お
ご
り
で

す
」
と
、
買
っ
て
き
た
ド
ブ
ロ
ク
を
差

し
出
し
て
ま
た
話
を
聞
く
。
見
た
こ
と

も
な
い
米
英
の
人
た
ち
を
「
鬼
畜
」
と

呼
ん
で
、
「
米
英
撃
滅
の
た
め
に
死
ぬ

こ
と
が
美
徳
で
あ
り
、
英
雄
と
奉
ら
れ

る
こ
と
に
己
の
人
生
を
賭
け
る
日
本
人

な
ん
か
に
俺
は
未
練
の
か
け
ら
も
ね
ぇ

い
」
（
二
六
頁
）
「
今
の
日
本
は
こ
の
ま

ま
だ
と
長
く
ね
ぇ
い
」
。
「
新
型
爆
弾

で
広
島
・
長
崎
が
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ

た
」
「
『
何
と
か
は
や
く
ケ
リ
』
つ
け

て
い
た
だ
き
て
ぇ
も
の
だ
」
（
二
八
頁
）

「
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
だ
」
（
二
九
頁
）
。

戦
争
嫌
い
の
李
さ
ん
に
と
っ
て
、
意
外

に
も
日
本
人
か
ら
愚
か
な
戦
争
で
、
し

か
も
近
い
将
来
負
け
る
に
ち
が
い
な
い
、

否
負
け
る
べ
き
だ
と
聞
か
さ
れ
て
驚
か

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
夜
は
眠

れ
ず
、
目
が
冴
え
る
ば
か
り
だ
っ
た
と

李
さ
ん
は
述
べ
て
い
る
。
「
や
っ
ぱ
り

こ
の
人
は
間
違
い
の
な
い
日
本
人
だ
」

（
三
〇
頁
）
、
「
二
、
三
年
こ
の
人
と
一

緒
に
世
間
修
業
し
た
ら
、
一
人
前
の
男

に
な
れ
る
と
思
っ
た
も
の
で
し
た
」
。

「
人
間
の
生
き
方
や
世
間
を
正
し
く
見

る
目
や
、
事
態
変
化
に
対
応
す
る
適
切

な
指
針
」
（
八
一
頁
）
を
も
ち
あ
わ
せ
、

権
威
、
権
力
を
「
惜
し
げ
な
く
根
こ
そ

ぎ
投
げ
捨
て
た
」
（
八
五
頁
）
、
「
私
の

生
涯
に
大
き
な
影
響
を
残
し
て
く
れ
た

人
」
（
六
三
頁
）
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
八
月
一
五
日
を
迎
え
る
。

お
そ
ら
く
天
皇
の
言
葉
は
聞
き
取
れ
な

い
か
ら
と
中
川
さ
ん
を
広
場
に
誘
う
の

だ
が
、
頑
と
し
て
彼
だ
け
は
出
な
か
っ

た
。
放
送
は
全
く
わ
か
ら
ず
、
檀
上
に

上
っ
た
軍
人
の
、
「
大
日
本
帝
国
は
、

た
だ
今
よ
り
、
お
ま
え
達
に
自
由
を
許

し
た
」
「
今
後
は
お
ま
え
達
の
こ
と
に

は
一
切
関
与
し
な
い
」
こ
の
「
自
由
を

許
し
た
」
と
い
う
「
一
言
だ
け
で
、
他

に
何
も
考
え
る
余
地
な
ど
な
く
、
そ
れ

こ
そ
有
頂
天
で
飛
び
跳
ね
た
も
の
で
し

た
」
（
四
五
頁
）
。
自
由
万
歳
を
叫
び
、

飲
み
、
叫
び
、
踊
り
、
そ
し
て
皆
が
酔

い
つ
ぶ
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
翌
日
の
昼
す
ぎ
に
皆
起
き
だ
し
た

が
、
「
昨
日
の
出
来
事
が
夢
の
よ
う
に
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頭
の
中
で
ゆ
ら
め
い
て
ば
か
り
で
」
、

そ
ろ
っ
て
「
う
つ
ろ
」
（
五
四
頁
）
な
顔

を
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
今
い
る
立

場
に
目
覚
め
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。

「
明
日
か
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
か
か
な
」
。

李
さ
ん
も
不
安
の
ま
ま
飯
場
に
入
る
と
、

な
ん
と
、
あ
の
中
川
さ
ん
が
皆
を
前
に

し
て
話
し
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

日
本
が
無
条
件
降
伏
し
、
従
っ
て
朝
鮮

人
は
自
由
に
な
っ
て
元
の
独
立
国
家
と

な
っ
た
こ
と
。
関
与
し
な
い
と
い
わ
れ

て
途
方
に
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
な

ん
と
か
な
る
。
一
刻
も
早
く
関
釜
連
絡

船
の
あ
る
下
関
に
行
っ
て
故
郷
に
帰
る

こ
と
な
ど
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
思
い
や

り
、
優
し
さ
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
言
葉
を

か
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。

す
ぐ
に
飯
場
全
員
の
話
し
合
い
が
始

ま
っ
た
。
全
員
帰
国
で
は
一
致
す
る
も

の
の
、
そ
れ
以
上
全
く
話
が
進
ま
な
か
っ

た
。
そ
し
て
一
番
多
か
っ
た
慶
尚
道
出

身
者
と
、
二
番
目
に
多
い
全
羅
道
出
身

者
と
の
地
域
の
感
情
的
対
立
に
な
っ
て

し
ま
う
（
実
は
こ
の
感
情
的
地
域
対
立
は
、

そ
れ
ま
で
何
回
と
な
く
起
こ
っ
て
い
た
）
。

次
に
同
じ
道
内
で
も
距
離
の
長
さ
で
対

立
と
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
と
ま
り
よ
う

が
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
関
釜
連

絡
船
途
絶
以
降
も
、
実
は
福
岡
か
ら
釜

山
へ
の
船
が
出
て
い
る
こ
と
を
全
員
が

知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
船
賃
百
円
が
無

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
酒
、
花
札
賭
博
、

遊
郭
で
使
い
果
た
し
、
親
方
に
前
借
り

し
て
い
る
者
さ
え
い
た
の
だ
っ
た
。
そ

の
翌
日
も
話
し
合
わ
れ
た
が
前
日
の
再

現
で
、
ま
ず
一
番
遠
い
黄
海
道
出
身
の

李
さ
ん
は
、
嫌
気
が
さ
し
て
話
し
合
い

か
ら
抜
け
た
（
彼
は
三
百
円
を
持
っ
て
い
た

が
）
。
三
日
目
に
は
、
李
さ
ん
の
故
郷
か

ら
も
山
越
え
で
行
け
る
三
八
線
の
す
ぐ

南
側
の
山
崎
さ
ん
と
、
黄
海
に
あ
る
島

の
出
身
の
梅
本
さ
ん
も
抜
け
出
て
し
ま
っ

た
。
結
局
話
し
合
い
は
何
一
つ
ま
と
ま

ら
ず
、
親
方
に
ま
か
す
こ
と
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
軍
と
親
方
た
ち
と
で
方
針

は
決
ま
っ
て
い
た
ら
し
く
、
全
員
帰
国
、

そ
の
方
法
は
自
分
の
自
由
意
思
で
、
飯

場
は
八
月
末
で
閉
鎖
、
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。そ

し
て
、
そ
の
翌
日
か
ら
同
じ
村
の

二
～
三
人
が
連
れ
だ
っ
て
次
々
と
飯
場

を
離
れ
て
行
き
、
結
局
三
人
だ
け
が
取

り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
は
共
に

行
動
す
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
具

体
的
な
方
法
は
分
か
ら
ず
、
ま
た
中
川

さ
ん
と
の
話
し
合
い
と
な
っ
た
。
李
さ

ん
は
二
度
程
話
を
し
て
い
た
が
、
あ
と

の
二
人
は
初
め
て
の
会
話
で
あ
っ
た
。

ま
ず
梅
本
さ
ん
が
泣
き
な
が
ら
い
う
。

「
朝
鮮
バ
カ
と
た
た
く
ね
、
蹴
る
ね
、

辛
抱
た
ま
ら
ん
、
逃
げ
た
ね
」
（
７
９
頁
）
。

片
目
の
た
め
に
人
か
ら
蔑
ま
さ
れ
て
き

た
中
川
さ
ん
は
「
全
く
情
け
な
い
」
こ

と
だ
と
応
じ
な
が
ら
、
「
俺
は
思
う
ん

だ
。
み
ん
な
そ
の
恨
み
、
日
本
と
の
く

さ
れ
縁
、
も
う
断
ち
切
れ
た
ん
だ
か
ら

故
郷
に
戻
っ
た
ら
、
今
度
こ
そ
自
分
の

た
め
に
家
族
の
た
め
に
思
い
っ
き
り
踏

ん
張
れ
る
。
そ
れ
が
自
分
達
の
国
の
た

め
に
も
な
る
わ
さ
。
そ
れ
が
ま
た
、
日

本
を
、
い
や
日
本
人
を
見
返
し
、
恨
み

つ
ら
み
を
思
い
し
ら
せ
る
、
と
い
う
こ

と
に
つ
な
が
る
と
思
う
ん
だ
わ
」
（
八
〇

頁
）
と
言
葉
を
返
し
た
。
「
仕
方
な
い
ね
」

「
な
ん
が
か
ん
だ
と
言
う
て
も
今
が
大

事
ね
」
（
八
〇
頁
）
と
梅
本
さ
ん
も
答
え

る
。
そ
の
時
の
「
今
が
大
事
」
と
い
う

言
葉
が
「
後
年
、
私
の
生
き
方
に
随
分

と
役
に
立
ち
、
ま
た
落
ち
込
ん
だ
時
の

奮
発
の
発
奮
剤
と
も
な
っ
た
も
の
で
す
」

（
八
一
頁
）
と
李
さ
ん
は
述
べ
て
い
る
。

帰
国
す
る
こ
と
、
ま
ず
そ
の
た
め
に
船

が
あ
る
博
多
に
、
と
中
川
さ
ん
に
促
さ

れ
て
そ
の
翌
日
の
八
月
の
二
三
日
、
中

川
さ
ん
と
の
涙
の
別
れ
と
な
っ
た
。
彼

の
片
目
に
も
涙
が
溢
れ
て
い
た
。

昼
過
ぎ
三
人
は
博
多
に
着
き
、
そ
し

て
驚
い
た
。
待
合
室
や
駅
前
広
場
が
人

の
群
れ
で
満
ち
溢
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

軍
服
姿
で
骨
を
剥
き
出
し
に
し
た
顔
で
、

目
だ
け
ギ
ョ
ロ
つ
か
せ
「
ま
る
で
浮
浪

者
の
群
れ
が
獲
物
を
追
い
求
め
る
」
（
八

六
頁
）
人
の
群
れ
が
広
が
っ
て
い
た
の
だ
っ

た
。
そ
れ
は
九
州
各
地
で
敗
戦
を
迎
え
、

故
郷
に
帰
ろ
う
と
す
る
も
汽
車
が
な
く
、

博
多
に
留
ま
っ
て
い
る
軍
人
の
群
れ
だ
っ

た
。
三
人
は
何
と
か
そ
の
人
ご
み
を
分

け
、
築
港
専
用
の
道
路
に
た
ど
り
つ
く

が
、
今
度
は
朝
鮮
人
の
群
れ
に
出
会
っ

た
。
そ
の
数
を
数
万
人
と
李
さ
ん
は
述

べ
て
い
る
。
必
死
で
約
五
〇
〇
メ
ー
ト

ル
程
人
を
押
し
分
け
、
や
っ
と
船
の
待

合
室
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
の
前
に
荒

縄
が
張
ら
れ
、
三
、
四
人
の
朝
鮮
人
青

年
が
立
ち
は
だ
か
り
「
こ
れ
以
上
は
中

へ
入
れ
な
い
、
戻
っ
て
下
さ
い
」
「
見

て
の
通
り
、
先
に
来
た
者
か
ら
順
番
に

乗
船
す
る
よ
う
に
番
号
札
を
配
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
現
在
一
万
人
ぐ
ら
い
し

か
配
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
上
の
人

は
乗
船
口
に
近
い
人
か
ら
順
番
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
出
来
る
だ
け

船
着
場
に
近
い
所
へ
場
所
を
取
っ
て
く

だ
さ
い
。
乗
船
は
一
日
三
百
人
、
船
賃

は
百
円
、
十
八
日
か
ら
船
が
動
い
て
い

て
、
今
ま
で
二
千
人
ほ
ど
帰
国
し
ま
し

た
。
少
し
で
も
早
く
場
所
取
り
し
て
く

だ
さ
い
！
」
（
九
七
頁
）
。
振
り
返
る
と
、

座
り
こ
ん
で
場
所
を
取
っ
て
い
る
人
で

い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
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結
論
づ
け
た
の
は
、
ひ
と
月
の
三
十
日

間
休
み
な
く
船
が
動
い
た
と
し
て
約
一

万
人
し
か
減
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の

ま
ま
だ
と
私
達
は
故
郷
に
帰
れ
る
の
は

二
年
か
三
年
後
と
い
う
、
気
が
遠
く
な

る
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。
私
の
持
ち
金

と
い
っ
た
ら
、
三
百
円
ち
ょ
っ
と
し
か

な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
身
震
い
す
る

ほ
ど
心
細
く
先
が
思
い
や
ら
れ
る
ば
か

り
で
し
た
」
（
九
七
頁
）
。
と
も
あ
れ
今

夜
の
寝
ぐ
ら
を
と
、
来
る
途
中
で
見
た

馬
小
屋
に
向
か
っ
た
。

こ
れ
で
本
文
は
終
わ
り
で
あ
る
。
い

う
な
ら
ば
、
前
巻
で
全
く
触
れ
ら
れ
な

か
っ
た
中
川
さ
ん
と
の
対
話
が
本
書
の

大
半
を
占
め
て
い
た
が
、
戦
前
日
本
の

庶
民
の
中
で
、
中
川
氏
の
よ
う
な
人
物

が
い
た
と
は
本
当
に
驚
く
べ
き
こ
と
が

ら
で
、
私
は
感
動
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
保
守
化
し
て
い
っ
て
い
る
今

日
、
ぜ
ひ
と
も
一
読
し
て
ほ
し
い
本
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
人
と
人
と

の
関
係
や
民
族
間
の
友
好
関
係
を
作
り

上
げ
る
に
は
、
「
相
互
平
等
」
が
原
則

だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
抽
象
的

な
一
般
論
で
、
「
学
び
あ
う
」
こ
と
こ

そ
が
、
そ
の
根
底
に
据
え
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
こ
の
本
か
ら

強
く
教
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

余
談
だ
が
、
関
釜
連
絡
船
途
絶
後
に

も
博
多
か
ら
船
が
出
て
い
た
と
は
全
く

知
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
敗
戦
直

後
の
八
月
一
八
日
か
ら
帰
国
が
早
く
も

始
ま
っ
て
い
た
と
は
驚
き
で
あ
っ
た
。

三
百
人
乗
れ
る
と
な
る
と
相
当
大
き
な

船
で
、
し
か
も
朝
鮮
人
団
体
も
参
与
し

て
い
る
ら
し
い
。
政
府
の
帰
還
事
業
は

一
九
四
六
年
四
月
か
ら
で
あ
っ
た
は
ず

だ
。
す
る
と
そ
れ
ま
で
、
ど
の
会
社
や

団
体
が
運
航
し
、
そ
の
期
間
は
い
つ
ま

で
、
そ
し
て
何
名
程
が
帰
国
し
て
い
た

の
か
、
ぜ
ひ
と
も
研
究
者
に
明
ら
か
に

し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
（
釜
山
か
ら
は

日
本
人
が
乗
船
し
て
帰
国
し
て
い
た
は
ず
）
。

さ
て
、
本
書
は
、

Ⅰ
・
Ⅱ
章
が
本
文
で
、
今
見
て
き
た

内
容Ⅲ

章
が
、
前
巻
の
要
約
文
（
東
和
新
聞

連
載
）

Ⅳ
章
が
、
講
演
会
の
講
演
（
比
較
的
短

文
）Ⅴ

章
が
、
指
紋
押
捺
拒
否
の
裁
判
で

の
李
さ
ん
の
証
言

以
上
の
章
か
ら
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
戦
後
の
李
さ
ん
の
生
き

様
や
、
彼
の
思
い
な
ど
は
全
く
語
ら
れ

て
い
な
い
。
裁
判
所
の
証
言
か
ら
、
戦

後
五
年
間
を
闇
市
、
一
〇
年
間
は
土
木

作
業
、
そ
し
て
大
阪
に
来
て
か
ら
は
古

物
商
、
と
職
歴
は
分
る
が
、
朝
鮮
戦
争

頃
ま
で
書
く
と
い
う
約
束
と
異
な
っ
て
、

博
多
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
残
念
だ
。

少
な
く
と
も
、
ど
う
し
て
日
本
に
残
り
、

何
を
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ

け
は
書
い
て
ほ
し
か
っ
た
。

裁
判
所
の
証
言
の
中
で
、
一
九
四
六

年
か
ら
の
政
府
に
よ
る
帰
還
事
業
を
知

ら
ず
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
残
っ
て
し
ま
っ

た
（
一
七
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
実
際
、
前
巻
で

「
敗
戦
後
四
十
年
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と

思
え
ば
た
や
す
い
こ
と
で
し
た
。
し
か

し
故
郷
に
帰
る
意
志
も
南
部
の
韓
国
に

足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
も
、
私
そ
の
も

の
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
民
族
同

士
の
戦
争
に
何
も
で
き
な
か
っ
た
弱
さ

を
か
か
え
て
行
く
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
の
で
す
」
（
前
巻
一
七
五
頁
）
と
、
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
ろ
う
。
実
は

こ
の
三
行
だ
け
が
、
戦
後
の
李
さ
ん
の

思
い
を
語
っ
た
唯
一
の
文
章
な
の
だ
が
、

こ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
の
北
朝
鮮
帰
還

事
業
で
李
さ
ん
が
、
故
郷
に
帰
ら
な
か
っ

た
一
つ
の
理
由
に
は
な
ろ
う
が
、
敗
戦

直
後
、
何
故
帰
国
し
な
か
っ
た
か
の
理

由
に
は
な
ら
な
い
。

た
だ
、
気
に
な
る
の
は
、
「
民
族
同

士
の
戦
争
に
何
も
で
き
な
か
っ
た
弱
さ
」

と
い
う
部
分
だ
。
「
戦
争
に
何
か
を
し

た
の
だ
が
、
何
も
出
来
な
か
っ
た
」
と

い
う
李
さ
ん
の
「
思
い
」
だ
と
私
に
は

思
え
て
仕
方
な
い
。
浦
さ
ん
や
中
川
さ

ん
か
ら
、
あ
れ
程
影
響
を
受
け
た
李
さ

ん
と
も
あ
ろ
う
人
が
、
闇
市
で
金
儲
け

ば
か
り
に
没
頭
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
だ
。
博
多
で
船
の
番
号
札
を
配
っ

て
い
る
朝
鮮
人
が
い
た
よ
う
に
、
敗
戦

と
同
時
に
、
帰
国
や
子
弟
へ
の
母
国
語

教
育
な
ど
、
各
種
の
団
体
が
日
本
各
地

で
次
々
に
自
主
的
に
作
ら
れ
、
そ
れ
ら

が
「
在
日
朝
鮮
人
連
盟
」
に
結
集
し
て

い
く
。
そ
し
て
南
北
朝
鮮
で
政
権
が
作

ら
れ
た
頃
、
弾
圧
さ
れ
解
散
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
う
が
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る

と
、
今
度
は
「
在
日
朝
鮮
統
一
民
主
戦

線
」
を
結
成
し
て
、
過
激
な
反
戦
運
動

を
展
開
し
て
い
っ
た
。
李
さ
ん
が
こ
れ

ら
の
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
か
は
断
定

で
き
な
い
。
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
運
動
の
証
言
が
極
め
て
少
な
く
、

ま
た
概
説
以
上
の
具
体
的
な
研
究
も
進

ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
李

さ
ん
が
も
し
関
わ
っ
て
い
て
、
こ
の
著

書
に
そ
の
証
言
が
加
わ
っ
て
い
た
な
ら

ば
、
本
書
は
ま
さ
に
歴
史
的
名
著
に
な
っ

た
、
と
私
に
は
思
え
て
し
か
た
な
い
。

（
解
放
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
一
七

〇
〇
円
）
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久澤麻理子

回顧 教科書無償運動 10 教科書を使った授業の開始 村

越良子，吉田文茂

部落解放研究 201（部落解放・人権研究所刊，2014.10）：

2,000円

特集 障害者差別解消法の課題と可能性

障害者権利条約から見た障害者差別解消法の意義と課題

山崎公士／障害者差別解消法の実施に向けた取り組み

崔栄繁／障害者差別解消法とインクルーシブ教育 大谷

恭子／障害者差別解消法と精神障害者に対する強制医療

池原毅和／障害者差別解消推進法と自治体における課

題、条例づくりの動向 尾上浩二／改正障害者雇用促進

法に基づく差別禁止 浅倉むつ子

包摂型地域社会のあり方を考える―被差別部落と生活困

窮者支援 福原宏幸

江戸後期における皮革の流通―『筑前国革座記録』を中

心として 上田武司

自治体が展開する国際理解教育としてのスタディツアー

の意義―ホストとゲストの関係構築のための「フォーラ

ム型スタディツアー」 友永雄吾

部落解放研究 202（部落解放・人権研究所刊，2015.3）：

2,000円

特集 第20回全国部落史研究大会～シンポジウム「被差

別部落の多様性―全国部落史研究会20年」

記念講演 京都天部村からの報告―ふるさと"あまへ"の

街おこし 辻ミチ子

シンポジウム 1 近世被差別部落の多様性

南奥の近世被差別民の多様性と関係性 「穢多」・「癩

人」・「非人」から見る 横山陽子／近世関東の「賤民」

集団のあり方・特徴 長吏・かわた集団を中心に 藤沢靖

介／紀伊国の近世被差別民 藤井寿一／近世九州の被差

別民―さまざまな地域、さまざまなありよう 中村久子

シンポジウム 2 近世・近代移行期における被差別部落

の多様性

近世・近代移行期の大和国（奈良県）の被差別民―「解

放令」をめぐって 吉田栄治郎／広島における「解放令」

前後の被差別民をめぐる変化と周辺地域 割石忠典／福

岡における「賤民廃止令」をめぐる被差別部落の動向と

地域社会 竹森健二郎

明宗時代に起こった林巨正の乱の性格 韓嬉淑

林巨正（イムコクチョン）の乱とは？ 髙正子

書評 『民族の創出―まつろわぬ人々、隠された多様性』

（岡本雅享著） 窪誠

部落問題研究 212（部落問題研究所刊，2015.6）：1,0

58円

教育内容は誰がどのように決定するのか―国際教育権法

理にみる教育的価値（人格の発達）と基準化― 八木英

二

近世都市大坂の町代について―道修町三丁目を対象とし

て― 呉偉華

「近江村」小史 部落改善北海道移住の一事例 藪博史

部落問題研究 213（部落問題研究所刊，2015.8）：2,0

83円

第52回部落問題研究者全国集会報告

全体会

大学生の原発・「慰安婦」問題の学び―ゼミでのフィー

ルドワークを中心に― 石川康宏／若者の現在をどう見

るか―石川ゼミの活動に触発されて― 上野輝将／いま

こそ「慰安婦」の授業を 平井美津子

歴史1分科会 テーマ 地方城下町の多様な身分変化と非

人・乞食

城下町の賑わい・没落と卑賤視―物売りと物貰い― 藤

本清二郎／＜都市下層社会＞から考える地方城下町 森

下徹

歴史2分科会 テーマ 日本近現代における福祉問題の歴

史的検討

近代日本の福祉問題の歴史的特質―事例研究（戦間期に

おける名古屋市及びその近郊と大阪市）から現代への連

続と断絶を考える― 大杉由香／2000年以降における福

祉課題の諸相―「行旅死亡人」を通して― 鈴木忠義

現状分析・理論分科会 テーマ 同和行政終結と今日の課

題を考える

同和行政の終結と「人権同和」の不公正の一掃のたたか

い―三重県松阪市を中心に― 久松倫生／貧困の世代連

鎖の実態と支援・克服の課題―沖縄県都市部における事

例を通して― 黒川奈緒，池田さおり，荻原園子

教育分科会 テーマ 「教育改革」の検討

安倍政権の「教育再生」政策と教科書問題 俵義文

思想・文化分科会 テーマ 百田尚樹作『永遠の０』を検

証する

『永遠のゼロ』―小説を検証する 秦重雄／映画『永遠

の０』（2013年東宝）を検証する 家長知史

水と村の歴史 信州農村開発史研究所紀要 28号（信

州農村開発史研究所刊，2015.3）

稲穂波うつ―市川五郎兵衛物語― 永藤凱緒

史料紹介 「松本一件」関係史料（補遺二） 松本人権推

進古文書研究会

密教学 51（種智院大学密教学会刊，2015.3）

近世真宗差別問題史料（番外編の1）―長御殿「天保十

四癸卯年二月ゟ従公儀被仰渡之義ニ付御寺法御取締被仰

出諸事取計留帳」― 左右田昌幸

ライブラリー・リソース・ガイド 11（アカデミック・

リソース・ガイド刊，2015.6）：2,500円

貧困から図書館について考える 伊達文

リベラシオン 159（福岡県人権研究所刊，2015.8）：1,

000円

特集 敗戦から70年

提言 九州の部落史研究の成果と今後の展望 中村久子

久留米藩惣長吏頭について一考察 ―藤川家に残る墓碑

を中心に― 堀田秀茂

高野山と被差別民 矢野治世美

障害者差別解消法・改正障害者雇用促進法と合理的配慮

について 北野誠一

父ありてこそ―ハンセン病の父を語る― 1 林力
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近代における月経観と女性の身体認識 馬場まみ

＜結婚＞をめぐる抗争―同性間パートナーシップの法的

保護と可視化戦略の陥穽― 堀江有里

「合理的配慮」概念の理解をめぐる試論～人権教育の観

点から～ 松波めぐみ

月刊地域と人権 375（全国地域人権運動総連合刊，20

15.7）

身分制・部落問題の教科書記述と学習のすすめ方 3 小

牧薫

月刊地域と人権 376（全国地域人権運動総連合刊，20

15.8）

身分制・部落問題の教科書記述と学習のすすめ方 4 小

牧薫

水平社宣言「ユネスコ記憶遺産」登録の動き

月刊地域と人権 377（全国地域人権運動総連合刊，20

15.9）

身分制・部落問題の教科書記述と学習のすすめ方 5 小

牧薫

であい 639（全国人権教育研究協議会刊，2015.6）：1

60円

人権文化を拓く 211 傍観者になってはいまいか 林田七

恵

であい 640（全国人権教育研究協議会刊，2015.7）：1

60円

人権文化を拓く 212 戦争の対極にあるもの、それは人

権社会である 矢野宏

であい 641（全国人権教育研究協議会刊，2015.8）：1

60円

人権文化を拓く 213 いい加減にしてくれ 横山隆晴

ノートル・クリティーク 歴史と批評 8号（ノート

ル・クリティーク編集委員会刊，2015.5）：1,000円

「水道史」の試み～『京都市水道百年史』編纂と琵琶湖

疏水記念館～ 白川哲夫

はらっぱ 364（子ども情報研究センター刊，2015.8）

特集 沖縄でおきていること

はらっぱ 365（子ども情報研究センター刊，2015.9）

特集 子どもとスマホ～LINEについて考えた。

ヒューマンJournal 213（自由同和会中央本部刊，201

5.6）：500円

部落解放運動40年を振り返って 16 部落民のアイデンティ

ティ 灘本昌久

ヒューマンライツ 328（部落解放・人権研究所刊，20

15.7）：500円

特集 困難を抱える人への「支援」とは

各地の人権研究所の取り組み 特別編 ムラの文化を再評

価する 芝原生活文化研究所 辻本一英

被差別部落の歴史 近現代編 7 解放か融和か 黒川みど

り

ヒューマンライツ 329（部落解放・人権研究所刊，20

15.8）：500円

特集 戦後七〇年―憲法、平和を考える

被差別部落の歴史 近現代編 8 「国民一体」とその矛盾

黒川みどり

ヒューマンライツ 330（部落解放・人権研究所刊，20

15.9）：540円

特集 第40回部落解放・人権西日本夏期講座

被差別部落の歴史 近現代編 9 戦後改革と部落解放運動

の再出発 黒川みどり

走りながら考える 169 「同対審」答申と日本国憲法―

今も残されている 重要課題― 北口末広

ひゅーまんらいと 355（部落解放・人権政策確立要求

京都府実行委員会刊，2015.9）

京都人権文化講座 「京都朝鮮学校襲撃事件―心に傷、

差別の罪、その回復の歩み―」 朴貞任さん

ひょうご部落解放 156（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2015.3）：700円

部落解放研究第35回兵庫県集会報告書

記念講演 共生する作法 内田樹

ひょうご部落解放 157（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2015.6）：700円

特集 「兵庫県被差別部落女性の実態調査」を見直す

被差別部落の子づれシングル女性の実態を捉える―兵庫

県被差別部落女性の実態調査より― 神原文子／『兵庫

県被差別部落女性の実態調査』再集計から 「教育」と

「労働」を通してみる兵庫の女性4代記 阿久澤麻理子／

「被差別部落女性の実態調査」再分析 提示された部落

解放運動の課題 熊本理抄

皮革の社会史 2 アジアの革づくりの人々―客家とムス

リムたちの「金の扉」 西村祐子

数字から見る人権課題 5 今月の数字 196,639件 石元清

英

兵庫県の外国人生徒の特別枠高校入試 辻本久夫

部落解放 712（解放出版社刊，2015.7）：1,000円

第41回部落解放文学賞

部落解放 713（解放出版社刊，2015.8）：600円

特集 若者と社会を結ぶオルタナティブな教育活動

本の紹介 荒牧邦三著『ルポ くまもとの被差別部落』

花田昌宣

単身高齢化が進むあいりん地区の福祉 1 生活困窮者の

住まい 白波瀬達也

社会的条件不利とともに学ぶ若者を支える通信制高校 1

公立・私立学校編 阿久澤麻理子

回顧 教科書無償運動 9 高知市教委総辞職の波紋 村越

良子，吉田文茂

部落解放 714（解放出版社刊，2015.9）：600円

特集 「同対審」答申50年

本の紹介

奥田均著『「同対審」答申を読む』 稲積謙次郎／世界

人権問題研究センター編『職能民へのまなざし』 長谷

川賢二

単身高齢化が進むあいりん地区の福祉 2 社会的孤立と

孤独死 白波瀬達也

社会的条件不利とともに学ぶ若者を支える通信制高校 2

広域通信制高校と「サテライト教育施設」を考える 阿
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シリーズ「解放教育」継承への扉 43 学力格差の背景に

あったもの 1―保護者と確かめたい 外川正明

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「住所 本籍地 ※必ず記入」 吉成タダシ

かわとはきもの 172（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2015.6）

靴の歴史散歩 117 稲川實

皮革関連統計資料

グローブ 82（世界人権問題研究センター刊，2015.7）

紫竹の生業 西山剛

誰が家事という「労働」を担うのか 斧出節子

共同研究の可能性 小林丈広

国際人権ひろば 122（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2015.7）：350円

特集 国連人権教育世界プログラムと日本の課題

国際人権ひろば 123（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2015.9）：350円

特集 今こそ、平和と人権を考える

試行社通信 346（八木晃介刊，2015.8）

同対審答申50年

週刊京都民報 2697号（京都民報社刊，2015.7.26）：

160円

書評 『近代日本の都市社会政策とマイノリティ 歴史都

市の社会史』（杉本弘幸著） 生駒佳也

振興会通信 122（同和教育振興会刊，2015.5）

御同朋の視座 狭山事件について 藤澤正徳

御同朋の教学 55 第一連区布教使研修会差別発言事件か

ら 1 麻田秀潤

同朋運動史の窓 28 左右田昌幸

振興会通信 123（同和教育振興会刊，2015.7）

御同朋の教学 56 第一連区布教使研修会差別発言事件か

ら 2 麻田秀潤

同朋運動史の窓 29 左右田昌幸

人権と部落問題 873（部落問題研究所刊，2015.7）：

600円

特集 教科書改悪とのたたかい

本棚 小原亨著『どん底に脈うつ意気地 西鶴と近世文芸

がとらえた賤民たち』 森田雅也

文芸の散歩道 酒井眞右と雑誌『部落』・『日本部落冬

物語』―「未解放部落」と呼ばれた時代の生活詩人―

桑原律

人権と部落問題 874（部落問題研究所刊，2015.8）：

600円

特集 戦後70年と人権

軍国主義から戦後民主主義への歴史的転換とその逆流

山田敬男／女性の人権は発展したのか 石田法子／沖縄

が問う戦後民主主義―米軍占領、復帰、普天間、憲法―

前泊博盛／被爆者として受け継いでほしいこと―ヒロ

シマ・ナガサキ70年に― 吉田一人／部落問題の解決過

程と到達点 丹波正史

書評 『部落問題解決過程の研究 第4巻 資料篇Ⅱ』 梅

本哲世

本棚 長野洋子歌集 『ハイヒール』を読む 長野晃

文芸の散歩道 夏目漱石作『吾輩は猫である』における

警視庁の探偵について 水川隆夫

人権と部落問題 875（部落問題研究所刊，2015.9）：

600円

特集 道徳の「特別教科」化の検証

論説 中学校新教科書の身分制・部落問題記述 小牧薫

文芸の散歩道 『新生』『処女地』そして『人形の家』

川端俊英

人権と部落問題 876（部落問題研究所刊，2015.9）：

1,100円

特集 現代の貧困を考える

追悼 鈴木良先生

明日を担って全力を傾注された良さん 井口和起／教え

子からの弔辞 乾好伸，乾みや子／良さん 長いあいだあ

りがとう―六十余年間の交誼をふり返る―山田稔

人権と部落問題をめぐる主な動き（2014年4月～2015年3

月）

2014年度部落問題研究所定期誌総目次

2014年度部落問題研究所刊行・文献目録

じんけん ぶんか まちづくり 48号（とよなか人権文

化まちづくり協会刊，2015.7）

「同対審答申」50年に寄せて 佐佐木寛治

報告 2015年連続講座「部落問題を照射する」 東北・震

災・差別～部落問題を多元的に考える～ 赤坂憲雄さん

季刊人権問題 380（兵庫人権問題研究所刊，2015.7）：

700円

八鹿高校事件の真実を改めて世に問う 18 全国から八鹿

へ 3 八鹿高校事件から学んだこと（上） 小林軍治

季刊「人権問題」の総目次（第37号～第40号）

信州農村開発史研究所報 132号（信州農村開発史研

究所刊，2015.6）

松田健一理事追悼特集

松田事務局長を悼む 成澤一成／松田さんの思いを 斎藤

洋一

世界人権問題研究センター研究紀要 20号（世界人

権問題研究センター刊，2015.7）：2,500円

安保理決議1325号国別行動計画の実施を通じた成果と課

題―フィリピンの経験から― 三輪敦子

欧州人権条約の領域外適用―バンコビッチ事件受理可能

性決定の再検討― 杉木志帆

水平運動と融和運動の競合―「御大礼記念・全国融和団

体連合大会」（1928年）の背景― 手島一雄

部落問題と差別規制の課題に関する予備的考察―ヘイト・

スピーチを中心に― 山本崇記

朝鮮人学校の「完全閉鎖」をめぐる攻防（1949～51年）

―愛知第六朝連小学校（宝飯郡小坂井町）の事例から―

松下佳弘

「満洲国」の宗教政策と朝鮮キリスト教運動 田中隆一

70年代イタリア・フェミニズムにおける家事労働賃金要

求運動―「労働」の定義をめぐる闘いとその「消去」―

伊田久美子

2015年10月25日
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2015年10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://shiryo.su ish inkyoukai.jp/

□開室日時 月曜日～金曜日 第２・４土曜日 10時～17時（祝日・木曜（月2回）・年末年始は休みます）

□交通機関 市営地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅（京都駅より約10分）下車 北へ徒歩５分

事務局よりお知らせ

◇今年度後半期の部落史連続講座の日程が決まりました。ぜひ、ふるってご参加ください。
◇2013・2014年度部落史連続講座講演録の残部が少なくなりました。ご希望の方はメール・FAXでご連絡
ください。

IMADR通信 183（反差別国際運動日本委員会刊，2015.8）：

500円

特集 反差別国際運動の挑戦

ウィングスきょうと 129（京都市男女共同参画推進協

会刊，2015.8）

図書情報室新刊案内

『問いからはじめる家族社会学―多様化する家族の包摂

に向けて―』（岩間暁子，大和礼子，田間泰子著）／

『LGBT問題と教育現場―いま、わたしたちにできること

―』（金井景子，藥師実芳，杉山文野著）

解放新聞 2721（解放新聞社刊，2015.7.6）：90円

今週の1冊 金時鐘著『朝鮮と日本に生きる 済州島から

猪飼野へ』

解放新聞 2722（解放新聞社刊，2015.7.13）：90円

ぶらくを読む 96 「従軍慰安婦問題」にあらわれた性

「賤業差別」 湧水野亮輔

解放新聞 2723（解放新聞社刊，2015.7.20）：80円

ノンフィクションからの警鐘 9 塩崎賢明著『復興＜災

害＞―阪神・淡路大震災と東日本大震災』 音谷健郎

解放新聞 2725（解放新聞社刊，2015.8.3）：90円

今週の1冊 『フォト・ストーリー 沖縄の70年』（石川

文洋著）

解放新聞 2727（解放新聞社刊，2015.8.24）：90円

ノンフィクションからの警鐘 10 松島泰勝著『琉球独立

論』 音谷健郎

解放新聞アーカイブズ ジラード事件（群馬県） 1

今週の1冊 『「同対審」答申を読む』奥田均著

解放新聞 2728（解放新聞社刊，2015.8.31）：90円

今週の1冊 『国家のエゴ』佐藤優

解放新聞 2729（解放新聞社刊，2015.9.7）：90円

ぶらくを読む 97 性産業・性労働の現況をルポする 湧

水野亮輔

解放新聞 2730（解放新聞社刊，2015.9.14）：90円

解放新聞アーカイブズ ジラード事件（群馬県） 2

今週の1冊 『カワサキ・キッド』東山紀之著

解放新聞改進版 466号（部落解放同盟改進支部刊，20

15.7）

『京都市同和教育方針』50年を迎えて 11

解放新聞改進版 467号（部落解放同盟改進支部刊，20

15.8）

「同和対策審議会」答申 50年を迎えた今日の部落 1

解放新聞京都版 1028号（解放新聞社京都支局刊，201

5.9.1）：70円

本の紹介 『原民喜戦後全小説』

解放新聞奈良県版 1024（解放新聞社奈良支局刊，201

5.7）：50円

伊藤書記長提起 「両側から超える」部落解放運動をす

すめるために 1

地域社会（共同体）論から考える「両側から超える」

奥本武裕

解放新聞奈良県版 1025（解放新聞社奈良支局刊，201

5.7.25）：50円

伊藤書記長提起 「両側から超える」部落解放運動をす

すめるために 2

解放新聞広島県版 2176号（解放新聞社広島支局刊，2

015.7.5）

第67回県連大会 一般活動方針（案）

解放新聞広島県版 2177号（解放新聞社広島支局刊，2

015.7.15）

第67回広島県連大会 一般活動方針（案）

架橋 33号（鳥取市人権情報センター刊，2015.8）

特集 LGBTを生きるということ

鳥取県人権意識調査から見えてくるもの 衣笠尚貴

みんなの架橋～架橋でめぐる全国の人権機関～ 京都市

人権資料展示施設「ツラッティ千本」 古川豪

語る・かたる・トーク 245（横浜国際人権センター刊，

2015.7）：500円

シリーズ「解放教育」継承への扉 42 親が毅然とした姿

を示さないと 4─共通する思いを受け止め直して 外川

正明

語る・かたる・トーク 246（横浜国際人権センター刊，

2015.8）：500円

収集逐次刊行物目次 （2015年7月～9月受入）

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


