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2017年4月25日

2017年度 差別の歴史を考える連続講座

第１回 ６月16日（金）

戦時下、盲学校と視覚障害児・者が体験したことは

— 排除と動員などの角度から —

講師：岸 博実さん（関西学院大学非常勤講師）

第２回 ６月30日（金）

幕末の宇治郷 — 御茶師、村役、山の者 —

講師：坂本 博司さん（宇治市歴史資料館前館長）

第３回 ７月28日（金）

平安初期における俘囚の姓について — 平安新京・新時代とエミシ —

講師：菅澤 庸子さん（世界人権問題研究センター嘱託研究員）

第４回 10月6日（金）

『職人歌合』にみる職人への眼差しの変遷

講師：家塚 智子さん（宇治市源氏物語ミュージアム学芸員）

第５回 10月27日（金）

自死者たちの江戸時代 — 京都東山の寺院日記から読み解く —

講師：高橋 大樹さん（大津市歴史博物館学芸員）

第６回 11月10日（金）

1920年代、水平社・衡平社との交流を進めた在日朝鮮人

— 全国水平社の姉妹団体・関西朝鮮人聯盟を中心に —

講師：塚﨑 昌之さん（佛教大学・大阪大谷大学非常勤講師）

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

時間：午後６時30分～午後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 ～参加ご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～



部
落
史
研
究
は
い
ま

「
学
問
」
た
り
え
て
い
る
か

私
は
、
か
ね
て
か
ら
、
い
ま
部
落
史

研
究
は
学
問
た
り
え
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
疑
問
と
不
信
に
と
ら
わ
れ

て
き
た
。

そ
の
理
由
は
単
純
で
あ
る
。
研
究
し

よ
う
と
す
る
対
象
に
つ
い
て
、
そ
の
課

題
を
解
明
す
る
に
見
合
っ
た
史
料
収
集

さ
え
し
て
い
な
い
「
研
究
」
が
き
わ
め

て
多
い
と
感
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

部
落
史
研
究
に
着
手
し
た
当
時
、
私

の
処
女
作
に
対
し
、
な
に
が
し
か
の
注

目
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
僥
倖
を
喜
ぶ

以
上
に
私
は
、
大
学
時
代
に
歴
史
を
専

門
と
し
て
こ
な
か
っ
た
引
け
目
も
あ
り
、

私
の
よ
う
に
無
知
の
者
が
、
タ
ク
シ
ー

の
運
転
手
を
し
な
が
ら
少
し
研
究
し
た

だ
け
で
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
高
い
評
価
を

い
た
だ
け
る
の
か
、
な
ぜ
こ
の
程
度
の

研
究
を
、
今
ま
で
ど
な
た
も
し
て
こ
ら

れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
不

信
感
の
方
が
強
か
っ
た
。

そ
の
後
、
一
〇
年
ほ
ど
か
け
て
ま
と

め
た
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
（
解

放
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
は
、
そ
れ

以
後
発
見
し
た
新
史
料
を
か
な
り
盛
り

込
ん
だ
の
だ
が
、
処
女
作
を
追
い
か
け

て
共
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る

史
料
収
集
の
作
業
は
、
部
落
史
分
野
の

他
の
研
究
者
か
ら
は
、
そ
の
後
も
ほ
と

ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
私
の
書
を
他

の
研
究
者
が
批
判
な
さ
る
場
合
で
も
、

私
が
同
書
に
紹
介
し
た
史
料
を
使
っ
て

批
判
す
る
方
さ
え
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

私
の
史
料
解
釈
が
説
得
力
を
持
た
な

か
っ
た
、
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、

私
が
発
見
・
検
討
し
た
史
料
な
の
で
、

反
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
だ
っ
た
。
そ

の
程
度
の
解
釈
や
疑
問
へ
の
回
答
な
ら
、

史
料
採
取
の
過
程
で
検
討
済
み
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
軽
率
な
批
判
を

な
さ
る
と
い
う
の
は
、
史
料
を
読
む
以

前
に
、
先
験
的
な
確
信
が
そ
の
方
に
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
確
信
」
と
言
え

ば
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
私
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
は
歴
史
に
対
す
る
何
ら
か
の
「
偏

見
」
以
上
に
は
思
え
な
か
っ
た
。

次
に
生
ま
れ
た
疑
念
は
、
部
落
史
研

究
に
お
け
る
通
史
的
視
野
の
欠
如
で
あ
っ

た
。
一
八
七
一
年
の
賤
民
廃
止
令
の
研

究
か
ら
出
発
し
た
私
だ
っ
た
が
、
そ
の

過
程
で
部
落
の
本
質
は
「
社
会
外
」
に

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
う
し
た
性
質

を
ど
こ
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
部
落
の

「
起
源
論
」
へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
。

そ
の
結
果
、
部
落
の
「
社
会
外
」
の
性

質
は
、
鎌
倉
時
代
の
『
塵
袋
』
は
も
ち

ろ
ん
、
さ
ら
に
一
〇
～
一
一
世
紀
の
平

安
中
期
ま
で
遡
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
が
起
源
と
考
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
（
部
落
の
起
源
を
一
〇
～
一
一

世
紀
に
求
め
る
こ
と
は
、
今
日
の
中
世
史
家

の
多
数
意
見
で
あ
る
）
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
ろ
部
落
史
の
主

流
を
な
す
研
究
者
は
、
「
そ
こ
に
は
、

江
戸
時
代
の
特
色
で
あ
る
差
別
に
関
す

る
法
制
が
欠
け
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ま

だ
部
落
で
は
な
い
」
と
い
う
面
白
い
批

判
を
な
さ
れ
た
。
た
し
か
に
江
戸
時
代

的
な
法
制
的
特
色
と
い
う
も
の
は
、
江

戸
時
代
以
前
に
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ

れ
以
後
も
な
い
だ
ろ
う
。

法
制
が
存
在
し
な
く
て
も
、
そ
れ
が

消
え
る
明
治
以
降
―
―
む
し
ろ
そ
れ
こ

そ
「
部
落
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
―
―
も

「
部
落
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
制
化
以

前
の
部
落
も
、
そ
れ
は
部
落
で
は
な
い

か
。
法
制
の
有
無
は
部
落
で
あ
る
か
ど

う
か
の
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
。
私
へ

の
批
判
は
、
や
が
て
読
者
か
ら
の
支
持

を
失
い
、
消
え
て
い
っ
た
。

た
だ
、
少
な
く
と
も
そ
の
方
が
、
実

証
を
重
視
し
た
「
研
究
」
を
し
て
お
ら

れ
る
の
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
以
前
の
法

制
化
し
て
い
な
い
部
落
史
料
は
膨
大
に

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
す
ぐ
に
わ
か
っ

た
筈
で
あ
る
（
そ
の
点
で
『
京
都
の
部
落
史
』

の
編
纂
の
意
義
は
大
き
い
）
。
時
代
を
隣

接
し
て
い
な
い
近
代
部
落
史
の
研
究
者

と
し
て
出
発
し
た
私
で
す
ら
す
ぐ
分
か
っ

た
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
直
前
の
時
代
の

史
料
な
ら
嫌
で
も
目
に
入
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
と
き
人
は
、
時
代
区
分
の

限
界
に
気
づ
き
、
通
史
的
な
視
野
の
必

要
性
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。

入
手
で
き
る
か
ぎ
り
の
史
料
を
読
み

込
み
、
そ
の
世
界
に
沈
潜
し
、
そ
れ
ら

に
関
連
す
る
史
料
を
さ
ら
に
広
く
博
捜

し
、
歴
史
の
事
実
を
新
た
に
構
成
し
て

い
く
粘
り
強
い
思
考
作
業
が
出
来
る
人

は
、
僅
か
し
か
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
頭
脳
的
な
能
力
の
問
題
と
い
う

よ
り
、
研
究
姿
勢
の
問
題
で
あ
り
、
史

料
と
歴
史
に
対
す
る
謙
虚
さ
の
欠
如
と

感
じ
ら
れ
た
。

部
落
史
研
究
に
お
い
て
は
、
中
世
の
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本
の
紹
介

明
治
維
新
史
学
会
編
（
編
集
担
当
・
小
林
丈
広
・
若
尾
政
希
）

『
講
座

明
治
維
新

10

明
治
維
新
と
思
想
・
社
会
』

明
治
維
新
期
に
お
け
る
部
落
史
が
『
学
』
で
あ
る
た
め
に

上

杉

聰

（
大
阪
市
立
大
学
元
教
授
）



研
究
者
は
、
部
落
の
中
心
は
中
世
で
あ

る
と
語
り
、
近
世
の
研
究
者
は
部
落
の

は
じ
ま
り
を
近
世
に
あ
る
と
し
、
は
た

ま
た
近
代
の
研
究
者
は
、
部
落
の
は
じ

ま
り
は
明
治
維
新
で
あ
る
と
い
う
見
解

を
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
放
っ
て
お
ら
れ

た
。
互
い
に
他
の
時
代
の
史
料
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
ご
存
じ
な
い
上
で
の

主
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
大
根

畑
の
大
根
だ
け
が
世
界
の
す
べ
て
の
大

根
で
あ
る
と
信
じ
る
、
素
朴
な
世
間
知

ら
ず
以
上
に
思
え
な
く
な
っ
た
。

も
っ
と
滑
稽
に
思
わ
れ
た
の
は
、
自

身
が
研
究
対
象
と
す
る
近
世
に
部
落
は

な
く
、
近
代
に
初
め
て
生
ま
れ
た
と
い

う
説
を
、
近
代
の
史
料
を
紹
介
も
せ
ず

に
述
べ
る
近
世
史
家
ま
で
い
た
こ
と
に

は
閉
口
し
た
。
こ
の
方
達
は
、
歴
史
学

を
玩
具
と
で
も
考
え
て
お
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
、
自
分
好
み
で
適
当
に
組
み
立

て
る
こ
と
の
で
き
る
「
積
み
木
」
く
ら

い
に
し
か
見
な
し
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
そ
れ
が
、
そ
の
研
究
者
個
人

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か

は
別
に
し
、
そ
れ
を
学
ば
さ
れ
る
一
般

人
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
ば
鯛
の
頭
・

胴
・
尻
尾
な
ど
を
切
り
分
け
ら
れ
、
そ

の
い
ず
れ
か
を
「
鯛
」
で
あ
る
と
示
さ

れ
、
断
定
さ
れ
る
よ
う
な
不
幸
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
私
は
、
部
落
史
の
研
究

会
よ
り
も
、
一
般
の
歴
史
学
の
研
究
会

に
参
加
す
る
方
が
ま
だ
ま
し
に
思
え
た
。

私
が
専
門
と
し
て
き
た
賤
民
廃
止
令
の

研
究
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
初
め
て
、

新
し
い
研
究
段
階
へ
と
進
む
こ
と
が
で

き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
も
少
な
か
ら

ず
「
積
み
木
」
遊
び
を
好
む
方
達
が
お

ら
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
後
は
自
分

で
研
究
を
進
め
る
し
か
な
い
と
あ
き
ら

め
、
独
自
の
研
究
ス
タ
イ
ル
を
維
持
す

る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
し
か
な
く
な
っ
た
。

そ
の
結
果
ま
と
め
た
の
が
『
こ
れ
で

わ
か
っ
た
！
部
落
の
歴
史
』
（
解
放
出
版

社
、
二
〇
〇
四
年
）
と
『
こ
れ
で
な
っ
と

く
！
部
落
の
歴
史
』
（
同
上
、
二
〇
一
〇

年
）
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
学
校
の
先
生

方
が
部
落
史
の
授
業
に
お
い
て
突
き
当

た
っ
て
い
る
壁
を
取
り
除
く
た
め
執
筆

し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
研
究
書
で
は

な
い
が
、
多
く
の
重
要
史
料
を
引
用
し

つ
つ
部
落
の
通
史
を
描
い
た
準
研
究
書

（
大
学
で
の
講
義
内
容
）
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
二
書
は
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
今

受
け
入
れ
ら
れ
、
す
で
に
前
者
は
四
万

冊
、
後
者
も
一
万
冊
を
超
え
た
。

だ
が
、
学
校
現
場
で
の
先
生
方
の
苦

闘
に
応
え
る
た
め
急
ぎ
執
筆
し
た
た
め
、

こ
れ
ま
で
の
部
落
史
研
究
の
限
界
を
突

破
す
る
学
術
書
の
執
筆
が
遅
れ
て
き
た
。

今
、
鋭
意
そ
れ
を
進
め
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
途
上
で
標
題
の
『
講
座
・
明
治
維

新
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明
治
維
新
と
思
想
・
社
会
』
が

目
に
と
ま
っ
た
。
部
落
史
の
論
文
も
収

録
さ
れ
、
現
在
の
部
落
史
研
究
が
ど
う

い
っ
た
状
態
に
あ
る
か
を
改
め
て
検
証

す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
っ
た
。
し
か

も
、
部
落
史
研
究
に
限
定
し
た
書
籍
で

な
く
一
般
の
歴
史
研
究
書
で
あ
る
こ
と

は
、
広
い
視
野
か
ら
歴
史
研
究
の
障
害

を
取
り
除
く
好
機
と
思
わ
れ
た
。

「
学
問
」
と
は
何
か

部
落
史
が
「
学
」
で
あ
る
た
め
に
は
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
が
必
要
と
な
る

の
だ
ろ
う
か
？
『
講
座

明
治
維
新

10
』

を
検
討
す
る
前
に
一
応
述
べ
て
お
き
た

い
。
こ
の
問
い
は
、
「
明
治
維
新
が

『
学
』
で
あ
る
た
め
に
は
」
へ
と
変
え
、

拡
大
さ
せ
て
も
、

さ
し
て
大
き
な
違
い

は
な
い
だ
ろ
う
。
「
学
」
へ
と
至
る
要

件
は
、
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
問
い

を
「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
部
落
史
が

『
学
』
で
あ
る
た
め
に
」
へ
と
再
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
を
本
稿

の
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
学
」
（
つ
ま
り
「
学
問
」
）
と
は
何

で
あ
る
か
、
私
は
そ
れ
を
、
「
実
証
性

と
全
体
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
」

と
、
こ
れ
ま
で
自
分
の
研
究
の
中
に
定

義
づ
け
て
き
た
。
「
実
証
性
」
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
は
な
い
と
思
わ

れ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
見

解
に
助
け
ら
れ
て
よ
り
詳
し
く
述
べ
る

な
ら
ば
、
実
証
性
と
は
、
経
験
・
帰
納
・

演
繹
・
自
立
の
四
項
目
が
含
ま
れ
、

「
全
体
性
」
に
つ
い
て
も
、
始
源
と
消

滅
、
本
質
と
質
料
の
四
項
目
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
（
こ
れ
ら
の
哲
学
的
な
考
察
に

つ
い
て
は
、
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
以
上
を
前
提
に
論
を
進
め
た
い
）
。

こ
の
要
件
を
、
明
治
維
新
や
賤
民
廃

止
令
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
「
始
源
」
と
「
終
局
」
ま
で
の

時
間
的
な
範
囲
内
を
対
象
と
し
、
そ
こ

に
共
通
す
る
社
会
の
性
質
（
「
質
料
」
）

と
そ
の
「
本
質
」
が
全
体
的
に
何
で
あ

る
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
結
論
が
学
問
的
で
あ
る
か
ど

う
か
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
実
証
」
側

面
に
あ
る
四
項
目
の
作
業
が
全
体
と
し

て
保
障
さ
れ
て
い
る
か
が
、
不
可
欠
の

評
価
基
準
と
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
基
準
を
明
治
維
新

期
の
研
究
に
つ
い
て
あ
て
は
め
る
な
ら

ば
、
維
新
の
始
ま
り
は
い
つ
で
あ
り
、

終
局
が
い
つ
で
あ
る
の
か
の
判
断
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
質
料
（
性
質
）

と
は
「
社
会
の
変
革
」
な
の
で
あ
る
か

ら
、
本
質
は
「
近
世
」
か
ら
「
近
代
」

へ
の
移
行
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
「
明
治
維
新
」
と
は
、
「
近
世
」

の
中
に
「
近
代
」
が
ど
の
よ
う
に
始
ま

り
、
や
が
て
「
近
代
」
が
い
か
に
「
近

世
」
を
凌
駕
し
、
交
代
し
終
え
る
か
、

そ
の
社
会
変
革
の
全
過
程
の
こ
と
で
あ

る
。
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こ
れ
を
部
落
史
に
即
し
て
定
義
す
る

な
ら
、
「
部
落
に
お
け
る
近
世
」
の
中

に
「
部
落
の
近
代
」
が
ど
の
よ
う
に
始

ま
り
、
や
が
て
「
近
代
」
が
い
か
に

「
近
世
」
を
凌
駕
し
、
交
代
し
終
え
る

か
、
ま
で
の
変
革
の
全
過
程
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

そ
れ
ら
の
変
化
の
期
間
は
、
政
治
の

み
な
ら
ず
、
社
会
思
想
ま
で
広
く
含
め

る
な
ら
、
行
論
の
関
係
か
ら
と
り
あ
え

ず
結
論
的
に
述
べ
れ
ば
、
一
七
〇
〇
年

代
中
葉
か
ら
一
九
一
〇
年
代
ま
で
の
約

一
五
〇
年
間
程
度
と
仮
定
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
こ
こ
に
お
け
る
実
証
面
の
課

題
、
つ
ま
り
先
に
述
べ
た
そ
の
四
項
目

を
実
現
す
る
た
め
の
特
筆
点
を
と
り
あ

え
ず
述
べ
て
お
け
ば
、
地
方
性
が
濃
厚

な
近
世
社
会
と
、
全
国
性
が
強
烈
に
現

れ
る
近
代
と
が
重
な
る
時
代
で
あ
る
こ

と
を
ふ
ま
え
、
帰
納
・
演
繹
の
過
程
に

お
い
て
、
時
間
的
な
全
体
性
（
始
源
と
消

滅
）
の
み
な
ら
ず
、
空
間
的
な
全
体
と
し

て
の
全
国
性
も
改
め
て
課
題
と
な
る
時

代
で
あ
る
。
学
問
に
お
け
る
実
証
と
全

体
性
は
一
体
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

全
体
史
へ
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず

『
講
座

明
治
維
新

10
』
の
巻
頭
論

文
は
、
小
林
丈
広
「
総
論

明
治
維
新

と
思
想
・
社
会
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文

は
、
第
10
巻
全
体
の
編
集
姿
勢
を
打
ち

出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏
は
、
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
社
会
・
思
想
」

に
つ
い
て
「
明
治
維
新
期
の
社
会
意
識

を
対
象
と
す
る
」
と
定
義
し
、
色
川
大

吉
や
安
丸
良
夫
に
よ
る
「
民
衆
思
想
史

の
方
法
を
批
判
的
に
継
承
、
発
展
さ
せ

て
い
く
」
と
目
的
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
本
格
化
し

た
地
方
文
書
の
調
査
に
よ
り
、
近
世
中

期
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
の
庶
民
史

料
の
発
掘
の
進
展
が
、
本
書
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
冒
頭
に
お

い
て
「
近
世
史
研
究
と
近
代
史
研
究
の

と
の
研
究
上
の
断
絶
を
克
服
す
る
た
め

の
手
が
か
り
を
得
た
い
」
と
し
、
「
近

世
史
・
近
代
史
双
方
を
踏
ま
え
た
歴
史

像
を
提
起
」
す
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
に
あ
る
論
理

と
し
て
「
近
世
と
近
代
と
で
は
、
政
治

制
度
は
異
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
担
う
人
々

の
人
生
は
続
い
て
い
る
」
と
い
う
名
言

を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
時
代

区
分
論
偏
重
の
限
界
を
突
破
し
よ
う
と

す
る
視
点
で
あ
り
、
大
い
に
期
待
を
膨

ら
ま
せ
る
提
起
で
あ
っ
た
。

時
代
区
分
を
絶
対
視
す
る
考
え
に
つ

い
て
は
、
私
も
か
つ
て
、
た
と
え
ば
賤

民
廃
止
令
の
公
布
さ
れ
た
一
八
七
一
年

一
〇
月
一
二
日
（
旧
暦
・
明
治
四
年
八
月

二
八
日
）
に
生
き
て
い
た
人
々
は
、
乳
幼

児
を
除
け
ば
一
〇
〇
％
が
差
別
的
な
江

戸
社
会
に
生
き
た
人
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
い
た
と
、
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る

（
拙
著
「
近
世
―
近
代
部
落
史
の
連
続
面
に

つ
い
て
」
〈
北
崎
豊
二
編
『
明
治
維
新
と
被

差
別
民
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
所
収
〉
）
。

と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
近
世
社
会
に
、

近
代
的
思
考
を
持
つ
人
間
が
数
多
く
育
っ

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
し
、
逆
に
近

世
的
思
考
も
、
そ
の
後
の
近
代
に
生
き

延
び
て
い
く
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
。

社
会
を
構
成
す
る
生
物
的
・
文
化
的
・

経
済
的
な
連
続
性
を
忘
れ
、
時
代
的
な

断
絶
を
強
調
し
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
小
林
氏
の
立
場
は
、
歴
史
を
通

史
的
に
、
す
な
わ
ち
全
体
的
に
把
握
し

よ
う
と
す
る
努
力
か
ら
く
る
も
の
で
あ

り
、
と
く
に
若
い
世
代
の
研
究
者
に
陥

り
が
ち
な
、
細
分
化
し
た
研
究
方
法
を

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
評
価
で

き
る
。

ま
た
、
続
く
節
に
お
い
て
、
明
治
維

新
期
の
社
会
意
識
に
か
ん
す
る
研
究
史

を
概
観
し
、
一
九
六
〇
年
代
と
い
う
日

本
資
本
主
義
論
争
に
よ
り
研
究
が
進
め

ら
れ
た
時
期
に
あ
っ
て
さ
え
、
経
済
的

枠
組
み
（
こ
れ
が
時
代
区
分
を
重
視
す
る
傾

向
を
生
ん
だ
―
上
杉
）
が
必
ず
し
も
「
維

新
変
革
を
担
う
『
主
体
』
が
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
」
と
い
う
事

実
に
直
結
せ
ず
、
「
思
想
史
研
究
の
可

能
性
」
の
分
野
を
独
自
の
も
の
と
す
る

考
え
方
が
芽
生
え
、
育
っ
て
い
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

色
川
・
安
丸
に
よ
る
民
衆
思
想
史
研

究
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
こ

れ
ら
を
基
盤
と
し
て
開
花
し
た
も
の
で
、

そ
の
背
後
に
は
、
全
国
的
に
本
格
化
し

た
地
方
史
料
の
発
掘
が
あ
っ
た
こ
と
を
、

小
林
氏
は
体
系
的
な
資
料
集
の
刊
行
や

地
域
資
料
館
の
建
設
に
も
目
配
り
し
な

が
ら
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

中
世
史
へ
の
影
響
が
話
題
と
な
っ
た

「
社
会
史
」
の
輸
入
に
つ
い
て
も
、

「
実
際
に
は
豊
富
な
庶
民
史
料
が
紹
介

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
近
世
後
期
農
村
史
や

幕
末
維
新
史
に
与
え
た
影
響
が
大
き
か
っ

た
」
と
し
た
指
摘
は
秀
逸
で
あ
る
。

ま
た
、
一
世
を
風
靡
す
る
か
に
思
え

た
「
国
民
国
家
論
」
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
が
「
前
近
代
社
会
と
の
断
絶
が
強
調

さ
れ
る
傾
向
を
生
み
」
非
歴
史
的
認
識

へ
と
陥
っ
た
こ
と
へ
の
批
判
を
、
宮
地

正
人
氏
と
と
も
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

だ
が
、
「
庶
民
史
料
に
よ
る
明
治
維

新
観
の
深
ま
り
」
か
ら
「
明
治
維
新
観

の
転
換
に
向
け
て
」
の
節
に
お
い
て
紹

介
さ
れ
た
り
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
立
場

は
、
い
ま
だ
個
別
実
証
レ
ベ
ル
の
提
起

に
と
ど
ま
り
、
旧
来
の
維
新
観
を
変
え

る
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
よ
う

に
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
原
因
は
、
小
林
氏
の
み
な
ら
ず
、
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執
筆
者
全
体
の
課
題
で
も
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
同
書
に
収
録
さ
れ
た
個
別

論
文
を
読
む
と
き
、
立
ち
す
く
む
よ
う

な
現
実
に
気
づ
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

紙
幅
の
関
係
か
ら
そ
れ
を
要
約
的
に

述
べ
る
な
ら
ば
、
合
計
七
本
の
個
別
論

文
に
お
い
て
、
小
林
氏
が
提
起
さ
れ
た

「
近
世
史
・
近
代
史
双
方
を
踏
ま
え
た
」

も
の
は
、
わ
ず
か
一
本
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
多
く
が
近
世
中
心
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
「
総
論
」
の
提
起
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
各
研
究
者
に
お
い
て
は
、
時

代
区
分
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
研
究
し
て

き
た
蓄
積
の
重
さ
と
、
そ
れ
を
に
わ
か

に
克
服
す
る
困
難
さ
を
よ
く
表
し
て
い

る
。
当
初
の
課
題
を
突
破
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
小
林
氏
は
「
結
局
は
、
一
人

の
研
究
者
が
近
世
史
・
近
代
史
双
方
の

史
料
に
通
暁
し
、
社
会
意
識
の
変
容
を

実
証
的
に
抽
出
す
る
努
力
を
続
け
る
ほ

か
な
い
」
と
、
寛
容
な
姿
勢
で
、
研
究

者
個
人
に
よ
る
今
後
の
努
力
に
期
待
し

て
お
ら
れ
る
。

時
代
区
分
の
壁
を

突
き
崩
す
試
み
に
つ
い
て

だ
が
、
唯
一
の
通
史
的
と
な
っ
た
論

文
と
、
新
た
な
視
野
を
切
り
開
く
可
能

性
を
も
っ
た
一
本
を
こ
こ
に
紹
介
、
検

討
す
る
こ
と
で
、
小
林
氏
の
意
欲
が
、

今
後
の
共
同
的
研
究
に
お
い
て
い
か
に

実
現
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
追
求

し
た
い
。

ま
ず
、
同
書
に
加
え
ら
れ
た
個
別
論

文
の
う
ち
、
唯
一
の
「
近
世
史
・
近
代

史
双
方
を
踏
ま
え
た
」
論
文
で
あ
る
斎

藤
洋
一
「
維
新
前
後
の
身
分
意
識
を
め

ぐ
る
葛
藤
」
を
紹
介
し
た
い
。

同
論
文
は
、
一
七
〇
〇
年
前
後
か
ら

叙
述
を
起
こ
し
、
一
八
九
〇
年
前
後
ま

で
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
点
で
、
他
の

個
別
論
文
よ
り
通
史
性
、
つ
ま
り
全
体

性
に
お
い
て
抜
き
ん
出
て
い
る
。
た
だ
、

近
代
の
部
分
は
、
若
干
短
か
す
ぎ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
近
世
で
は
、

全
国
的
な
動
向
を
踏
ま
え
て
信
州
の
事

例
を
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
が
、
近
代

に
な
る
と
、
長
野
県
内
の
地
方
的
記
述

に
ほ
ぼ
絞
ら
れ
て
く
る
。
空
間
的
な
全

体
性
に
弱
さ
が
目
立
つ
。

つ
ま
り
斎
藤
氏
の
論
考
は
、
他
の
執

筆
者
よ
り
通
史
性
を
も
つ
と
は
い
え
、

や
は
り
こ
れ
ま
で
近
世
の
専
門
家
と
し

て
蓄
積
し
て
こ
ら
れ
た
研
究
上
の
内
実

と
、
近
代
部
分
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生

ん
だ
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
大
き
な
業
績

を
上
げ
て
こ
ら
れ
た
斎
藤
氏
に
お
い
て

さ
え
こ
う
で
あ
れ
ば
、
通
史
的
研
究
の

困
難
さ
は
い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
そ
こ
ま
で
通
史
記
述
が

な
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
も
た
ら
す
学

問
的
利
益
も
期
待
さ
れ
る
段
階
へ
と
入
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
氏
の
叙
述
が

終
わ
る
一
八
九
〇
年
か
ら
三
〇
年
も
経

た
な
い
う
ち
に
米
騒
動
が
一
九
一
八
年

に
起
こ
る
。
こ
れ
に
よ
り
日
本
近
代
史

は
新
し
い
段
階
に
入
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
部
落
問
題
に
お
け
る
水
平
社
の

設
立
も
直
後
に
な
さ
れ
る
。

通
史
記
述
が
歴
史
学
に
貢
献
す
る
最

も
大
き
な
利
点
は
、
各
時
代
内
の
短
期

的
な
局
面
で
浮
揚
し
た
り
沈
下
す
る
小

さ
な
ブ
レ
に
と
ら
わ
れ
ず
、
長
期
的
で

大
局
的
な
流
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

内
部
に
貫
徹
す
る
「
基
準
線
」
と
し
て

描
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
個
々
の
「
反
動
的
」
で
あ
っ

た
り
「
進
歩
的
」
で
あ
っ
た
り
す
る
短

期
的
事
象
の
中
に
、
正
反
対
の
「
進
歩

的
」
や
「
反
動
的
」
な
要
素
を
そ
こ
に

見
い
だ
し
、
ど
ち
ら
が
時
代
の
趨
勢
を

表
し
て
い
る
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
斎
藤
氏
は
、
冒
頭
で
「
１

近
世
後
期
に
お
け
る
差
別
と
反
差
別
」

と
タ
イ
ト
ル
し
、
一
七
七
八
年
に
出
さ

れ
た
幕
府
の
出
し
た
全
国
法
令
に
よ
り

「
差
別
が
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
」
と
す

る
一
般
的
な
見
解
か
ら
出
発
さ
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
時
期
に
こ
う
し
た
「
基
準

点
」
（
「
差
別
の
強
ま
り
」
）
を
打
っ
て

し
ま
え
ば
、
一
八
七
一
年
の
賤
民
廃
止

の
発
布
へ
至
る
大
き
な
流
れ
を
説
明
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
た
め
氏
は
、
直
後
に
「
差
別
が

強
ま
っ
た
だ
け
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で

は
な
い
…
そ
れ
は
お
か
し
い
と
指
摘
し
、

そ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
現

れ
て
い
る
」
と
し
て
お
ら
れ
、
そ
う
し

た
動
き
が
「
幕
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
、

次
第
に
そ
の
数
を
増
し
、
規
模
も
大
き

く
な
っ
て
い
る
」
と
続
け
て
お
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
矛
盾
し
た
記
述
で
は
、
時
代

の
特
色
が
何
で
あ
る
か
、
読
者
は
混
乱

す
る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
や
、
斎
藤
氏
自
身
も
混
乱
し
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
廃
止
令
の
直
前
に
行
わ
れ
た
公
議

所
で
の
論
議
を
読
み
「
意
外
に
思
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
多
く
の
人
々
は
そ
れ
ま

で
『
穢
多
』
身
分
の
人
々
を
『
人
外
視
』

し
、
あ
る
い
は
『
獣
視
』
と
し
て
い
た

と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
書
い

て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
差
別
は
こ

の
と
き
、
も
っ
と
弱
ま
っ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
こ
の
あ
と
米
騒
動
や
水
平
社
へ

と
つ
な
が
る
流
れ
で
あ
る
。

も
し
、
一
七
七
八
年
の
幕
府
法
令
を

差
別
が
弱
ま
る
出
発
と
な
る
基
準
点
と

し
て
打
つ
な
ら
ば
、
一
八
七
一
年
の
賤

民
廃
止
令
か
ら
、
さ
ら
に
一
九
一
八
年

（
米
騒
動
）
以
降
へ
と
差
別
が
弱
ま
る

「
基
準
線
」
の
カ
ー
ブ
を
一
直
線
に
描

く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
一
見

し
て
差
別
の
強
ま
り
に
見
え
る
差
別
法

令
の
多
発
や
廃
止
令
以
後
の
部
落
襲
撃

な
ど
も
、
一
時
的
な
ブ
レ
と
位
置
づ
け
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る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

基
準
点
か
ら
次
の
基
準
点
へ
の
移
動

は
、
歴
史
の
連
続
性
ゆ
え
に
、
本
来
緩

や
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
進
展

に
期
待
と
希
望
を
持
つ
こ
と
の
出
来
る

程
度
の
進
展
は
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
基
準
線
を
遠
く
離
れ
て
前
進
す
る

こ
と
は
ブ
レ
過
ぎ
ず
、
良
い
ブ
レ
も
、

悪
い
ブ
レ
も
存
在
し
て
い
る
。
氏
の
書

い
て
お
ら
れ
る
田
中
光
顕
は
良
い
ブ
レ

で
あ
る
し
、
公
議
書
で
の
議
論
も
一
見

そ
う
思
え
る
が
、
当
時
の
文
脈
全
体
に

冷
静
に
位
置
づ
け
て
み
れ
ば
、
封
建
的

な
論
議
の
延
長
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
し
か
に
、
一
七
七
八
年
の
幕
府
の

差
別
法
令
を
「
差
別
の
弱
ま
り
の
始
ま

り
」
と
考
え
る
の
は
、
常
識
的
に
は
困

難
で
あ
る
。
だ
が
、
す
べ
て
の
法
律
は
、

そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
の
出
発
と

な
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
が
崩

壊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
場
合

も
あ
り
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
一
七
七

八
年
の
場
合
、
後
者
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
の
時
期
の
全
国
的
な
様
相
の
分
析
と
、

や
は
り
通
史
的
に
、
そ
の
前
の
中
世
以

来
の
変
化
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
出
来

る
（
詳
し
く
は
拙
著
『
こ
れ
で
わ
か
っ
た
！

部
落
の
歴
史
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、

第
９
章
参
照
）
。

こ
う
し
た
大
局
的
見
解
に
立
つ
と
き
、

一
八
七
一
年
の
賤
民
廃
止
令
さ
え
も
、

全
否
定
で
は
な
い
が
、
厳
密
に
は
か
な

り
抑
制
し
た
評
価
に
落
ち
着
か
ざ
る
を

得
な
い
。
斎
藤
氏
は
、
岡
谷
市
内
の
部

落
の
人
々
が
「
廃
止
令
を
根
拠
に
祭
礼

へ
の
参
加
を
求
め
、
二
度
の
敗
訴
に
も

め
げ
ず
闘
い
、
最
後
に
（
大
審
院
で
）
逆

転
勝
訴
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
し

て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
大
審
院

判
決
は
、
そ
の
後
、
農
民
側
の
反
撃
に

よ
っ
て
実
質
的
に
覆
さ
れ
、
全
体
と
し

て
敗
訴
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、
拙
著

『
こ
れ
で
な
っ
と
く
！
部
落
の
歴
史
』

（
同
前
、
二
〇
一
〇
年
、
第
７
章
）
で
詳
細

に
論
証
し
た
。
井
ヶ
田
良
治
『
日
本
法

社
会
史
を
拓
く
』
（
部
落
問
題
研
究
所
、

二
〇
〇
二
年
）
の
見
解
も
斎
藤
氏
と
同
じ

傾
向
に
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
見
解
は
、

他
の
地
域
に
向
け
て
出
さ
れ
た
大
審
院

判
決
を
含
め
て
全
体
的
に
検
討
す
る
視

野
と
、
何
よ
り
も
通
史
的
視
点
を
も
う

少
し
広
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
成
り
立

た
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
―
通
史
形
成
の

突
破
口
と
な
る
も
の

近
世
と
近
代
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
に
お
い
て
全
国
性
を
保
ち
つ
つ
、

な
お
通
史
的
に
研
究
す
る
困
難
さ
を
、

不
肖
私
も
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
ゆ
え
に
可
能
性
あ
る
一
つ
の
方
法

が
、
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
八
鍬
友
広
「
民
衆
教
育

に
お
け
る
明
治
維
新
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

同
氏
の
論
文
は
、
近
代
に
つ
い
て
は
一

八
九
九
年
ま
で
追
っ
て
い
る
が
、
近
世

に
つ
い
て
は
漠
然
と
幕
末
期
に
ま
で
し

か
遡
ら
な
い
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
と
近
代
の

接
合
点
に
お
い
て
、
近
代
冒
頭
に
お
け

る
民
衆
の
自
署
（
識
字
）
率
の
客
観
的
統

計
を
利
用
し
、
逆
に
近
世
の
寺
子
屋
な

ど
に
よ
る
教
育
の
程
度
が
、
全
国
的
に

は
き
わ
め
て
深
い
ば
ら
つ
き
の
も
と
に

あ
り
、
さ
ら
に
男
女
差
が
き
わ
め
て
大

き
い
共
通
性
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
発
見

し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
近
世
の
教

育
程
度
を
高
く
評
価
し
て
き
た
通
説
を
、

大
き
く
覆
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
八
鍬
氏
は
近

代
の
教
育
の
発
展
を
追
い
か
け
て
お
ら

れ
、
近
世
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
触
れ

て
お
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
読
者
の
多

く
は
、
右
の
近
代
史
料
を
通
し
て
逆
に

近
世
の
教
育
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を
鮮
や
か
に
垣
間
見
た
こ
と
に
よ

り
、
通
史
的
観
点
に
迫
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
来
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
も

う
一
度
、
近
世
の
教
育
史
を
丁
寧
に
洗

い
直
す
作
業
を
し
て
お
ら
れ
れ
ば
、
全

国
性
を
も
つ
近
世
教
育
史
も
描
け
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
進
み
方
次
第

に
よ
り
、
氏
の
近
代
に
お
け
る
教
育
の

発
展
・
変
化
の
内
容
も
、
さ
ら
に
別
な

も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の

は
、
近
世
・
近
代
の
接
合
点
を
明
瞭
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
れ
以
前

の
近
世
の
全
体
性
を
把
握
す
る
方
法
が

存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
通
史
的
把
握
は
、
時
間
的
な

逆
走
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
し
、

そ
の
特
権
は
こ
の
場
合
、
近
代
史
を
や

る
も
の
に
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
近

世
史
の
把
握
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
通

史
＝
全
体
史
を
把
握
す
る
者
の
圧
倒
的

な
強
み
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

私
も
か
つ
て
、
賤
民
廃
止
令
の
施
行

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
「
部

落
史
に
お
け
る
近
世
」
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
を
逆
に
明
瞭
に
つ
か
む

こ
と
が
出
来
た
経
験
が
あ
る
。
そ
れ
が
、

さ
ら
に
中
世
以
来
の
部
落
史
の
構
造
の

把
握
へ
と
つ
な
が
る
大
き
な
力
と
な
っ

た
こ
と
は
忘
れ
が
た
い
（
拙
著
「
賤
民
廃

止
令
の
法
的
内
容
―
そ
の
施
行
過
程
の
研
究
」

〈
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
解
放
出
版

社
、
一
九
九
〇
年
所
収
〉
）
。
『
こ
れ
で

わ
か
っ
た
！
』
と
『
こ
れ
で
な
っ
と
く
』

に
お
い
て
描
い
た
通
史
と
は
、
そ
の
成

果
な
の
で
あ
っ
た
。

（
『
講
座

明
治
維
新
10

明
治
維
新
と
思
想
・

社
会
』
明
治
維
新
史
学
会
編
、
有
志
舎
刊
、

二
〇
一
六
年
、
三
、
四
〇
〇
円
）
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二
〇
一
七
年
四
月
一
二
日
、
衆
議
院

厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
安
倍
総

理
大
臣
は
介
護
保
険
制
度
関
連
法
案
の

成
立
に
理
解
を
求
め
、
自
民
・
公
明
・

日
本
維
新
の
会
の
賛
成
多
数
で
同
法
案

が
可
決
さ
れ
た
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
へ
の
、
さ
ら
な
る
自
己
負
担
割
合

の
引
き
上
げ
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
も
の

で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
介
護
保

険
制
度
は
、
そ
の
後
の
度
重
な
る
改
正

を
経
な
が
ら
、
利
用
者
の
自
己
負
担
割

合
を
増
加
さ
せ
て
き
た
。
ふ
り
か
え
る

と
、
急
速
な
高
齢
化
を
背
景
に
、
ケ
ア

の
社
会
化
を
目
指
す
制
度
が
創
設
さ
れ
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
し
だ
い
に
増
加
し

て
き
た
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
っ
た
。
し

か
し
制
度
創
設
当
初
の
理
念
と
は
裏
腹

に
、
介
護
保
険
は
「
改
正
」
を
つ
う
じ

て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
べ
き
人
び
と
に

と
っ
て
理
解
し
に
く
い
複
雑
な
制
度
と

化
し
て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
介
護
現
場

で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
ケ
ア
従

事
者
で
す
ら
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
の

な
か
で
自
身
が
介
護
と
い
う
行
為
を
営

ん
で
い
る
の
か
（
提
供
し
て
い
る
の
か
）

を
説
明
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
事

態
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
政
治
的
・
社
会
的
文
脈
の
な

か
で
出
版
さ
れ
た
の
が
本
書
（
六
車
由
実

著
『
驚
き
の
介
護
民
俗
学
』
医
学
書
院
、
二

〇
一
二
年
）
で
あ
る
。

本
書
の
目
次
は
次
の
と
お
り
。

は
じ
め
に

第
一
章

老
人
ホ
ー
ム
は
民
俗
学
の
宝
庫

「
テ
ー
マ
な
き
聞
き
書
き
」
の
喜
び

老
人
ホ
ー
ム
で
出
会
っ
た
「
忘
れ

ら
れ
た
日
本
人
」

女
の
生
き
方

第
二
章

カ
ラ
ダ
の
記
憶

身
体
に
刻
み
込
ま
れ
た
記
憶

ト
イ
レ
介
助
が
面
白
い

第
三
章

民
俗
学
が
認
知
症
と
出
会
う

と
こ
と
ん
つ
き
あ
い
、
と
こ
と
ん

記
録
す
る

散
り
ば
め
ら
れ
た
言
葉
を
紡
ぐ

同
じ
問
い
の
繰
り
返
し

幻
覚
と
昔
話

第
四
章

語
り
の
森
へ

「
回
想
法
で
は
な
い
」
と
言
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
訳

人
生
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
し
て

の
聞
き
書
き

生
き
た
証
を
継
承
す
る
―
―
『
思

い
出
の
記
』

喪
失
の
語
り
―
―
そ
し
て
私
も
語

り
の
樹
海
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く

う

み

終
章

「
驚
け
な
い
」
現
実
と
「
驚
き

続
け
る
」
こ
と
の
意
味

驚
き
続
け
る
こ
と

驚
き
は
利
用
者
と
対
等
に
向
き
合

う
た
め
の
始
ま
り
だ

お
わ
り
に

終
章
を
含
め
た
全
五
章
か
ら
な
る
。

著
者
は
、
本
書
の
冒
頭
で
、
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
「
介
護
民
俗
学
」
と
い
う
造
語

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

「
介
護
民
俗
学
」
な
ど
と
い
う
分
野

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て

や
そ
ん
な
言
葉
だ
っ
て
な
か
っ
た
。
私

自
身
の
反
省
で
も
あ
る
が
、
民
俗
学
に

と
っ
て
、
介
護
の
現
場
は
関
心
の
外
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
実
際
に
現
場
に

入
っ
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う

に
介
護
現
場
は
民
俗
学
に
と
っ
て
と
て

も
魅
力
的
な
場
所
だ
し
、
ま
た
、
民
俗

学
で
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
知
識

や
技
術
が
介
護
現
場
に
役
立
つ
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
に
は
思

え
た
。
そ
こ
で
、
「
介
護
現
場
は
民
俗

学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ

の
か
？
」
、
そ
し
て
「
民
俗
学
は
介
護

の
現
場
で
何
が
で
き
る
の
か
？
」
と
い

う
二
つ
の
方
向
性
か
ら
問
題
提
起
を
し

て
み
よ
う
と
思
い
、
あ
え
て
「
介
護
民

俗
学
」
を
掲
げ
て
み
た
の
で
あ
る
。
（
〇

〇
五
―
〇
〇
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

な
ぜ
、
著
者
は
、
介
護
現
場
を
福
祉

学
で
は
な
く
民
俗
学
か
ら
捉
え
な
お
そ

う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
主
な
理

由
と
し
て
、
ま
ず
、
従
来
の
民
俗
学
が

介
護
現
場
（
特
に
老
人
ホ
ー
ム
等
の
施
設
）

で
生
活
し
て
い
る
人
び
と
の
《
生
》
を

と
ら
え
き
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
―
―

民
俗
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
限

界
―
―
を
示
唆
し
て
い
る
。
老
人
ホ
ー

ム
で
は
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
の
研
究
で

は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
人
び
と
（
宮
本
常
一
の
言
葉
を
か
り
れ
ば

「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」
）
に
幾
度
と
な

く
出
会
う
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
著

者
は
そ
の
例
を
本
書
の
第
一
章
で
い
く

つ
も
紹
介
す
る
。
定
住
地
を
も
た
ず
各

地
を
渡
り
歩
い
て
生
き
る
人
々
（
漂
泊
民
）

と
し
て
の
「
高
度
経
済
成
長
期
の
漂
泊

民
」
（
二
三
頁
）
で
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
の
山
口
昇
さ
ん
、
「
流
し
の
バ
イ

オ
リ
ン
弾
き
」
（
二
五
頁
）
で
は
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
と
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
者
の
木

村
八
十
吉
さ
ん
、
「
蚕
の
鑑
別
嬢
た
ち
」

（
二
七
頁
）

で
は
杉
本
タ
ミ
さ
ん
、

「
「
味
噌
漉
し
奥
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
」

（
二
九
頁
）
で
は
高
橋
久
恵
さ
ん
、
「
産

児
制
限
下
の
女
性
た
ち
」
（
三
二
頁
）
で

は
谷
川
静
江
さ
ん
、
「
朝
鮮
の
平
壌
で

生
ま
れ
た
」
（
三
四
頁
）
で
は
斎
藤
由
紀

子
さ
ん
、
「
ア
リ
ラ
ン
を
歌
う
人
た
ち
」

（
三
六
頁
）
で
は
瀬
名
喜
代
子
さ
ん
と
田

川
真
佐
子
さ
ん
た
ち
―
―
介
護
現
場
の

「
利
用
者
」
と
の
出
会
い
を
つ
う
じ
て
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得
ら
れ
た
知
見
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
著
者
は
、
老
人
ホ
ー
ム
に

こ
そ
「
介
護
民
俗
学
」
の
可
能
性
（
従
来

の
民
俗
学
で
は
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」
を
捕
捉
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
）
を
見
出
そ
う

と
す
る
。
「
老
人
ホ
ー
ム
は
、
ま
さ
に

『
民
俗
学
の
宝
庫
』
な
の
で
あ
り
、
聞

き
書
き
の
可
能
性
は
無
限
大
に
広
が
っ

て
い
く
」
（
三
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
老
人
ホ
ー
ム
で
「
聞
き
書
き
」

と
い
う
行
為
を
お
こ
な
っ
て
き
た
著
者

の
問
題
意
識
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

「
女
の
生
き
方
」
（
四
〇
頁
）
で
は
、
吉

田
か
な
ゑ
さ
ん
、
石
川
と
も
ゑ
さ
ん
、

青
島
ま
さ
子
さ
ん
、
菅
谷
聡
子
さ
ん
ら

女
性
（
利
用
者
）
た
ち
の
人
生
と
そ
れ
ぞ

れ
の
言
葉
に
著
者
が
つ
よ
い
影
響
を
受

け
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
づ
く
「
第
二
章

カ
ラ
ダ
の
記
憶
」

で
は
、
山
本
一
夫
さ
ん
、
山
田
静
雄
さ

ん
ら
利
用
者
が
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
）

を
お
こ
な
う
場
面
が
描
か
れ
る
。
著
者

は
、
こ
う
し
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

場
で
見
い
だ
さ
れ
る
利
用
者
た
ち
の
身

体
記
憶
か
ら
、
「
利
用
者
の
暮
ら
し
て

き
た
歴
史
が
想
像
で
き
る
こ
と
が
あ
る
」

（
六
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

利
用
者
の
日
常
的
な
行
動
か
ら
見
え
て

く
る
生
活
史
に
着
眼
す
る
。
鈴
木
の
り

子
さ
ん
、
橘
ち
え
さ
ん
ら
認
知
症
の
人

た
ち
の
行
為
か
ら
も
生
き
て
き
た
歴
史

を
著
者
は
よ
み
と
る
。
と
同
時
に
、
ケ

ア
現
場
で
身
体
記
憶
を
掘
り
起
こ
す
こ

と
が
利
用
者
に
喪
失
感
、
失
望
感
を
抱

か
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
面
が
あ
る

こ
と
を
、
川
野
喜
美
江
さ
ん
と
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
紹
介
し
て
い
る
。

著
者
は
、
「
こ
の
よ
う
に
老
人
ホ
ー

ム
の
利
用
者
た
ち
と
じ
っ
く
り
と
つ
き

あ
っ
て
み
る
と
、
人
間
の
行
動
と
記
憶

と
の
深
い
関
わ
り
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と

が
た
び
た
び
あ
る
。
特
に
日
常
的
な
介

助
の
場
面
で
、
そ
う
し
た
身
体
の
深
い

記
憶
に
触
れ
る
瞬
間
が
あ
る
と
、
私
の

心
は
躍
り
出
す
の
で
あ
る
」
（
六
六
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
著
者
の
躍
り
出

す
心
に
こ
そ
、
介
護
民
俗
学
の
所
以
が

あ
る
。
長
期
的
な
関
与
が
な
け
れ
ば
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
利
用
者
の
日
常

生
活
に
か
ん
す
る
情
報
（
習
慣
に
見
出
さ

れ
た
慣
習
）
を
著
者
が
得
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
。
一
時
的
な
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
で
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
知
見
を
長
期
的
か
つ
日
常
的
な
身
体

介
助
と
い
う
行
為
を
つ
う
じ
て
得
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
斎
藤
由
紀
子
さ
ん

と
の
日
常
的
な
排
泄
介
助
の
場
面
（
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
空
間
）
で
の
や
り
と
り
か
ら
、

「
介
護
職
員
に
と
っ
て
、
ト
イ
レ
は
小

さ
な
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
な
の
で
あ
る
」

（
七
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
佐
々
木
洋

子
さ
ん
と
橘
ち
ゑ
さ
ん
と
の
行
動
文
法

の
微
妙
な
ち
が
い
、
外
山
守
さ
ん
や
鈴

木
の
り
子
さ
ん
ら
認
知
症
の
利
用
者
に

と
っ
て
の
多
機
能
型
ト
イ
レ
の
あ
る
空

間
で
の
困
惑
ぶ
り
、
斎
藤
由
紀
子
さ
ん

が
経
験
知
を
総
動
員
す
る
ほ
ど
の
困
惑

し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
本
章
で
は
詳

述
さ
れ
る
。
「
利
用
者
た
ち
の
そ
ん
な

思
い
を
受
け
止
め
て
お
く
だ
け
で
、

「
不
思
議
」
と
思
わ
れ
る
言
動
へ
の
理

解
も
深
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ト
イ
レ
介
助
に
は
、
利
用
者
を
深
く
知

る
た
め
の
カ
ラ
ダ
の
記
憶
の
か
け
ら
が

散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
」
（
八
〇
頁
）
と

著
者
は
述
べ
て
い
る
。

「
第
三
章

民
俗
学
が
認
知
症
と
出
会

う
」
で
は
、
民
俗
学
者
と
し
て
の
著
者

が
認
知
症
の
香
川
ハ
ル
さ
ん
に
関
与
し

て
き
た
メ
ソ
ッ
ド
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
。

構
造
化
さ
れ
た
介
護
現
場
で
、
い
か
な

る
身
体
の
位
置
取
り
と
聞
き
取
り
が
為

さ
れ
、
「
昔
の
記
憶
」
を
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。
こ

の
な
か
で
著
者
は
参
与
観
察
と
い
う
メ

ソ
ッ
ド
が
「
介
護
現
場
で
の
利
用
者
、

特
に
認
知
症
の
利
用
者
へ
の
理
解
に
応

用
で
き
る
」
（
九
四
頁
）
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
。
ま
た
、
福
祉
学
と
民
俗
学
と

の
記
述
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、
前
者
が

非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
情

報
（
「
隠
さ
れ
た
気
持
ち
」
）
を
重
視
し

て
記
述
す
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は

「
語
ら
れ
た
言
葉
を
い
か
に
正
確
に
記

述
し
、
そ
し
て
文
脈
に
沿
っ
て
解
釈
す

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
と
な

る
」
（
九
六
頁
）
と
い
う
力
点
に
こ
そ
あ

る
と
い
う
。
「
言
葉
の
裏
に
あ
る
見
え

な
い
「
気
持
ち
」
を
「
察
す
る
」
の
で

は
な
く
、
相
手
の
言
葉
そ
の
も
の
を
聞

き
逃
さ
ず
に
、
書
き
と
め
る
こ
と
に
徹

す
る
」
（
九
九
頁
）
と
い
う
民
俗
学
的
メ

ソ
ッ
ド
（
聞
き
書
き
）
が
認
知
症
の
利
用

者
へ
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
有
効
で
は

な
い
か
と
、
鈴
木
正
さ
ん
と
木
村
弥
栄

子
さ
ん
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
つ

つ
、
提
起
し
て
い
る
。
ま
た
、
認
知
症

状
に
つ
い
て
、
認
知
症
に
よ
る
記
憶
障

害
を
負
っ
た
柳
田
國
男
の
話
、
瀬
名
喜

代
子
さ
ん
や
岡
田
幸
恵
さ
ん
と
の
や
り

と
り
、
楠
本
サ
エ
さ
ん
や
渡
邉
美
智
子

さ
ん
の
幻
覚
症
状
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通

し
て
得
ら
れ
た
知
見
に
も
と
づ
き
、
民

俗
学
的
に
考
察
し
て
い
る
。

「
認
知
症
と
い
う
病
気
や
そ
の
治
療

を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
、
今
こ
う
し
て
介
護
の
世

界
で
認
知
症
の
利
用
者
と
関
わ
り
な
が

ら
見
え
て
き
た
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
の

だ
。
そ
れ
は
、
年
を
と
る
と
は
、
個
人

差
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ま
で
は
見
え

な
か
っ
た
も
の
が
見
え
た
り
、
聞
こ
え

な
か
っ
た
も
の
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
跋
扈
す
る

狐
や
死
者
た
ち
を
拒
絶
せ
ず
、
否
定
せ

ず
、
彼
ら
と
と
も
に
腰
を
据
え
て
生
き

て
い
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
認
知
症
の
幻
覚

と
昔
話
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
だ
ま

だ
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
い
よ
う
に
思

う
。
」
（
一
四
〇
頁
）

こ
こ
ま
で
の
章
で
、
著
者
は
、
介
護

現
場
を
福
祉
学
で
は
な
く
民
俗
学
か
ら

捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
理
由
に
つ
い
て

民
俗
学
の
有
用
性
（
利
点
）
を
中
心
に
説

い
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
の
「
第
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四
章

語
り
の
森
へ
」
と
「
終
章

「
驚

け
な
い
」
現
実
と
「
驚
き
続
け
る
」
こ

と
の
意
味
」
で
は
、
福
祉
学
で
は
介
護

現
場
を
捉
え
き
れ
な
い
理
由
（
福
祉
学
で

は
な
ぜ
ダ
メ
な
の
か
）
が
明
か
さ
れ
て
い

く
。
「
回
想
法
で
は
な
い
」
と
言
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
訳
と
し
て
、
著
者
は

「
回
想
法
で
は
実
施
中
に
メ
モ
を
と
る

こ
と
を
極
力
さ
け
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
へ
の
疑
問
」
と
「
テ
ー
マ
か

ら
逸
れ
て
は
い
け
な
い
」
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
。
「
回
想
法
に
お
い
て
も
、
そ

の
関
心
の
中
心
が
、
回
想
さ
れ
た
内
容

そ
の
も
の
よ
り
も
、
利
用
者
の
非
言
語

的
表
現
や
気
持
ち
の
動
き
、
メ
ン
バ
ー

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
」
（
一
四
四
頁
）
、
「
民

俗
学
で
の
聞
き
書
き
と
福
祉
に
お
け
る

回
想
法
と
は
、
考
え
方
が
ま
る
で
異
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ

る
」
（
一
四
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
回
想
法
は
、
聞
き
手
が
設
定
し

た
テ
ー
マ
の
枠
内
で
の
話
し
か
聞
け
な

い
た
め
に
「
驚
き
」
が
欠
け
て
い
る
こ

と
、
利
用
者
に
対
し
て
客
観
的
な
行
動

評
価
を
行
う
目
的
を
も
っ
た
「
技
法
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
（
行
動
変
化
を
）
促

す
側
／
促
さ
れ
る
側
」
す
な
わ
ち
「
優

位
―
劣
位
の
関
係
性
」
が
生
じ
て
し
ま

う
―
―
こ
れ
は
回
想
法
に
限
ら
れ
た
こ

と
で
は
な
く
介
護
や
ケ
ア
の
場
に
お
い

て
常
に
生
じ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
―

―
と
著
者
は
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
。

他
方
で
、
民
俗
学
で
調
査
を
目
的
と
し

た
聞
き
書
き
の
場
で
も
権
力
関
係
が
働

い
て
い
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
た
だ

し
、
介
護
民
俗
学
の
試
み
に
お
い
て
は
、

話
者
に
「
教
え
を
受
け
る
」
と
い
う
非

対
称
的
な
関
係
性
の
乗
り
越
え
方
が
あ

る
と
い
う
。
そ
の
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
し
て
、
武
藤
春
子
さ
ん
の
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
著
者
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
「
介
護
民
俗
学
で
の

聞
き
書
き
は
、
利
用
者
の
心
や
状
態
の

変
化
を
目
的
と
は
し
な
い
（
と
い
う
よ
り

変
化
を
指
標
に
し
た
ら
お
そ
ら
く
「
聞
き
書

き
は
効
果
な
し
」
と
い
う
結
果
し
か
得
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
）
。
聞
き
書
き
で
は
、
社
会

や
時
代
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
き
て
き
た

人
間
の
暮
ら
し
を
知
り
た
い
と
い
う
絶

え
間
な
い
学
問
的
好
奇
心
と
探
究
心
に

よ
り
利
用
者
の
語
り
に
ス
ト
レ
ー
ト
に

向
き
合
う
の
で
あ
る
」
（
一
六
八
頁
）
と
。

こ
う
し
た
広
義
の
立
場
か
ら
、
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
に
お
い
て
存
命
中
に
『
想
い

出
の
記
』
を
利
用
者
（
加
藤
忠
紀
さ
ん
）

と
と
も
に
協
働
し
て
介
護
現
場
で
作
成

す
る
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
終
章

「
驚
け
な
い
」
現
実
と
「
驚

き
続
け
る
」
こ
と
の
意
味
」
で
、
よ
う

や
く
著
者
の
立
場
が
よ
く
わ
か
っ
て
く

る
。
著
者
は
、
「
介
護
民
俗
学
」
を
提

唱
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
介
護
現
場

を
福
祉
学
で
は
な
く
民
俗
学
か
ら
捉
え

な
お
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
を
福
祉
学
で
も
民
俗
学
で
も
な
い

立
場
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
一
文
に
し

め
さ
れ
て
い
る
。
「
利
用
者
と
の
そ
う

し
た
一
つ
ひ
と
つ
の
関
わ
り
が
、
介
護

職
員
と
利
用
者
と
の
関
係
を
、
そ
し
て

こ
れ
ま
で
本
書
で
述
べ
て
き
た
介
護
民

俗
学
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
民
俗
研
究

者
と
利
用
者
と
の
関
係
を
も
、
さ
ら
に

超
越
し
て
い
く
」
（
一
八
九
頁
）
と
い
う

立
場
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
「
ケ
ア
」
と
い
う
人

び
と
の
営
み
そ
の
も
の
を
、
人
と
人
と

が
織
り
成
す
関
係
性
と
い
う
次
元
に
ま

で
還
元
す
る
視
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

著
者
は
、
ケ
ア
を
組
み
立
て
な
お
そ
う

と
し
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
著
者
は
そ

の
よ
う
な
根
源
的
な
ケ
ア
の
次
元
を
も

と
め
て
い
く
の
か
。
そ
の
解
は
、
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」

で
あ
る
「
漂
泊
民
」
に
仮
名
で
あ
れ
名

前
を
与
え
、
生
活
史
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

丁
寧
に
描
出
し
て
き
た
点
に
明
ら
か
で

あ
る
。
筆
者
に
は
、
人
び
と
が
「
高
齢

者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
含
さ
れ
、

そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
人
生
に
お
け
る

苦
悩
や
葛
藤
が
制
度
に
よ
っ
て
回
収
さ

れ
て
し
ま
い
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
の
だ
。

福
祉
学
で
も
民
俗
学
で
も
な
い
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
「
介
護
民
俗
学
」
）
は
、

個
人
の
生
活
史
を
聞
き
書
き
、
「
漂
泊

民
」
が
ど
の
よ
う
な
人
生
を
負
っ
て
き

た
の
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
満
た
さ
れ
る
《
生
》
に
照

準
し
た
介
護
を
提
供
し
よ
う
と
試
み
る

―
―
い
わ
ば
、
そ
う
し
た
視
点
に
個
別

的
ケ
ア
の
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

本
書
が
お
お
く
の
読
者
に
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
は
、
民
俗
学
の
利
点

で
も
福
祉
学
の
欠
点
で
も
な
い
。
人
び

と
の
《
生
》
を
あ
り
の
ま
ま
に
率
直
に

理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
一
点
に
尽
き

る
の
だ
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
た
ち
読

者
は
、
本
書
で
登
場
し
た
、
（
仮
名
で
あ

れ
）
確
か
な
名
前
を
も
っ
た
ひ
と
り
一
人

の
「
あ
り
の
ま
ま
の
《
生
》
」
を
受
け

と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
巻
く
制
度
が

ど
の
よ
う
に
「
改
正
」
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
喫
緊
の

課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
自
己
負

担
を
求
め
つ
づ
け
る
政
治
を
い
か
に
く

い
止
め
る
の
か
。
定
住
地
を
も
た
ず
各

地
を
渡
り
歩
い
て
生
き
る
人
び
と
（
漂
泊

民
）
が
、
い
つ
か
ら
、
い
か
に
産
出
さ
れ

て
き
た
の
か
、
そ
し
て
、
ふ
た
た
び

「
漂
泊
民
」
を
再
生
産
し
つ
づ
け
て
い

る
社
会
的
・
政
治
的
構
造
と
は
な
に
か
。

真
に
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
に
必
要
な

ケ
ア
が
必
要
な
分
だ
け
提
供
さ
れ
る

「
社
会
」
を
構
想
で
き
る
人
材
養
成
は

い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
本
書
を
つ

う
じ
て
惹
起
し
た
問
い
で
あ
る
。
本
書

が
広
く
読
ま
れ
、
介
護
の
「
お
も
し
ろ

さ
」
と
「
魅
力
」
、
「
奥
深
さ
」
を
ま

ず
は
知
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
っ
て
い

る
。

（
『
驚
き
の
介
護
民
俗
学
』
六
車
由
実
著
、

医
学
書
院
刊
、
二
〇
一
二
年
、
二
、
一
六
〇

円
）
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実行委員会編『住吉部落の歴史と解放運動の歩み』 朝

治武／ジョン・L・ルーリー，シェリー・A・ヒル著 倉

石一郎，久原みな子，末木淳子訳『黒人ハイスクールの

歴史社会学 アフリカ系アメリカ人の闘い 1940-1980』

川島正樹

皮革の比較史 7 ジェネレーションXとミレニアル世代を

探して 西村祐子

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 7 第1部

部落共同体の基本的職業と歴史 第4章 中世後期の社会

的分業と構造 「惣村」より 2 川元祥一

部落解放 740（解放出版社刊，2017.4）：600円

特集 ひとを呼び込むまちづくり

豊かなまちを夢見る芦原橋アップマーケット 米田弘毅

／座談会 アップマーケットから日常の賑わいへ 米田弘

毅・南本庸介・三浦麻理子・塩谷一・榎並二朗／隣保館

マルシェ 被差別部落の食と文化で、人と人、地域をつ

なぐ 高吉美／じわじわと仲良しになる私たちのまち 古

河邦子

井上ハツミさんの死を悼む 小森龍邦

皮革の比較史 8 革は「ミステリー」 西村祐子

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 8 第1部

部落共同体の基本的職業と歴史 第5章 三つの職種に見

る社会の構造・差別の構造 1 川元祥一

部落解放研究 206（部落解放・人権研究所刊，2017.3）：

2,000円

特集 自治体における「複合的に困難な状況におかれた

人々」への対応

アイヌ女性と複合差別―多原良子さんと八幡巴絵さんへ

のインタビュー― 小坂田裕子

大学における同和問題・人権問題への取り組みに関する

アンケート 若槻健

衡平運動史研究の展望―『朝鮮衡平運動史料集』から見

えてきた課題― 渡辺俊雄

＜身分＞＜差別＞の歴史研究の意義と課題 畑中敏之

座談会 「＜身分＞＜差別＞の歴史研究の意義と課題」

をめぐって 畑中敏之・木下光生・寺木伸明・黒川みど

り・朝治武・矢野治世美

部落解放研究 23（広島部落解放研究所刊，2017.1）：

1,000円

広島県行政の人権確立を求めて―本会議質疑と答弁（20

16年2月）から 山下真澄

排外主義と政治―在特会と極右の台頭をめぐって 樋口

直人

反基地闘争の歴史と基地問題の行方―問うべきものを見

失わないために 毛利慶典

敗戦直後の部落問題研究批判―丸山眞男を時代診断の手

がかりとして 小早川明良

スガ！野枝！炎の女たち―重なり合うふたり 平田美知

子

権利を勝ち取るまで―日本で在韓被爆者を支えた人々

イトウソノミ

日本の近代化と旧中間層をめぐる一考察―『米澤弘安日

記』研究のために 青木秀男

部落解放研究くまもと 73（熊本県部落解放研究会刊，

2017.3）

宗教と差別語―本願寺派の取り組みから「ぼした」呼称

を考える 小笠原正仁

特集 第35回九州地区部落解放史研究集会報告

記念講演 中学校歴史学習「近世身分」の授業改善―

「士農工商」観の転換を中心に― 和田幸司／報告1 第3

5回九州地区部落解放史研究集会を通して学んだこと 川

﨑祐子／報告2 かくれ念仏と被差別部落 佐々木智憲／

報告3 牛の皮はこうして運ばれた―琉球・奄美・薩摩・

大坂―幕末から明治初年の牛皮流通― 阿南重幸／報告4

久留米藩と惣長吏頭の関係について 堀田秀茂

熊本地震に際しての支援へのお礼 花田昌宣

部落問題研究 219（部落問題研究所刊，2016.12）：1,

058円

鈴木良氏の近代史研究に学ぶ―地域史研究の立場から―

塚田孝

「賤称廃止令」発布後における浅草新町の再編過程に関

する一考察 ジョン・ポーター

スクールソーシャルワークが注目する校内体制づくり―

同和教育「河瀬実践」におけるケアリング― 山田恵子

史料紹介 近世隠岐島流人の科口書（中の続） 松尾寿

燎原 京都の民主運動史を語る会会報 227（燎原社

刊，2016.11）

戦後京都の出版と文化 今西一

歴史と経済 234（政治経済学・経済史学会刊，2017.1）

書評 杉本弘幸著『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―』 布川弘

歴史評論 801(校倉書房刊，2017.1)：940円

特集 部落史・身分論から考える歴史学の現在

中世身分制と差別 三枝暁子／身分的周縁とかわた村研

究 三田智子／部落史から考える日本の近代社会 黒川み

どり／全国水平社創立の世界史的意義 朝治武／＜矢田

教育差別事件＞再考 友常勉

2017年4月25日
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人権文化を拓く 231 スラムで育った外交官 秦辰也

本の紹介 野田サトル「ゴールデンカムイ」

であい 660（全国人権教育研究協議会刊，2017.3）：1

60円

人権文化を拓く 232 人権意識が自らをエンパワーする

―公害教育と人権教育の交流を― 栗本知子

同和教育論究 38（同和教育振興会刊，2017.1）：1,50

0円

西本願寺教団の戦争責任とは何か～「戦時教学」を中心

として～ 神戸修

「戦争のできる国」と差別―生活保護バッシングを考え

る― 藤満智徳

第一連区布教使研修会における差別発言問題等に学ぶ御

同朋の教学 麻田秀潤

近世真宗差別問題史料 10―「（仮称）月分達書等留」

― 左右田昌幸

図書新聞 3282号（図書新聞刊，2016.12.10）：260円

矢野亮著『しかし、誰が、どのように、分配してきたの

か 同和政策・地域有力者・都市大阪』 貴重な地域モノ

グラフ 杉本弘幸

[奈良県立同和問題関係史料センター]研究紀要 21

（奈良県教育委員会刊，2017.3）

中世宿者の警固に関する考察から―大和薬師寺の芸能警

固を主題材として― 山村雅史

大和神社の祭祀組織の変容 清水有紀

中近世移行期大和の地域社会と浄土真宗寺院 1―郡山今

井町光慶寺門徒の展開をめぐって― 奥本武裕

般若寺石製反花座について 山川均

被差別部落の村落景観に関する一考察―明治初期におけ

る奈良盆地農村地域の村落の事例から― 穴田敏之

ねっとわーく京都 337（ねっとわーく京都21刊，2017.

2）：514円

市政レポート 2 京都市の「貧困家庭の子どもの実態調

査」からみえるもの 宇賀優奈子

はらっぱ 376（子ども情報研究センター刊，2017.2）

特集 原発と子育て

ヒューマンJournal 219（自由同和会中央本部刊，201

6.12）：500円

部落解放運動40年を振り返って 22 部落解放に天皇制は

無用 2 灘本昌久

ヒューマンライツ 346（部落解放・人権研究所刊，20

17.1）：500円

特集 マイノリティの連帯―憲法施行70年をふまえて

各地の人権研究所の取り組み 14 部落解放・人権啓発の

ネットワーク構築をめざして 愛知部落解放・人権研究

所 折田和夫

調査結果からみる部落問題のいま 11 近畿大学学生の部

落問題認識（後編） 谷川雅彦

走りながら考える 185 部落差別解消法制定の意義と課

題―部落差別の存在と行政の責務を明記― 北口末広

ヒューマンライツ 347（部落解放・人権研究所刊，20

17.2）：540円

特集 「見た目問題」を知ってますか？

ヒューマンライツ 348（部落解放・人権研究所刊，20

17.3）：500円

特集 住宅困窮者と支援

各地の人権研究所の取り組み 15 東日本の部落・差別問

題研究 東日本部落解放研究所 吉田勉

書評 竹内良・西谷隆行共著『「人権をさがして」―企

業活動のなかで』 井上龍生

部落解放 736（解放出版社刊，2017.2）：1,080円

第47回部落解放・人権夏期講座報告書

部落解放 737（解放出版社刊，2017.2）：600円

特集 私たちの憲法を諦めない

本の紹介

竹内良・西谷隆行著『人権をさがして―企業活動のなか

で』 友永健三／ミリネ編・皇甫康子責任編集『家族写

真をめぐる私たちの歴史―在日朝鮮人・被差別部落・ア

イヌ・沖縄・外国人女性』 皇甫康子

まぼろしの映画『大地の夜明け』を上映して 川﨑那恵

皮革の比較史 6 姫路の「トリックスター」 西村祐子

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 6 第1部

部落共同体の基本的職業と歴史 第4章 中世後期の社会

的分業と構造 「惣村」より 1 川元祥一

部落解放 738（解放出版社刊，2017.2）：1,000円

部落解放研究第50回全国集会報告書

地元報告 奈良における部落解放運動の歩みと「両側か

ら超える」部落解放運動 伊藤満

記念講演 永続敗戦論から展望するこれからの日本 白井

聡

講演

差別を日日醸しているもの 金時鐘／未来に向けた新た

な方向性を見極めるべき時 「地対協」意見具申から20

年 寺澤亮一

部落解放 739（解放出版社刊，2017.3）：600円

特集 部落差別解消推進法成立

本の紹介

部落解放同盟大阪府連合会住吉支部創立60周年記念事業
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600円

特集 在日コリアンの人権

大阪市「ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の意義

とこれからの課題 藤井幸之助／ワンコリアフェスティ

バルをつないで 鄭甲寿／路上の火曜日行動―朝鮮学校

排除に抗う人々― 髙賛侑／生野区の中学生の意見表明

宮城登

「部落差別解消推進法」成立にあたって（声明） 公益

社団法人部落問題研究所理事会

部落問題研究所70年の面影 10 文学読本『はぐるま』―

大衆路線を拓く― 東上高志

人権と部落問題 896（部落問題研究所刊，2017.2）：

1,100円

特集 部落問題の解決過程を担った人びと

部落解放運動

松本治一郎／北原泰作/岡映／中西義雄

共同の取り組み(研究)

木村京太郎／藤谷俊雄／三木一平／杉之原寿一／難波英

夫・鈴木二郎／馬原鉄男／渡辺広／鈴木良／北川鉄夫

同和教育

小川太郎／石田眞一／水田精喜／西滋勝／佐古田好一

時代を映す

住井すゑ／瀬川負太郎／ドーンの六人衆／八尾中学の教

師集団／村崎義正

人権と部落問題 897（部落問題研究所刊，2017.3）：

600円

特集 戦後部落問題の分岐点 3―広島―

文芸の散歩道 諸井條次『鞍工兵』―部落出身の兵士の

反乱― 秦重雄

部落問題研究所70年の面影 11 逆流／その中で 東上高

志

振興会通信 131（同和教育振興会刊，2016.11）

同朋運動史の窓 37 左右田昌幸

新刊紹介 『講座同朋運動 西本願寺教団と部落差別問題』

第3巻

振興会通信 132（同和教育振興会刊，2017.1）

同朋運動史の窓 38 左右田昌幸

真宗 1356（真宗大谷派宗務所刊，2017.3）：250円

部落差別問題等に関する教学委員会報告書（提言・調査

研究報告）

身同 36号（真宗大谷派解放運動推進本部刊，2016.12）：

1,200円

小特集 性差別から問われること

これからの部落解放運動の展望―変化する社会の現実を

ふまえて― 北口末広

武内了温師の事跡を訪ねて 山内小夜子

現在の部落差別問題を考える―『ふしぎな部落問題』

（角岡伸彦著）を通して― 吉田佑樹

部落差別解消推進法におもう 吉田和豊

月刊スティグマ 248（千葉県人権センター刊，2017.3）：

500円

特集1 「千葉県部落の記録保存運動」始まる

特集2 佐倉市内差別戒名墓石問題、取り組み進む

崇仁～ひと・まち・れきし～ 01（崇仁発信実行委員

会刊，2016.3）

崇仁が歩んできた道を辿る 高橋さんに聞いてみた！

芸大ってどんなとこ？ 1 作家インタビュー 崇仁に来て

る作家さんに話かけてみました

崇仁～ひと・まち・れきし～ 02（崇仁発信実行委員

会刊，2016.11）

特集 崇仁小学校 1

伊東茂光校長のこと／思い出を伺いました。和田文夫先

生 第17代目校長

芸大ってどんなとこ？ 2 京都市立芸術大学学長鷲田清

一氏インタビュー（前編）

崇仁～ひと・まち・れきし～ 03（崇仁発信実行委員

会刊，2017.3）

特集 崇仁小学校 2

さいごの校長 22代目校長 走井徳彦先生／崇仁小学校の

宝物 青い目のお人形「アンちゃん」 菱田不二三さん

芸大ってどんなとこ？ 3 京都市立芸術大学の取り組み

について 沓掛から崇仁へ「引越し中」！

芸大ってどんなとこ？ 4 京都市立芸術大学学長鷲田清

一氏インタビュー（後編）

地域と人権京都 732（京都地域人権運動連合会刊，20

17.1.1）：150円

私たちは「部落差別」解消法案に反対します 京都地域

人権運動連合会の見解

であい 657（全国人権教育研究協議会刊，2016.12）：

160円

人権文化を拓く 229 徳島県教組襲撃事件裁判と朝鮮学

校～ヘイトクライムを乗り越える「出会い直し」の実践

～ 山本崇記

であい 658（全国人権教育研究協議会刊，2017.1）：1

60円

人権文化を拓く 230 隠蔽され続ける部落問題 石元清英

であい 659（全国人権教育研究協議会刊，2017.2）：1

60円
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本の紹介 内藤正典著『となりのイスラム』

解放新聞 2802（解放新聞社刊，2017.3.13）：90円

未来を紡ぐ大地から 1 変化するインド社会と被差別民

安田耕一

解放新聞広島県版 2231（解放新聞社広島支局刊，201

7.1.15）

「昭和」史の中のある半生 57 小森龍邦

解放新聞広島県版 2233（解放新聞社広島支局刊，201

7.2.5）

「昭和」史の中のある半生 58 小森龍邦

解放新聞広島県版 2234（解放新聞社広島支局刊，201

7.2.15）

「昭和」史の中のある半生 59 小森龍邦

架橋 36（鳥取市人権情報センター刊，2017.2）

特集 「私」の世界人権宣言

みんなの架橋～架橋でめぐる全国の人権機関～ お城が

一望できる姫路市人権啓発センター（ゆいぱる）

語る・かたる・トーク 263（横浜国際人権センター刊，

2017.1）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 60 道徳教育と人権教

育 9─いま改めて問われていること─ 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

「ペットボトル・マジック」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 264（横浜国際人権センター刊，

2017.2）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 61 道徳教育と人権教

育 10─道徳教育の今後をめぐって─ 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

「フクシマの問題」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 265（横浜国際人権センター刊，

2017.3）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 62 道徳教育と人権教

育 11─私たちがなすべきことは…─ 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

「ヒナ鳥は飛べてるか」 吉成タダシ

かわとはきもの 178（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2016.12）

靴の歴史散歩 123 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 46（京都部落

問題研究資料センター刊，2017.1）

2016年度差別の歴史を考える連続講座第5回・6回報告

本の紹介

竹内康人著『静岡県水平社の歴史』 小池善之／中村久

子著『対馬非人等史料 諸覚書』 橋口和孝

収集逐次刊行物目次（2016年10月～12月受入）

グローブ 88（世界人権問題研究センター刊，2017.1）

それぞれの現実の交差に向けて―京都市いきいき市民活

動センターの事業より― 中川理季

本の紹介 水野直樹・文京洙著『在日朝鮮人 歴史と現在』

高野昭雄

芸備近現代史研究 創刊号（芸備近現代史研究会刊，2

017.1）

葛原勾当の弟子たち―葛原勾当日記の翻刻を終えて―

佐藤一夫

植民地期朝鮮と尾道家畜市場 割石忠典

神辺町における部落解放運動のあゆみ―1970年前後を振

りかえって― 藤本誠二

三好・鵜とともに生きる生業 松本卓也

「朝鮮通信使」と蒲刈 桂眞理子

藝能史研究 215（藝能史研究會刊，2016.10）：1,800

円

「四条河原」芝居地に関する一考察 下坂守

国際人権ひろば 131（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2017.1）：350円

特集 働く人の人権

国際人権ひろば 132（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2017.3）

特集 グローバル化のなかの「ビジネスと人権」最前線

人権21 調査と研究 246（おかやま人権研究センター

刊，2017.2）：650円

私の本棚 『差別と迷信―被差別部落の歴史』（住本健

次・板倉聖宣著） 武田芳紀

人権と部落問題 894（部落問題研究所刊，2017.1）：

600円

特集 部落差別解消推進法の批判

憲法からみた部落差別解消推進法案の問題点 丹波徹／

部落問題解決の到達点と「部落差別解消推進法案」の問

題点 奥山峰夫／「『部落差別』固定化法案」の成案過

程と反対運動 新井直樹／「部落差別」永久化法案を問

う―長野・御代田町から― 茂木祐司／不公正・乱脈な

同和行政を復活させる「部落差別解消推進法（案）」

杉島幸生

部落差別解消過程の具体像―同和教育の立場から― 東

上高志

文芸の散歩道 浅野晃著『米英思想批判』における夏目

漱石評について 水川隆夫

人権と部落問題 895（部落問題研究所刊，2017.2）：

2017年4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://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

◇今年度の「差別の歴史を考える連続講座」全6回分の日程が決まりました。是非予定にいれていただき、
ふるってご参加ください。
◇昨年度の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。

明日を拓く 112（東日本部落解放研究所刊，2016.1）：

1,080円

特集 1 精神障害のある人への差別

精神障害のある人への差別について―精神科病棟転換型

居住系施設を阻止するために― 増田一世／精神科病棟

転換型居住系施設問題のその後 増田一世

特集 2 復刻版全国部落調査事件をめぐって

ネット上の「言論」と司法的手続き―復刻版全国部落調

査事件を素材に― 河村健夫

明日を拓く 113（東日本部落解放研究所刊，2016.2）：

1,000円

特集 東日本の同和教育

第7回東日本同和教育実践交流会の報告／繋げていきた

い確かなもの・大切な思い～祖母から母へ 母から私へ

私から子どもたち、孫たちへ～ 吉田あけみ／座談会 東

日本の同和教育の現在とこれから

アファーマティブやまぐち21 第9号（アファーマティ

ブやまぐち21刊行委員会刊，2016.10）：800円

色覚検査のあり方について～学校保健安全法施行規則の

一部『改正』を受けて～ 山崎一士

色ってイロいろ～「色覚特性」について～ 山崎一士

自分を語ること 青木洋一

歴史の窓 河野諦円と赤松照幢 青木洋一

小説 「流転の外療医」 宮本誠

IMADR通信 189（反差別国際運動刊，2017.2）：500円

特集 琉球・沖縄からの声

ウィングスきょうと 138（京都市男女共同参画推進協

会刊，2017.2）

図書情報室新刊案内

浅井幸子[ほか]編著『教師の声を聴く 教職のジェンダー

研究からフェミニズム教育学へ』／ジョン・クラカワー

著『ミズーラ 名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法

制度』

解放研究とっとり 研究紀要 19（鳥取県人権文化セ

ンター刊，2017.3）：500円

鳥取藩士岡島正義の「部落」観 坂本敬司

小学生から101歳まで誰もが住みやすいまちをめざして

―大山町人権・同和問題小地域懇談会の取り組み― 井

上誠行

在住外国人の方々から頼られる団体をめざして 景下明

美

障害のある人が直面する「社会的障壁」をなくす取組み

を推進するために―対応者側の取組みプロセスから考え

る― 鳥取県人権文化センター

解放新聞 2794（解放新聞社刊，2017.1.16）：90円

ノンフィクションからの警鐘 25 飯島裕子著『ルポ貧困

女子』音谷健郎

解放新聞 2795（解放新聞社刊，2017.1.23）：90円

本の紹介 『住吉部落の歴史と解放運動の歩み』

ハンセン病家族訴訟が問いかけること―強制隔離政策は

家族崩壊を生み「人生被害」をもたらした― 1 林力

解放新聞 2796（解放新聞社刊，2017.1.30）：90円

ハンセン病家族訴訟が問いかけること―強制隔離政策は

家族崩壊を生み「人生被害」をもたらした― 終 林力

解放新聞 2797（解放新聞社刊，2017.2.6）：90円

2017年度一般運動方針（第1次草案）

解放新聞 2798（解放新聞社刊，2017.2.13）：90円

ノンフィクションからの警鐘 26 新崎盛暉著『日本にとっ

て沖縄とは何か』 音谷健郎

解放新聞 2801（解放新聞社刊，2017.3.6）：90円

収集逐次刊行物目次 （2017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～


