
当
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
「
二
〇
一
七

年
度
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続
講
座
」

の
第
三
回
・
第
四
回
を
京
都
府
部
落
解

放
セ
ン
タ
ー
で
、
七
月
二
八
日
・
一
〇

月
六
日
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

講
演
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。
詳
し

く
は
年
度
末
に
発
行
予
定
の
講
演
録
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

古
代
日
本
で
は
、
律
令
を
中
心
に
国

づ
く
り
を
行
っ
て
お
り
、
個
々
人
が
区

別
で
き
る
よ
う
に
住
ん
で
い
る
地
や
姓

名
、
年
齢
、
特
徴
な
ど
を
明
記
し
た
戸

籍
を
作
っ
て
支
配
し
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
各
人
に
田
地
を
分
け
与
え
て
税
を
徴

収
し
て
い
た
。
た
だ
、
列
島
内
で
政
権

の
統
治
が
及
ん
で
い
な
い
地
域
の
人
々

―
蝦
夷
・
南
島
人
・
隼
人
な
ど
は
「
夷い

狄
」
と
さ
れ
、
公
民
の
枠
外
に
お
か
れ

て
きた

。山
城
に
遷
都
し
た
桓
武
天
皇
は
新
し

い
体
制
を
敷
く
た
め
に
身
分
・
階
層
の

把
握
の
再
編
を
行
う
。
そ
の
一
環
と
し

て
、
夷
狄
と
し
て
い
た
隼
人
の
公
民
化

を
行
っ
た
。
ま
た
、
平
安
初
期
の
東
北

で
の
大
規
模
な
戦
争
の
際
に
降
伏
し
て

全
国
各
地
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
蝦
夷
に

対
し
て
も
公
民
化
政
策
を
始
め
た
。
こ

れ
は
結
果
的
に
は
失
敗
し
大
半
が
「
俘

囚
」
と
い
う
身
分
に
固
定
さ
れ
る
の
だ

が
、
こ
の
時
代
の
蝦
夷
の
社
会
的
地
位

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
を
、
姓
に
着
目
し

て
検
討
を
行
っ
た
。

こ
の
時
代
の
姓
は
ウ
ジ
ナ
と
カ
バ
ネ

か
ら
で
き
て
お
り
、
社
会
的
地
位
を
示

す
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
功
績
な
ど
に

よ
っ
て
改
姓
す
る
場
合
が
あ
り
、
俘
囚

の
改
姓
例
が
『
続
日
本
後
紀
』
な
ど
に

載
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
俘
囚
特
有

の
姓
「
吉
弥
侯
部
」
か
ら
地
名
や
新
興

き

み

こ

べ

豪
族
を
想
起
さ
せ
る
姓
や
文
化
教
養
的

な
姓
に
改
姓
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

た
だ
、
俘
囚
に
対
し
て
人
々
が
姓
名
で

呼
ば
ず
に
「
夷
俘
」
と
呼
ん
で
い
る
た

い

ふ

め
こ
れ
を
禁
止
す
る
史
料
も
あ
り
、
蝦

夷
へ
の
差
別
意
識
が
広
く
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
歌
合
」
と
は
、
貴
族
た
ち
が
左
右

に
分
か
れ
て
和
歌
を
詠
み
あ
い
ど
ち
ら

が
良
い
か
優
劣
を
競
う
も
の
で
あ
る
。

「
職
人
歌
合
」
は
貴
族
た
ち
が
職
人
に

成
り
代
わ
っ
て
和
歌
を
詠
み
優
劣
を
論

じ
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時

代
に
か
け
て
作
成
さ
れ
、
現
在
四
種
五

作
品
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
合

で
の
職
人
の
描
か
れ
方
、
詞
書
な
ど
に

は
当
時
の
貴
族
た
ち
の
目
線
、
価
値
観

が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
一
九
八
〇
年
代

か
ら
研
究
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
。

『
東
北
院
職
人
歌
合
』
と
『
鶴
岡
放

生
会
職
人
歌
合
』
は
鎌
倉
時
代
に
作
ら

れ
た
作
品
で
、
そ
れ
ま
で
の
歌
合
と
は

違
う
新
奇
性
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の

と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
序
文
で
は

職
人
た
ち
の
こ
と
を
「
み
ち
み
ち
の
も

の
ど
も
」
「
道
々
の
輩
ど
も
」
と
し
て

と
も
が
ら

い
る
が
、
こ
の
時
代
の
「
道
」
と
い
う

語
は
様
々
な
技
術
者
を
意
味
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
職
人
へ
の
賤
視
の
意
識

に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か

し
、
二
百
余
年
後
に
作
ら
れ
た
『
三
十

二
番
職
人
歌
合
』
『
七
十
一
番
職
人
歌

合
』
で
は
、
そ
の
序
文
で
職
人
た
ち
の

こ
と
を
「
い
や
し
き
身
」
「
を
ろ
か
な

る
草
の
む
し
ろ
」
と
卑
下
す
る
表
現
を

し
て
い
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
人
々
に

対
し
て
賤
視
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
異

な
っ
た
価
値
観
で
見
る
眼
差
し
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。
中
世
前
期
と
後
期
で
は

職
人
た
ち
に
対
す
る
認
識
に
何
ら
か
の

変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

今
後
、
職
人
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
や
歌
を

分
析
し
た
り
、
他
の
絵
画
史
料
な
ど
と

も
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
職

人
歌
合
」
が
描
く
世
界
、
そ
の
背
景
に

あ
る
社
会
状
況
を
更
に
読
み
解
く
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
３
回

平
安
初
期
に
お
け
る
俘
囚
の

ふ
し
ゅ
う

姓
に
つ
い
て

―
平
安
新
京
・
新
時
代
と
蝦
夷
―

え

み

し

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

『
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
）



金
沢
大
学
時
代
の
友
人
で
あ
る
小
林

丈
広
さ
ん
よ
り
メ
ー
ル
が
届
い
た
。

「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
と
い
う
唄
を
知
っ

て
い
る
か
?
」
何
の
事
か
わ
か
ら
な
い

ま
ま
「
知
っ
て
い
る
。
」
と
返
信
し
た
。

こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
私
が
こ
の

本
を
紹
介
す
る
事
と
な
っ
た
。
安
請
け

合
い
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
方
が
正
し

い
。
掲
載
す
る
紙
面
は
部
落
問
題
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
事
も
後
か
ら
知
っ
た

が
、
こ
の
本
が
部
落
と
ど
う
関
係
す
る

の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
本
を

読
ん
で
、
そ
の
内
容
の
紹
介
と
、
自
分

の
感
想
を
記
し
て
み
る
。

著
者
の
澤
宮
氏
は
熊
本
県
に
生
ま
れ
、

世
の
中
が
バ
ブ
ル
真
っ
只
中
の
昭
和
六

二
年
（
一
九
八
七
）
頃
に
東
京
の
青
山
学

院
大
学
で
考
古
学
を
専
攻
さ
れ
て
い
る
。

私
も
金
沢
大
学
の
考
古
学
研
究
室
を
卒

業
し
た
の
は
昭
和
五
九
年
で
あ
り
、
五

年
程
私
が
先
輩
と
な
る
。
「
考
古
学
エ

レ
ジ
ー
」
は
考
古
学
研
究
室
で
唄
わ
れ

る
事
は
な
か
っ
た
が
、
サ
ー
ク
ル
活
動

と
し
て
の
考
古
学
研
究
会
で
は
唄
わ
れ

て
い
た
。
歌
詞
は
若
干
違
う
が
「
遺
跡

求
め
て
俺
た
ち
は
、
街
を
離
れ
て
野
に

山
に
、
夕
べ
の
星
み
て
し
み
じ
み
想
う
、

遠
い
昔
の
物
語
。
雪
の
山
野
に
日
は
落

ち
て
、
白
き
気
高
き
山
裾
に
、
赤
い
夕

陽
の
落
ち
る
を
見
れ
ば
、
あ
の
娘
の
こ

と
を
思
い
出
す
。
あ
の
娘
は
良
家
の
お

嬢
さ
ん
、
お
い
ら
は
し
が
な
い
考
古
学

徒
、
ど
う
せ
叶
わ
ぬ
恋
な
ら
ば
、
ト
レ

ン
チ
掘
っ
て
あ
き
ら
め
よ
う
。
発
掘
終

わ
れ
ば
俺
た
ち
は
、
離
れ
離
れ
に
去
っ

て
ゆ
く
、
せ
め
て
今
宵
は
飲
み
明
か
そ

う
ぜ
、
青
い
月
夜
の
更
け
る
ま
で
、
青

い
月
夜
の
更
け
る
ま
で
。
」
で
あ
る
。

偶
然
、
二
年
ほ
ど
前
、
三
十
数
年
ぶ
り

に
金
沢
で
考
古
学
研
究
会
の
同
窓
会
が

あ
り
「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
を
唄
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
唄
が
全
国

で
唄
わ
れ
て
い
た
と
は
全
く
想
像
だ
に

し
て
い
な
か
っ
た
。
私
に
と
っ
て
の

「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
は
、
考
古
学
を

愛
す
る
同
好
会
メ
ン
バ
ー
が
、
炎
天
下

の
も
と
、
ス
コ
ッ
プ
で
ト
レ
ン
チ
（
細
長

い
長
方
形
の
試
掘
調
査
区
）
を
掘
っ
た
り
、

平
板
で
等
高
線
測
量
を
行
い
、
夜
は
公

民
館
で
合
宿
す
る
た
め
、
夕
食
の
宴
会

に
お
い
て
唄
っ
た
も
の
で
あ
る
。
合
宿

は
短
期
の
た
め
「
発
掘
終
わ
れ
ば
俺
た

ち
は
、
離
れ
離
れ
に
去
っ
て
ゆ
く
」
と

い
う
歌
詞
が
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

ま
た
、
合
宿
地
の
夜
空
の
星
は
と
て
も

多
く
美
し
か
っ
た
。
そ
ん
な
夜
に
、
遺

跡
の
上
で
考
古
学
を
愛
す
る
仲
間
、
男

女
が
花
火
を
し
た
り
、
遠
い
昔
に
ロ
マ

ン
を
は
せ
る
充
実
感
は
、
今
と
な
っ
て

は
何
物
に
も
代
え
が
た
い
宝
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
卒
業
し
て
就
職
す
れ
ば
、
遠

い
昔
に
ロ
マ
ン
を
は
せ
る
こ
と
は
な
い

と
い
う
現
実
を
皆
理
解
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
当
時
は
青
い
鳥
症
候
群
と
い

う
言
葉
が
あ
り
、
夢
ば
か
り
追
い
か
け

て
、
現
実
逃
避
す
る
人
達
を
指
し
て
い

う
言
葉
だ
っ
た
。
た
だ
、
考
古
学
を
専

攻
し
て
い
る
私
は
、
何
と
か
し
て
発
掘

調
査
を
職
業
と
し
た
か
っ
た
。
近
頃
は

青
い
鳥
症
候
群
と
い
う
言
葉
は
死
語
と

な
っ
た
の
か
、
夢
を
追
い
続
け
れ
ば
、

必
ず
そ
の
夢
は
叶
う
と
い
う
教
育
が
主

流
と
な
っ
て
い
る
。
無
責
任
な
教
育
に

し
か
思
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
一
流

大
学
の
三
十
代
の
恐
竜
化
石
研
究
者
が
、

子
供
達
の
化
石
発
掘
体
験
会
に
伴
う
講

演
会
で
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
お
話
を
さ
れ

た
後
、
親
か
ら
「
ど
う
し
た
ら
子
供
が

化
石
の
研
究
者
に
な
れ
る
の
か
?
」
と

の
質
問
が
で
た
。
そ
の
時
、
研
究
者
は

答
え
た
「
化
石
研
究
者
に
な
る
事
は
お

勧
め
し
な
い
。
」
と
。

長
々
と
自
分
の
事
ば
か
り
述
べ
て
き

た
が
、
本
題
の
本
の
紹
介
に
移
る
。

第
一
章

｢

考
古
学
エ
レ
ジ
ー｣

生
ま
れ
る
！

考
古
学
エ
レ
ジ
ー
を
生
ん
だ
の
は
、

昭
和
四
二
年
、
國
學
院
大
學
の
考
古
学

を
専
攻
す
る
二
人
の
学
生
（
後
、
熊
本
県

庁
職
員
、
宮
崎
大
学
教
授
）
だ
っ
た
。
学

校
の
講
義
に
は
出
ず
、
発
掘
調
査
ば
か

り
や
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
頃
は
学

生
運
動
が
盛
ん
で
、
集
会
で
は
ロ
シ
ア

の
労
働
歌
が
よ
く
歌
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
影
響
で
、
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
が
誕
生

し
た
。
発
掘
調
査
は
、
他
大
学
の
学
生

と
一
緒
に
一
週
間
以
上
も
寝
泊
り
す
る

の
が
普
通
で
、
考
古
学
に
ロ
マ
ン
を
感

じ
、
昼
の
発
掘
作
業
の
疲
れ
を
い
や
す

た
め
、
夜
は
酒
を
飲
ん
で
考
古
学
エ
レ

ジ
ー
が
唄
わ
れ
た
。
こ
の
様
に
し
て
、

唄
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
、

考
古
学
を
学
ん
で
も
、
卒
業
後
に
そ
れ

が
生
か
さ
れ
る
就
職
先
は
ほ
と
ん
ど
無

か
っ
た
事
を
、
皆
、
理
解
し
て
い
た
。

私
の
場
合
は
違
っ
て
い
た
、
高
校
時

代
の
恩
師
に
、
「
発
掘
で
き
る
人
間
が
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本
の
紹
介

澤
宮
優
著

『
「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
の
唄
が
聞
こ
え
る

発
掘
に
か
け
た
青
春
哀
歌
』

木

田

清

（
金
沢
大
学
考
古
学
研
究
会
Ｏ
Ｂ
）



県
庁
に
い
な
く
て
困
っ
て
い
る
。
」
と

誘
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
京
都
大
学
か
、

岡
山
大
学
へ
の
進
学
を
進
め
ら
れ
た
が
、

地
元
の
大
学
に
進
学
し
て
し
ま
っ
た
。

第
二
章

活
躍
す
る
考
古
ボ
ー
イ

考
古
学
会
の
重
鎮
た
ち
は
、
既
に
高

校
生
の
頃
か
ら
遺
跡
調
査
に
参
加
し
て

い
る
。
遺
跡
は
全
国
各
地
に
存
在
し
、

古
文
書
の
よ
う
に
研
究
者
以
外
は
目
に

す
る
事
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
が
、
考
古
学
の
大
き
な
特

徴
で
あ
り
、
庶
民
的
で
身
近
に
存
在
す

る
自
分
た
ち
の
歴
史
で
あ
る
事
か
ら
も
、

多
く
の
考
古
ボ
ー
イ
が
誕
生
す
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
身
近
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

高
度
経
済
成
長
に
よ
る
高
速
道
路
建
設

工
事
等
に
伴
い
遺
跡
の
破
壊
が
問
題
視

さ
れ
、
各
地
で
市
民
に
よ
る
遺
跡
保
存

運
動
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
遺
跡
を
調

査
す
る
の
も
公
務
員
（
か
つ
て
の
考
古
ボ
ー

イ
）
、
道
路
を
建
設
す
る
の
も
公
務
員
、

遺
跡
保
存
運
動
は
市
民
、
考
古
学
愛
好

者
と
い
う
構
図
の
な
か
で
、
多
く
の
遺

跡
調
査
員
で
あ
る
考
古
ボ
ー
イ
は
悩
み
、

保
存
運
動
に
参
加
す
る
者
も
い
た
。
遺

跡
の
調
査
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
れ

ほ
ど
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

破
壊
し
て
道
路
を
建
設
し
て
も
や
む
な

し
と
い
う
理
論
は
、
考
古
学
を
志
す
者

に
は
許
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
章

エ
レ
ジ
ー
は
こ
う
や
っ
て
伝
播
し
た

遺
跡
の
発
掘
調
査
は
人
材
不
足
で
あ

り
、
調
査
現
場
に
は
全
国
各
地
か
ら
多

く
の
考
古
ボ
ー
イ
で
あ
る
大
学
生
が
集

ま
る
事
と
な
る
。
長
期
に
わ
た
り
寝
泊

り
を
共
に
す
る
た
め
、
酒
を
飲
む
こ
と

も
多
く
、
将
来
の
就
職
と
い
う
現
実
に

目
を
そ
ら
し
た
い
と
い
う
事
も
あ
っ
て

か
、
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
は
皆
に
愛
さ
れ
、

全
国
に
伝
播
す
る
。

第
四
章

遺
跡
破
壊
と
学
生
運
動
と
エ

レ
ジ
ー
と

昭
和
三
五
年
の
日
米
安
保
闘
争
を
発

端
と
し
て
、
学
生
運
動
が
起
こ
り
、
デ

モ
や
集
会
で
は
必
ず
唄
が
唄
わ
れ
た
。

昭
和
四
四
年
、
浜
松
市
は
県
指
定
史
跡

の
一
部
を
指
定
解
除
し
、
建
物
の
建
設

を
前
提
と
し
た
発
掘
調
査
を
強
行
し
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
学
生
が
遺
跡

に
座
り
込
み
、
遺
跡
の
保
存
を
訴
え
た
。

保
存
す
べ
き
遺
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
て

い
る
史
跡
を
、
市
が
指
定
解
除
さ
せ
て

ま
で
開
発
を
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
遺
跡
の
保
存
運

動
は
全
く
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し

ま
う
。
抗
議
声
明
文
は
、
國
學
院
大
學

考
古
学
研
究
会
か
ら
だ
さ
れ
た
。
考
古

学
研
究
室
で
は
な
い
。
サ
ー
ク
ル
活
動

と
し
て
の
研
究
会
で
あ
る
。
一
五
年
に

及
ぶ
闘
争
の
結
果
、
保
存
運
動
は

高

裁
に
お
い
て
敗
れ
た
。

昭
和
四
四
年
、
京
都
平
安
博
物
館
で

開
催
さ
れ
た
日
本
考
古
学
協
会
総
会
で

は
、
同
協
会
は
遺
跡
破
壊
の
露
払
い
役

を
担
っ
て
い
る
と
学
生
た
ち
が
訴
え
、

七
九
名
も
の
学
生
が
逮
捕
さ
れ
た
。
こ

の
行
動
も
考
古
学
研
究
会
の
主
導
で
、

研
究
室
の
か
か
わ
り
は
希
薄
で
あ
っ
た
。

第
五
章

遺
跡
保
存
に
立
ち
上
が
れ
！

遺
跡
を
保
存
す
る
た
め
に
は
、
た
だ

遺
跡
が
大
事
だ
!
と
訴
え
る
だ
け
で
は

駄
目
で
あ
り
、
ど
こ
が
ど
う
す
ご
い
の

か
を
具
体
的
に
説
明
し
、
市
民
の
関
心

を
引
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
地
元
市

民
に
よ
る
保
存
運
動
に
ま
で
発
展
し
な

い
と
保
存
は
実
現
し
な
い
。

戦
前
の
間
違
っ
た
皇
国
史
観
を
教
え

込
ま
れ
て
き
た
考
古
学
者
は
、
文
字
に

書
か
れ
た
歴
史
は
信
用
で
き
な
い
が
、

考
古
資
料
は
確
実
に
存
在
し
て
お
り
、

歴
史
の
真
実
を
伝
え
る
証
人
た
り
う
る

と
し
、
考
古
学
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。

現
在
全
国
各
地
で
一
般
化
さ
れ
て
い
る

記
録
保
存
の
た
め
の
行
政
発
掘
調
査
は
、

遺
跡
の
保
存
で
は
な
い
と
す
る
。

第
六
章

｢

考
古
学
エ
レ
ジ
ー｣

を
生
き
る

考
古
学
へ
の
夢
を
捨
て
き
れ
ず
に
、

一
度
民
間
企
業
に
就
職
す
る
も
の
の
、

職
を
な
げ
う
っ
て
、
考
古
学
の
道
に
進

ん
だ
者
も
い
る
。
考
古
学
の
道
と
は
行

政
発
掘
を
行
う
調
査
員
と
な
る
事
で
あ

る
。
学
生
時
代
に
学
生
運
動
と
し
て
、

行
政
発
掘
は
遺
跡
破
壊
だ
と
叫
ん
だ
者

の
多
く
も
、
考
古
学
の
道
は
、
行
政
発

掘
へ
の
道
で
あ
っ
た
。

明
治
大
学
、
岡
山
大
学
の
考
古
学
研

究
室
で
は
、
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
は
唄
わ

れ
な
か
っ
た
。
大
学
に
お
け
る
考
古
学

の
研
究
姿
勢
に
、
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
は

不
似
合
い
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
七
章

高
校
考
古
学
部
は
活
躍
す
る

昭
和
四
〇
年
代
、
遺
跡
は
全
国
各
地

で
破
壊
さ
れ
て
い
た
。
幸
運
に
も
、
そ

れ
を
み
つ
け
た
高
校
の
考
古
学
部
が
、

緊
急
調
査
を
実
施
し
て
い
た
の
だ
。
つ

ま
り
考
古
学
を
理
解
し
て
い
た
高
校
の

先
生
が
そ
れ
を
指
揮
し
て
い
た
。
た
だ
、

ク
ラ
ブ
活
動
で
対
応
で
き
る
レ
ベ
ル
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
行
政
に
は
考

古
学
を
理
解
す
る
人
材
が
配
置
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
昭
和
五
〇
年
代
、
行
政

に
遺
跡
調
査
員
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
高
校
考
古
学
部
の
活
躍
す
る

場
面
が
皮
肉
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

第
八
章

戦
争
と
登
呂
遺
跡
と
師
弟
の
愛
と

戦
地
で
多
く
の
仲
間
が
死
ん
で
い
く

姿
を
見
、
神
国
日
本
が
不
滅
の
国
で
は

な
か
っ
た
事
を
痛
感
し
、
そ
れ
が
契
機

と
な
っ
て
本
当
の
日
本
の
歴
史
を
知
り

た
い
と
考
古
学
を
志
し
た
者
が
多
く
い

た
。
終
戦
直
後
に
実
施
さ
れ
た
弥
生
時

代
の
登
呂
遺
跡
発
掘
調
査
に
よ
り
、
戦

前
の
皇
国
史
観
は
間
違
い
で
あ
っ
た
事

が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
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の
発
掘
調
査
は
、
多
く
の
大
学
か
ら
集

ま
っ
た
学
生
が
合
宿
し
な
が
ら
、
四
年

も
の
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
夜
に
は
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
こ

そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
酒
を
飲
ん
で
唄

も
唄
わ
れ
た
。
そ
ん
な
仲
間
か
ら
多
く

の
考
古
学
者
が
生
ま
れ
て
い
る
。
当
時

の
学
生
は
、
考
古
学
が
本
当
に
好
き
で

や
っ
て
い
た
。
食
う
た
め
に
や
っ
て
い

た
者
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
考
古
学

が
特
定
の
極
少
数
の
研
究
者
の
占
有
物

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
事
も
あ
っ

た
よ
う
だ
。
師
弟
愛
と
表
裏
一
体
の
も

の
の
よ
う
に
。

第
九
章

｢

考
古
学
エ
レ
ジ
ー｣

は
、
な

ぜ
消
え
た
の
か

考
古
学
エ
レ
ジ
ー
が
生
ま
れ
た
昭
和

四
〇
年
代
の
大
学
進
学
率
は
二
割
に
も

満
た
な
い
。
大
学
生
は
選
ば
れ
し
エ
リ
ー

ト
層
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
ら
が
周
囲

の
期
待
に
こ
た
え
ず
、
た
だ
好
き
な
だ

け
で
、
誰
か
ら
見
て
も
趣
味
の
領
域
で

あ
る
考
古
学
に
打
ち
込
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
、
遺
跡
保
存
の
た
め
の
学
生
運
動

も
活
発
で
あ
り
、
そ
ん
な
後
先
考
え
な

い
自
分
の
姿
に
酔
い
し
れ
て
い
る
部
分

も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
の

大
学
生
に
は
、
エ
リ
ー
ト
意
識
は
薄
く
、

男
社
会
で
も
な
い
。
さ
ら
に
発
掘
現
場

に
借
り
出
さ
れ
て
、
同
じ
釜
の
飯
を
食

い
、
酒
を
酌
み
交
わ
す
機
会
も
減
っ
て

い
る
。
発
掘
現
場
で
汗
を
流
し
、
夜
に

酒
を
飲
ん
で
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
に
酔
い

し
れ
る
場
面
が
無
い
た
め
、
唄
わ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

考
古
学
自
体
も
変
化
し
、
考
古
学
の

醍
醐
味
が
発
掘
現
場
に
あ
っ
た
時
代
か

ら
、
行
政
発
掘
に
よ
り
記
録
保
存
さ
れ

た
膨
大
な
調
査
デ
ー
タ
を
、
ど
の
よ
う

に
理
解
し
処
理
し
、
歴
史
を
ど
の
よ
う

に
描
き
出
す
か
に
重
き
が
置
か
れ
て
い

る
。
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
遺
跡
破
壊

か
ら
遺
跡
を
何
と
か
記
録
保
存
で
き
る

ま
で
に
至
っ
た
が
、
そ
の
膨
大
な
記
録

が
単
な
る
事
実
の
羅
列
に
終
始
し
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
歴
史
を
作
り
出

す
の
が
、
今
の
考
古
学
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
パ
ソ
コ
ン
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

普
及
に
よ
り
、
学
生
の
連
帯
感
は
乏
し

く
、
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る

傾
向
も
、
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
が
唄
わ
れ

な
い
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

感
想考

古
学
エ
レ
ジ
ー
が
生
ま
れ
た
昭
和

四
二
年
、
東
京
の
大
学
で
は
考
古
ボ
ー

イ
が
発
掘
調
査
現
場
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
、

多
く
の
他
大
学
の
学
生
と
寝
泊
り
を
供

に
し
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
交
流
が
深
め

ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
エ
リ
ー
ト
意
識

は
あ
り
な
が
ら
、
就
職
を
考
え
な
い
ア

ウ
ト
ロ
ー
的
な
生
き
方
を
謳
歌
す
る
唄

と
し
て
「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
が
生
ま

れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。

発
掘
現
場
に
よ
る
交
流
は
、
行
政
発

掘
へ
の
参
加
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
の

か
が
知
り
た
い
。
我
が
母
校
金
沢
大
学

の
考
古
学
研
究
室
で
は
、
「
考
古
学
エ

レ
ジ
ー
」
は
唄
わ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

サ
ー
ク
ル
活
動
と
し
て
、
考
古
学
研
究

会
の
合
宿
の
宴
会
で
の
み
唄
わ
れ
た
。

研
究
会
で
は
、
記
録
保
存
を
目
的
と
し

た
行
政
発
掘
へ
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て

参
加
す
る
事
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
言

う
ま
で
も
無
く
、
行
政
発
掘
は
遺
跡
破

壊
だ
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
石
川
県
の

発
掘
現
場
に
も
多
く
の
学
生
が
ア
ル
バ

イ
ト
と
し
て
貢
献
し
て
い
た
が
、
私
に

と
っ
て
は
遺
跡
保
存
の
た
め
の
調
査
の

み
が
発
掘
の
機
会
で
あ
っ
た
た
め
、
そ

う
多
く
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
私
に

は
発
掘
現
場
の
技
術
を
身
に
付
け
る
機

会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

大
学
を
卒
業
し
て
も
考
古
学
を
生
か

せ
る
就
職
先
が
行
政
し
か
な
い
た
め
、

発
掘
現
場
の
技
術
を
身
に
付
け
て
い
る

ア
ル
バ
イ
ト
が
即
戦
力
と
し
て
重
宝
さ

れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
遺
跡
の
発
掘
を

す
る
た
め
に
大
学
に
進
学
し
考
古
学
研

究
室
に
進
ん
だ
が
、
研
究
室
で
も
研
究

の
た
め
の
発
掘
調
査
は
行
っ
て
い
な
か
っ

た
。
国
は
、
行
政
発
掘
を
促
進
す
る
た

め
各
大
学
に
考
古
学
研
究
室
を
開
設
さ

せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
で
発
掘

現
場
の
技
術
を
教
わ
る
機
会
は
無
か
っ

た
。
行
政
発
掘
は
遺
跡
破
壊
で
あ
り
、

考
古
学
を
志
す
者
は
そ
れ
に
寄
与
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
を
も
つ
考
古

学
者
に
は
「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
は
酒

盛
り
の
余
興
で
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
遺
跡
破
壊
の
進
む
中
、
行

政
発
掘
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て

受
け
入
れ
た
考
古
学
を
愛
す
る
者
に
と
っ

て
「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
は
哀
歌
で
あ

り
、
青
春
の
一
頁
を
飾
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
書
に
登
場
す
る
人
物
は
、

後
の

後
に
は
考
古
学
を
天
職
と
し
、

そ
の
中
で
も
限
ら
れ
た
極
一
部
の
成
功

者
で
あ
る
。
発
掘
調
査
を
職
業
と
す
る

夢
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
、
あ

き
ら
め
た
者
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
し
く

哀
歌
で
あ
る
。
私
も
行
政
発
掘
を
二
十

数
年
、
役
所
の
中
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
と
い

わ
れ
担
当
し
て
い
た
が
、
こ
こ
十
年
は
、

古
民
家
、
芸
術
、
文
学
賞
の
担
当
と
な

り
、
私
に
と
っ
て
も
、
本
当
の
哀
歌
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

後
に
な
っ
た
が
、
第
五
章
の
田
能

遺
跡
保
存
へ
の
経
緯
は
、
市
民
運
動
の

本
質
を
突
く
も
の
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が

あ
り
、
多
く
の
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
。

是
非
皆
さ
ん
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

（
澤
宮
優
著
、
東
海
教
育
研
究
所
刊
、
二
〇

一
六
年
、
二
、
三
〇
〇
円
）
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は
じ
め
に

中
世
以
来
の
河
原
者
が
藍
染
め
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
、
初
め
て
実
証
的

に
明
ら
か
に
し
た
の
は
丹
生
谷
哲
一
で

あ
る
（
丹
生
谷
一
九
八
九
）
。
そ
の
論
点

を
提
起
し
た
の
は
山
本
尚
友
「
新
青
屋

考
」
で
出
発
点
と
な
っ
た
。
ご
く

近

に
な
っ
て
、
下
坂
守
は
一
連
の
四
条
河

原
論
の
一
環
と
し
て
文
書
と
図
版
資
料

を
駆
使
し
て
、
「
四
条
の
あ
お
や
」
、

後
の
天
部
村
の
藍
染
め
の
史
実
を
具
体

的
に
解
明
し
た
（
注
１
）

。

本
稿
は
、
下
坂
が
さ
ら
に
踏
み
込
ん

で
明
ら
か
に
し
た
河
原
者
の
藍
染
め
を
、

部
落
史
の
土
俵
に
も
う
一
度
戻
し
て
み

た
場
合
に
、
ど
う
い
う
展
望
が
開
け
る

か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

部
落
史
の
土
俵
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
れ
は
行
論
で
納
得
し
て
も
ら
え
る
と

考
え
る
が
、
た
と
え
ば
「
皮
田
と
皮
革

業
と
の
関
わ
り
と
い
っ
て
も
専
ら
原
皮

処
理
に
限
ら
れ
る
」
（
畑
中
敏
之
）
な
ど

い
っ
た
表
層
理
解
を
突
き
抜
け
る
こ
と

に
あ
る
。

た
だ
こ
の
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め

に
は
、
下
坂
論
の
抱
え
た
若
干
の
問
題

点
に
触
れ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
（
注
2
）

。

色
革
論
を
深
め
る
以
外
に
他
意
は
な
い
。

１
．
四
条
「
あ
ま
べ
」
村
の
藍
染
め

大
和
か
ら
南
山
城
・
京
都
、
和
泉
・

堺
へ
と
た
ど
る
畿
内
北
東
の
道
は
、
堺

が
自
治
都
市
と
し
て
栄
え
て
以
来
の
首

都
平
安
京
に
至
る
物
流
・
交
通
の
幹
道

で
あ
っ
た
。
沿
道
で
は
た
と
え
ば
南
山

城
の
地
で
履
物
業
が
栄
え
る
な
ど
所
々

の
宿
場
も
置
か
れ
賑
わ
っ
た
。
そ
れ
は

江
戸
時
代
に
入
っ
て
大
坂
港
湾
が
開
か

れ
、
大
坂
が
天
下
の
台
所
と
な
り
、
金

融
・
手
工
業
の
主
導
権
を
譲
る
よ
う
に

な
っ
て
も
京
都
・
堺
と
も
に
命
脈
を
保
っ

た
。
日
本
で
は
珍
し
い
沓
で
あ
っ
た
綱

貫
は
一
八
世
紀
中
期
、
沿
道
で
あ
り
、

大
和
・
山
城
の
国
境
に
あ
っ
た
皮
田
村

奈
良
東
之
坂
村
で
考
案
さ
れ
た
も
の
だ

と
伝
承
さ
れ
る
（
の
び
二
〇
〇
九
）
。

こ
れ
ら
道
筋
に
は
、
被
差
別
部
落
を

指
す
呼
称
と
し
て
、
「
河
原
者
」
と
共

に
「
あ
お
や
」
自
称
が
一
般
化
し
て
い

た
。
先
の
東
之
坂
村
で
も
、
そ
の
よ
う

に
名
乗
り
を
し
て
い
た
。
青
屋
と
は
通

常
藍
染
屋
の
こ
と
で
あ
る
。
断
る
ま
で

も
な
く
藍
染
屋
と
河
原
者
と
は
別
の
仲

間
で
あ
る
。
そ
の
京
都
で
は
藍
染
屋
＝

青
屋
は
皮
田
と
と
も
に
行
刑
役
（
刑
吏
役
）

を
負
担
し
て
い
て
、
上
か
ら
は
一
括
り

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に

近
世
の
大
坂
・
堺
で
も
、
紺
屋
（
こ
れ
も

藍
染
を
行
う
職
人
）
の
身
分
的
扱
い
を
め

ぐ
っ
て
議
論
が
起
こ
っ
て
い
る
。

な
ぜ
藍
染
屋
は
皮
田
仲
間
の
下
で
行

刑
役
負
担
を
強
い
ら
れ
た
の
か
。
職
種

的
近
似
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

休
宗
純
が
兄
弟
子
を
非
難
す
る
た
め
に

読
ん
だ
一
連
の
漢
詩
の
ひ
と
つ
に

「
穢
字
の
家
に
挼
藍
の
船
有
り
、
染
め

え

も

じ

も
み
あ
い

作
す
、
異
高
潤
色
の
禅
、
若
し
小
笠
原

な

い

た

か

殿
の
砌
に
踞
す
れ
ば
、
定
め
て
十
文
一

疋
の
銭
有
ら
ん
」
（
平
野
宗
浄
読
み
下
し

穢
多
の
家
に
は
刻
ん
だ
藍
を
入
れ
て
揉
む

船
が
あ
り
、
こ
れ
で
染
め
る
。
異
端
の
禅
も

色
を
付
け
た
禅
だ
。
犬
追
物
の
小
笠
原
殿
の

前
に
跪
け
ば
、
穢
多
が
貰
う
報
酬
と
同
じ
に

犬
一
疋
の
値
段
一
〇
文
に
な
ろ
う
）
と
あ
り
、

こ
れ
を
手
が
か
り
に
下
坂
は
、
四
条
河

原
（
中
洲
＝
中
島
）
ま
で
描
い
て
い
る

『
洛
中
洛
外
図
』
『
東
山
名
所
図
』
屏

風
な
ど
か
ら
、
臼
の
よ
う
な
「
挼
藍
」
、

も
が
り
［
枝
付
き
の
竹
］
に
干
さ
れ
た

長
い
布
地
、
井
戸
と
そ
の
周
囲
が
石
畳

み
で
、
女
性
た
ち
が
作
業
に
従
事
し
て

い
る
天
部
村
の
様
相
を
図
像
と
し
て
示

す
。
一
目
瞭
然
の
刮
目
す
べ
き
図
像
の

提
示
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
集
落
は
竹
藪
で
覆
わ
れ
、
さ

ら
に
そ
の
外
に
竹
垣
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て

い
る
。
ひ
と
た
び
彼
ら
の
家
に
挼
藍
の

入
れ
物
が
あ
る
と
解
か
れ
ば
、
穢
多
の

史
料
上
の
初
見
に
し
て
図
像
の

初
と

も
い
え
る
、
鎌
倉
期
の
天
狗
草
紙
絵
巻

（
一
二
九
〇
年
代
成
立
）
に
、
四
条
河
原

に
住
む
と
い
う
穢
多
の
家
の
土
間
に
も

似
た
臼
状
の
モ
ノ
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
こ
で
は
布
状
の
も
の
で
は
な
く
、

明
ら
か
に
動
物
皮
が
河
原
に
杭
を
打
っ

て
（
見
様
に
よ
っ
て
は
も
が
り
と
も
み
え
る
）

干
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
一
遍
聖
絵
』

で
も
確
認
で
き
る
。
さ
す
れ
ば
彼
ら
は
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中
世
以
来
天
部
村
は
い
か
な
る
革
を
染
め
て
い
た
の
か

—
下
坂
守
が
拓
い
た
色
革
史
の
可
能
性

の
び

し
ょ
う
じ

（
西
播
地
域
皮
多
村
文
書
研
究
会
）



歴
史
に
名
を
現
し
た

初
か
ら
藍
染
を

お
こ
な
う
者
と
し
て
登
場
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）
年
三
月

京
中
で
「
藍
の
公
事
」
を
め
ぐ
っ
て
争

闘
と
な
っ
た
と
い
う
『
蔭
凉
軒
日
録
』

の
記
事
に
は
公
事
（
裁
判
）
に
か
ら
ん
で

当
時
「
河
原
者
の
藍
は
上
事
（
上
等
品
）

也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
河
原
者
の
世

界
に
藍
染
の
巧
み
な
技
能
が
伝
承
さ
れ

蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

２
．
下
坂
論
へ
の
若
干
の
疑
問
と
論
点

こ
こ
ま
で
が
下
坂
が
明
ら
か
に
し
た

近
年
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
先
に
は
藍

染
め
業
種
に
は
青
屋
と
紺
屋
の
異
な
る

仲
間
が
あ
っ
た
。
で
あ
る
の
に
な
ぜ
前

者
だ
け
行
刑
役
を
課
さ
れ
る
の
か
、
と

い
う
永
年
の
課
題
が
あ
り
、
下
坂
は
藍

染
の
二
つ
の
方
法
を
区
分
し
、
青
屋
＝

生
葉
染
め
、
紺
屋
＝
藍
建
だ
と
区
別
し

た
う
え
で
、
河
原
者
の
藍
染
め
も
生
葉

染
め
で
あ
っ
た
と
い
う
独
自
の
結
論
を

下
し
た
。
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
一
一

月
天
部
村
ら
三
カ
村
年
寄
が
連
署
し
て
、

町
中
に
紺
屋
の
数
が
増
え
自
分
た
ち
と

同
じ
く
「
藍
壺
」
を
建
て
藍
染
め
し
て

い
る
の
で
、
青
屋
並
み
の
役
務
を
課
し

て
ほ
し
い
と
願
出
て
い
る
。
藍
壺
を
生

葉
染
め
の
象
徴
物
と
捉
え
て
の
主
張
と

な
る
が
、
け
れ
ど
も
後
知
恵
的
に
い
え

ば
藍
壺
は
蒅
法
に
親
縁
性
を
持
つ
用
具

す
く
も

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
整
合
性
の

と
れ
た
要
求
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

皮
田
村
側
は
両
者
の
区
分
に
無
頓
着
で
、

紺
屋
も
役
銭
を
出
す
べ
き
だ
と
考
え
て

い
た
よ
う
だ
。

と
も
あ
れ
下
坂
の
実
証
的
考
察
は
そ

こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
。
本
質
的
な

問
題
は
同
じ
手
法
と
い
え
生
葉
染
め
法

を
す
る
青
屋
が
な
ぜ
賤
視
を
受
け
行
刑

役
を
負
担
す
る
の
か
、
む
し
ろ
独
特
の

臭
気
を
放
つ
蒅
法
の
紺
屋
は
卑
賤
視
を

免
れ
て
い
た
の
か
、
肝
要
の
点
が
一
向

に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
東
寺
の
中
で

も
蒅
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
（
と
下

坂
は
主
張
す
る
）
か
ら
も
、
藍
染
め
職
そ

の
も
の
は
ケ
ガ
レ
と
は
無
縁
と
指
摘
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
一
層
不
可
解
で

あ
る
。

少
し
先
走
っ
た
感
が
あ
る
。
下
坂
へ

の
基
本
的
な
疑
問
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
は
ケ
ガ
レ
の
根
源
に
染
革
が
あ
る

観
点
を
も
て
な
か
っ
た
、
ま
た
そ
の
代

替
案
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
第
二
は
藍
染
め
を
生
葉
染
め

と
蒅
法
の
二
通
り
あ
る
こ
と
を
明
確
に

し
て
、
河
原
者
が
お
こ
な
っ
た
の
は
生

葉
染
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
け
れ

ど
も
後
者
は
よ
う
や
く
室
町
後
期
に
確

立
し
た
染
色
法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
生
葉
と
蒅
の
間
に
乾
燥
葉

染
色
法
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
藍
染

研
究
の
な
か
で
定
説
と
な
っ
て
い
な
い

乾
燥
葉
染
法
に
つ
い
て
、
下
坂
に
責
任

を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
こ
の
理
解
が
重
要
な
論
点
に
な
っ

て
く
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
注
3
）

。
第
三

に

初
の
問
題
と
関
わ
る
が
河
原
者
が

従
事
し
た
染
革
と
す
れ
ば
、
常
識
的
に

そ
れ
は
牛
馬
皮
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
当
時
の
技
法
水
準

で
は
牛
馬
皮
を
藍
染
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
論
点
は
藍
染
法
の
段
階
と

鞣
製
法
の
水
準
の
両
方
を
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
に
た
ど
り

つ
く
。

こ
れ
ら
三
つ
の
疑
問
は
分
か
ち
が
た

い
連
関
に
あ
る
が
、
で
き
る
限
り
順
を

お
っ
て
解
こ
う
と
思
う
。
そ
の
先
に
は
、

草
場
制
（
一
般
的
に
は
斃
牛
馬
処
理
権
と
理

解
さ
れ
て
き
た
）
の
捉
え
返
し
と
、
皮
田

の
染
革
技
術
と
い
う
展
望
が
あ
る
。

３
．
藍
染
め
に
よ
る
染
革

ま
ず
は
ひ
と
つ
め
か
ら
。
河
原
者
と

藍
染
め
の
密
接
な
関
わ
り
を

初
に
指

摘
し
、
平
安
中
期
か
ら
中
世
期
ま
で
を

実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
丹
生
谷

で
あ
り
、
す
で
に
そ
こ
に
お
い
て
「
卑

賤
視
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
皮
の
藍
染

の
方
が
よ
り
直
接
的
だ
っ
た
」
（
丹
生
谷

一
九
八
九
）
と
重
要
な
論
点
を
提
起
し
た
。

私
見
で
は
下
坂
に
こ
の
視
座
は
重
視
さ

れ
て
い
な
い
か
に
み
え
る
。
ま
た
丹
生

谷
に
染
革
の
理
解
は
な
い
と
見
う
る
。

こ
こ
か
ら
先
は
染
革
の
世
界
と
い
う
新

し
い
領
野
に
踏
み
込
む
。

手
が
か
り
を
先
の
図
像
に
求
め
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。
①
青
屋
と
紺
屋

を
分
か
つ
決
定
的
な
分
岐
点
は
皮
を
染

め
る
、
歴
史
的
な
過
程
を
た
ど
れ
ば
と

り
わ
け
牛
馬
皮
を
染
め
る
こ
と
に
よ
る

ケ
ガ
レ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
逆
説
的
な

言
い
方
に
な
る
が
、
そ
れ
以
外
に
藍
染

と
皮
田
・
青
屋
を
賤
視
す
る
「
根
拠
」

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
但
し

当
時
牛
馬
皮
を
染
め
る
こ
と
が
出
来
た

か
は
な
お
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
い
や

牛
馬
皮
を
用
い
た
革
製
品
の
伝
世
品
に

浸
染
し
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
貴

族
・
民
衆
が
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
か

が
焦
点
で
あ
っ
て
、
事
実
の
当
否
が
分

岐
で
は
な
い
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
。

③
『
天
狗
草
紙
』
以
来
河
原
者
の
象
徴

的
図
像
と
し
て
杭
で
広
げ
ら
れ
た
皮
が

み
ら
れ
る
。
生
皮
（
き
が
わ

脱
毛
・
裏

打
を
施
し
た
鞣
し
て
い
な
い
皮
、
絵
巻
で
は

皮
裏
の
赤
色
が
み
え
る
）
の
干
皮
（
保
存
の

た
め
の
措
置
で
あ
り
、
板
目
皮
作
り
の
前
処

理
）
を
象
徴
的
に
示
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ

を
鞣
し
・
色
革
の
工
程
と
考
え
る
と
別

の
見
方
が
生
ま
れ
る
。
牛
馬
皮
で
も
鹿
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皮
で
も
鞣
し
工
程
で
、
天
日
干
し
や
畳

ん
だ
り
棹
に
か
け
て
干
す
作
業
は
あ
っ

て
も
、
一
般
に
河
原
地
で
あ
り
な
が
ら

皮
を
張
干
す
工
程
（
河
原
地
と
い
う
点
が

重
要
で
あ
る
）
は
知
ら
れ
な
い
（
そ
れ
は

近
世
後
期
の
播
磨
張
木
地
製
法
以
後
に
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
）
。
あ
る
と
す
れ
ば
染

革
段
階
で
の
土
や
ほ
こ
り
を
嫌
っ
て
の

吊
り
干
し
で
あ
り
、
当
時
は
こ
れ
を
も

が
り
と
い
っ
た
。
つ
ま
り
杭
に
よ
る
張

干
し
は
、
臼
状
の
揉
み
藍
と
同
様
に
染

革
の
象
徴
的
図
像
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
皮
の
朱
は
色
革
を
示
す
か
の
よ
う

だ
。
④
牛
馬
皮
で
な
い
と
す
れ
ば
鹿
皮

な
ど
小
動
物
皮
の
藍
染
で
あ
り
染
色
後

の
干
し
以
外
想
定
し
に
く
い
。
⑤
牛
馬

皮
の
当
時
主
流
で
あ
っ
た
「
な
め
し
」

は
板
目
皮
（
生
皮
）
で
あ
り
、
膠
質
ゆ
え

に
藍
染
め
の
み
な
ら
ず
い
か
な
る
染
料

で
あ
っ
て
も
染
色
で
き
な
い
。
生
皮
＝

板
目
皮
と
は
、
「
な
め
し
」
の
性
質
と

し
て
は
太
鼓
皮
と
同
質
の
皮
の
こ
と
で

あ
る
。
時
に
太
鼓
の
表
面
に
巴
や
文
字

墨
書
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
漆
や
膠
を

混
ぜ
た
顔
料
や
墨
で
の
塗
付
で
あ
っ
て
、

浸
染
で
は
な
い
。
大
雑
把
な
言
い
方
を

す
れ
ば
、
一
八
世
紀
播
磨
姫
路
の
地
で
、

牛
馬
皮
に
し
て
柔
軟
な
白
鞣
革
で
あ
る

「
こ
し
革
」
（
江
戸
期
は
姫
路
革
、
戦
後
に

姫
路
白
鞣
革
と
命
名
）
が
生
ま
れ
る
ま
で
、

牛
馬
皮
の
用
途
は
武
具
・
馬
具
な
ど
の

軍
需
品
と
、
皮
籠
と
呼
ば
れ
る
種
々
の

大
き
さ
の
皮
箱
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題

の
解
決
の
た
め
に
は
中
世
の
藍
染
め
の

支
配
的
な
仕
法
と
、
同
時
期
の
牛
馬
皮

あ
る
い
は
小
動
物
皮
の
、
鞣
し
技
法
の

解
明
と
い
う
両
方
向
の
接
近
が
必
要
に

な
る
。

問
題
解
明
に
資
す
る
根
底
的
な
疑
問

を
挙
げ
た
。
そ
れ
ら
の
な
か
で

も
本

質
的
な
問
題
は
、
河
原
者
が
従
事
し
た

と
考
え
ら
れ
る
牛
馬
皮
は
、
ま
ず
毛
皮

に
な
る
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
は
「
な

め
し
」
た
後
に
染
革
と
す
る
こ
と
は
、

こ
の
場
合
に
は
化
学
的
に
不
可
能
、
で

き
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
皮
革

に
つ
い
て
刊
行
さ
れ
た
良
質
の
書
で
あ

る
春
田
永
年
『
温
故
せ
ん
彙
』
（
寛
政
七

一
七
九
五
）
を
、
関
保
之
助
（
東
京
帝

室
博
物
館
学
芸
委
員
・
重
要
美
術
委
員
、
画

家
、
甲
冑
・
武
具
コ
レ
ク
タ
ー

一
八
六
八

～
一
九
四
五
）
手
択
本
に
書
き
込
ま
れ
た

朱
書
を
み
る
に
「
革
を
滑
に
す
る
を
な

め
す
と
云
う
な
り
、
又
古
今
共
に
滑
革

の
色
革
な
し
」
、
こ
れ
に
続
い
て
「
は

り
ま
の
韋
は
牛
の
な
め
し
か
は
に
て
鹿

の
も
み
か
は
に
は
あ
ら
ず
」
（
日
本
古
典

全
集
本
）
と
明
言
し
て
い
る
。
一
九
五
〇

年
代
ま
で
続
い
た
播
磨
白
鞣
革
（
姫
路
白

鞣
革
な
ら
び
に
龍
野
張
木
地
鞣
し
を
合
わ
せ

こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
総
称
し
て
お
く
）
で

も
、
著
名
な
革
文
庫
を
始
め
塗
付
な
ら

び
に
型
押
し
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。

そ
れ
で
は
中
世
の
河
原
者
は
、
い
か

な
る
「
な
め
し
か
わ
」
を
染
め
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
鹿
皮
の
何
よ
り
の
特

性
は
、
油
脂
分
が
少
な
く
容
易
に
植
物

染
料
に
染
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
の
白
革
師
仲

間
が
「
鹿
皮
の
み
は
神
事
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
を
も
っ
て
ケ
ガ
レ
を
も
た
な
い
」

と
の
主
張
に
反
し
て
、
皮
田
仲
間
は
牛

馬
皮
の
み
な
ら
ず
鹿
皮
を
含
む
小
動
物

皮
を
も
扱
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
よ
う
。
京
の
皮
田
村
で
小
動
物
及
び

そ
の
皮
が
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
雍

州
府
志
』
の
次
の
下
り
が
示
し
て
く
れ

る
。「

鹿
・
猪
并
び
に
兎
、
一
条
堀
河
の

西
に
屠
人
有
り
。
冬
に
至
り
て
麋
鹿
并

び
に
野
猪
・
家
狼
・
兎
の
類
を
屠
り
て

販
る
。
（
中
略
）
洛
東
田
中
村
并
び
に

天
部
村
の
屠
人
に
相
当
り
、
専
ら
牛
馬

の
皮
并
び
に
麋
鹿
を
剥
ぎ
て
鬻
ぐ
。
」

（
貞
享
元
年

『
京
都
の
部
落
史
』
４

読

み
下
し
）
。

貞
享
期
（
一
六
八
四
～
八
八
）
に
刊
行

さ
れ
た
地
誌
に
描
か
れ
た
皮
田
村
か
ら
、

一
五
〇
年
後
市
中
近
辺
の
皮
田
村
が
小

動
物
皮
を
扱
い
、
革
細
工
を
お
こ
な
い
、

か
つ
染
革
を
担
っ
て
い
る
事
実
を
明
確

に
述
べ
た
次
の
文
献
は
、
こ
こ
ま
で
重

ね
た
推
定
を
裏
書
し
て
い
る
と
思
う
。

そ
れ
は
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
京
都

で
上
梓
さ
れ
た
京
都
の
漢
学
者
儒
者
村

瀬
之
煕
（
栲
亭
）
『
秇
苑
日
渉
』
（
注
４
）

げ
い
え
ん
に
つ
し
よ
う

の
次
の
下
り
で
あ
る
。

屠
児

藍
染
家

屠
者
俗
ニ
謂
之
ヲ
越
他
ト
。
以
屠
牛
馬

エ

タ

猪
鹿
ヲ
消
シ
皮
ヲ
。
［
消
皮
ハ
即
柔
皮

也
、
左
伝
評
苑
曰
、
脳
ハ
所
以
柔
物
者
、

今
人
用
猪
脳
消
皮
是
也
、
古
今
秘
苑
有

柔
皮
ノ
法
、
通
雅
曰

音

、
今
消
皮

家
亦
曰

皮
、
此
字
見
周
礼
、
鮑
人
巻

而
搏
之
欲
其
無
迤
也
、
注
謂
革
不

、

今
凡

帽

鼓
、
皆
謂
之

。
〇
消
此

云
那
哶
須
ト
］

シ
鼓
ヲ
、
［

鼓
見

南
宋
市
肆
紀
、
通
雅
曰
、
今
人
謂
作
鞋

底
ヲ
曰

底
ト
釘
鼓
革
ヲ
曰

鼓
ト
］

及
皮
鞋
・
水
靴
・
釘
靴
為
業
ト

セ

ツ

タ

ヌ
リ
ク
ツ

ツ
ナ
ヌ
キ

こ
れ
が
享
保
期
の
菖
蒲
革
を
め
ぐ
っ

て
、
八
幡
白
革
師
と
の
争
論
に
よ
っ
て

表
向
き
は
鹿
白
革
製
作
・
商
売
を
禁
じ

ら
れ
た
百
年
後
の
実
態
で
あ
る
。
皮
田

の
鹿
皮
鞣
し
は
長
い
歴
史
の
産
物
な
の

で
あ
る
。
同
時
に
一
九
七
〇
年
代
の
部

落
史
研
究
が
、
草
場
や
旦
那
場
と
い
う

多
様
な
言
葉
で
当
事
者
で
あ
る
河
原
者
・

か
わ
た
ら
が
語
っ
て
い
た
実
相
を
、
近

世
の
そ
れ
も
後
期
の
史
料
と
イ
メ
ー
ジ

に
掣
肘
さ
れ
て
、
草
場
＝
斃
牛
馬
処
理

と
固
定
的
に
概
念
化
し
て
し
ま
っ
た
（
前

京都部落問題研究資料センター通信 第49号

7

2017年10月25日



圭
一
・
脇
田
修
）
。
そ
れ
は
研
究
の
大
き

な
進
展
を
も
た
ら
し
た
が
、
同
時
に
牛

馬
以
外
の
皮
革
へ
の
関
心
を
遠
ざ
け
る

こ
と
と
も
な
っ
た
に
思
い
が
及
ぶ
。
草

場
制
へ
の
根
底
か
ら
の
見
直
し
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

４
．
中
世
染
革
の
現
実

順
序
と
し
て
は
反
対
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
中
世
期
の
藍
染
法
と
そ
れ
が
染

革
と
ど
う
か
か
わ
る
か
を
問
う
。
下
坂

は
こ
の
時
点
ま
で
の
業
績
も
援
用
し
て
、

①
生
葉
染
＝
河
原
者
・
青
屋
＝
無
地
染

―
古
く
は
桶

②
蒅
法
＝
紺
屋
＝
模
様
染
―
藍
壺

と
明
確
に
分
か
れ
て
い
た
と
述
べ
た
。

後
の
特
徴
は
『
東
山
名
所
図
』
な
ど

に
桶
が
描
か
れ
て
い
る
象
徴
的
図
像
を

指
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
自
身
が
示

し
た
図
像
に
は
明
ら
か
に
石
臼
の
よ
う

な
「
も
み
藍
」
の
容
器
が
あ
っ
た
。
と

も
あ
れ
こ
の
区
分
と
、
で
は
な
ぜ
前
者

は
行
刑
役
を
負
い
、
後
者
は
そ
れ
か
ら

逃
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
区
分
に
沿
っ

て
い
う
な
ら
な
ぜ
生
葉
染
な
ら
差
別
さ

れ
、
模
様
染
な
ら
差
別
さ
れ
な
い
の
か
、

肝
心
の
点
は
結
局
説
得
力
を
も
っ
て
明

ら
か
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ

こ
で
問
題
の
整
理
を
し
て
い
く
。

第
一
は
藍
染
法
で
あ
る
。
歴
史
的
に

は
三
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
二

つ
は
下
坂
の
紹
介
に
あ
る
。
後
者
の
蒅

法
に
よ
る
重
ね
染
め
で
濃
花
田
（
こ
き
は

な
だ

濃
い
青
、
は
な
だ
は
ブ
ル
ー
の
総
称

和
名
）
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

八
幡
黒
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
中
世
で

は
黒
革
と
な
る
。
前
田
雨
城
・
吉
岡
幸

雄
な
ど
染
色
史
家
は
同
法
は
室
町
期
に

確
立
し
た
染
色
法
と
み
て
い
る
（
前
田
一

九
八
〇
）
（
吉
岡
二
〇
一
四
）
。

両
法
の
中
間
に
は
も
う
一
つ
の
藍
染

法
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
乾
燥
葉
染
で
あ

る
。
鎌
倉
時
代
中
期
の
和
歌
集
で
あ
る

『
新
撰
六
帖
題
和
歌
』
に
は
「
は
り
ま

な
る
し
か
ま
の
里
に
ほ
す
藍
の
い
つ
か

思
ひ
の
色
に
出
ず
べ
き
」
の
歌
が
あ
る
。

播
磨
飾
磨
は
京
都
九
条
と
な
ら
ん
で
、

中
世
藍
染
を
代
表
す
る
産
地
で
あ
っ
た
。

そ
の
地
で
、
タ
デ
ア
イ
を
干
葉
に
し
た

も
の
を
藍
染
め
に
し
て
い
た
様
相
が
、

読
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乾
燥

葉
法
は
解
釈
に
よ
る
が
、
一
〇
世
紀
の

『
延
喜
式
』
雜
染
用
度
に
記
述
が
あ
る
。

染
色
家
で
あ
り
、
歴
史
的
な
染
色
の
研

究
家
で
あ
る
吉
岡
幸
雄
は
乾
燥
葉
に
よ

る
藍
染
を
試
み
て
い
る
。
積
ん
で
発
酵

さ
せ
藍
玉
に
ま
で
す
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
刈
り
取
っ
た
藍
を
乾
燥
さ
せ
使
用

す
る
方
法
で
あ
る
。
当
然
葉
の
乾
燥
に

よ
っ
て
イ
ン
デ
ィ
ゴ
が
生
成
し
て
し
ま
っ

て
い
る
か
ら
、
水
で
揉
ん
で
も
溶
け
出

す
こ
と
は
な
い
。
還
元
と
ア
ル
カ
リ
液

が
必
要
と
な
る
。
乾
燥
葉
を
刻
ん
で
揉

ん
で
壺
・
甕
に
入
れ
る
。
灰
（
椿
の
生
木

を
燃
や
し
た
灰
で
は
澄
ん
だ
青
、
雑
灰
で
は

く
す
ん
だ
青
に
な
る
。
蒅
法
で
も
同
じ
）
と

水
を
加
え
て
還
元
発
酵
を
待
つ
。
上
に

藍
緑
色
の
泡
が
浮
く
、
こ
れ
に
糸
や
布

を
入
れ
る
と
澄
ん
だ
青
色
に
染
ま
る
。

絞
っ
て
洗
い
空
気
に
触
れ
さ
せ
発
色
さ

せ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ゴ
含
有
量
は
生
葉
よ

り
多
い
。
吉
岡
は
贅
沢
な
染
色
だ
と
述

べ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
方
法
が
重
要
で
、
『
温

故
せ
ん
彙
』
や
「
皮
類
考
」
（
注
５
）

に
色

革
と
し
て
出
て
く
る
「
藍
澱
」
法
で
あ

る
。
そ
れ
は
こ
う
し
て
で
き
た
還
元
藍

の
上
澄
み
液
を
取
り
、
こ
れ
に
鉄
漿
水

（
米
糊
を
入
れ
た
容
器
に
釘
や
鉄
く
ず
な
ど

を
い
れ
て
空
気
を
通
す
蓋
を
し
て
半
年
ば
か

り
置
い
た
水
を
希
釈
す
る
）
を
加
え
る
と

色
素
沈
殿
が
起
き
る
。
そ
れ
を
集
め
、

塗
料
と
し
刷
毛
で
塗
色
す
る
。
琉
球
藍

で
は
そ
の
泥
の
ま
ま
を
使
い
、
イ
ン
ド

藍
で
は
乾
燥
さ
せ
、
使
用
す
る
と
き
に

ア
ル
カ
リ
液
を
加
え
た
。

主
題
か
ら
離
れ
る
た
め
こ
れ
以
上
藍

染
に
深
く
は
踏
み
込
ま
な
い
。
河
原
者

と
青
屋
は
別
の
仲
間
で
、
染
革
を
し
て

い
た
の
は
河
原
者
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

青
屋
は
近
似
し
た
藍
染
を
お
こ
な
い
、

生
葉
か
ら
乾
燥
葉
染
ま
で
の
道
の
り
を

歩
ん
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
百
年
の
戦
国

を
過
ぎ
た
頃
、
後
の
確
立
し
た
蒅
法
で

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
し
い

藍
染
法
が
導
入
さ
れ
、
新
規
に
紺
屋
を

お
こ
な
う
者
が
登
場
し
て
き
た
。
所
司

代
・
町
奉
行
所
は
そ
れ
は
別
の
仲
間
と

し
て
行
刑
役
（
後
牢
屋
外
番
）
を
賦
課
し

な
か
っ
た
。
皮
田
が
新
た
に
蒅
法
を
取

り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
別
の
仲

間
と
い
う
認
識
は
継
承
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
六
月
天
部
村

ら
三
村
は
、
大
宮
通
西
寺
内
一
丁
目
上

半
町
に
住
む
青
屋
治
兵
衛
ら
が
御
用
を

勤
め
な
い
と
し
て
訴
え
た
。
皮
田
村
側

は
「
京
都
町
中
に
…
青
屋
・
紺
屋
被
致

候
方
々
」
（
『
諸
式
留
帳
』
二
三
頁
）
両

者
い
っ
し
ょ
く
た
に
訴
え
で
て
い
る
が
、

奉
行
所
は
「
か
せ
染
屋
」
と
し
て
召
出

し
説
諭
し
て
い
る
。
か
せ
染
め
と
は
糸

を
束
に
し
た
も
の
を
指
す
。
そ
こ
か
ら

糸
染
用
の
壺
を
「
か
せ
」
と
も
言
っ
た
。

つ
ま
り
青
屋
は
先
染
＝
糸
染
（
そ
の
反
対

が
後
染
＝
布
染
）
を
す
る
仲
間
と
見
做
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
が
青
屋
＝
無

地
染
の
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
両
者
の
大
き
な
違
い
は
染
料
の

量
に
帰
着
す
る
。
厭
地
性
植
物
（
連
作
を

嫌
う
植
物
）
で
あ
る
藍
は
、
生
葉
の
場
合

な
ど
大
量
の
葉
を
揉
ん
で
も
少
量
の
染

汁
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
乾
燥
葉
と

な
る
と
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
蒅
法
は
少
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な
い
藍
玉
で
染
め
が
可
能
と
な
っ
た
。

阿
波
藩
で
は
毎
年
洪
水
に
な
る
吉
野
川

氾
濫
原
に
藍
を
植
え
る
こ
と
で
こ
の
難

題
を
克
服
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
糸
染
と
較
べ

も
の
に
な
ら
な
い
大
量
の
葉
藍
を
必
要

と
す
る
染
革
作
り
に
は
、
知
恵
と
工
夫

が
必
要
な
高
度
の
職
人
技
で
あ
っ
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鹿
と
い
え

ど
も
油
脂
分
は
あ
り
、
そ
れ
に
当
時
の

鞣
し
は
脳
漿
か
糠
か
い
ず
れ
に
せ
よ
油

鞣
し
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
油
脂
分
の
除

去
を
前
工
程
で
お
こ
な
い
（
糠
を
ペ
ー
ス

ト
状
に
し
て
鹿
皮
に
塗
り
込
み
油
分
を
取
っ

た

『
止
戈
枢
要
』
（
注
６
）

）
、
潤
沢
で
な

い
藍
汁
で
染
色
を
実
行
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

一
八
世
紀
に
は
牛
革
の
鞣
し
で
あ
る

播
磨
白
鞣
革
の
五
色
の
色
革
が
文
献
に

表
れ
る
。
そ
こ
ま
で
論
じ
て
本
稿
を
閉

じ
た
か
っ
た
が
紙
数
を
超
過
し
て
し
ま
っ

た
。
別
の
機
会
を
待
と
う
。

注（
１
）
京
都
の
河
原
者
・
青
屋
の
藍
染
と
の

関
わ
り
、
被
差
別
身
分
で
は
な
い
青
屋
が
行

刑
役
、
そ
の
な
か
で
も

も
賤
視
の
強
い
断

罪
役
に
使
役
さ
れ
た
意
味
を
探
る
形
で
、
戦

前
喜
田
貞
吉
「
青
屋
考
」
（
『
歴
史
と
民
族
』

一
九
一
九

後
『
著
作
集
』
10

一
九
八
二
）

で
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
た
の
を
嚆
矢
と
す
る
。

再
燃
し
た
の
は
山
本
尚
友
「
新
青
屋
考
」

（
『
京
都
部
落
史
研
究
所
紀
要
』
４

一
九

八
四
）
で
、
明
ら
か
に
喜
田
論
を
再
吟
味
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
山
本
は
肝
心
の
河
原
者

の
藍
染
を
通
説
で
根
拠
が
な
い
と
退
け
た
。

丹
生
谷
哲
一
「
青
屋
賤
視
の
歴
史
的
背
景
」

（
『
部
落
問
題
研
究
』
98

後
『
日
本
中
世

の
身
分
と
社
会
』
塙
書
房

一
九
九
三
）
は

多
く
の
文
書
史
料
を
示
し
両
者
の
深
い
関
係

を
明
ら
か
に
し
て
、
藍
の
革
染
め
こ
そ
が
ケ

ガ
レ
の
根
底
に
あ
る
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

下
坂
の
一
連
の
労
作
が
本
問
題
で
さ
ら
に
大

き
く
駒
を
進
め
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

（
２
）
京
都
四
条
天
部
村
の
「
藍
染
め
」
実

態
に
つ
い
て
は
下
坂
守
の
一
連
の
業
績
、
す

な
わ
ち
①
中
世
「
四
条
河
原
」
考
（
奈
良
大

『
奈
良
史
学
』
27

二
〇
〇
九
）
②
描
か
れ

た
河
原
者
の
く
ら
し
（
京
都
部
落
問
題
研
究

資
料
セ
ン
タ
ー
『
二
〇
一
四
年
度

講
演
録
』

二
〇
一
五
）
を
参
照
し
た
。

（
３
）
藍
染
に
つ
い
て
下
坂
も
参
照
し
た
伝

統
的
な
藍
染
法
を
詳
述
し
た
三
木
産
業
『
天

半
藍
色
―
三
木
三
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
』
（
一

九
七
四
）
、
藍
染
の
現
代
的
方
法
を
追
究
し

て
い
る
も
の
と
し
て
、
牛
田
智
・
谷
上
由
香

「
藍
の
生
葉
染
め
に
お
け
る
絹
の
赤
紫
染
色

の
条
件
」
（
日
本
家
政
学
会
誌
、

49
巻
9
号
）
、

な
ら
び
に
武
庫
川
女
子
大
学
牛
田
研
究
室
Ｈ

Ｐ
に
よ
る

新
化
学
に
よ
る
製
法
を
参
照
さ

れ
る
こ
と
を
奨
め
る
。

（
４
）
村
瀬
之
煕
（
一
七
四
四
～
一
八
一
九
）

漢
学
者
。
京
都
の
人
。
栲
亭
は
号
本
姓
は
源

と
い
う
。
医
を
堀
元
昌
、
儒
を
武
田
梅
竜
に

師
事
、
師
梅
竜
の
あ
と
、
妙
法
院
門
跡
の
侍

講
と
な
る
が
病
に
よ
り
辞
す
。
天
明
三
（
一

七
八
三
）
年
、
秋
田
藩
よ
り
聘
さ
れ
、
世
子

侍
読
と
な
る
。
そ
の
後
藩
政
に
参
与
総
奉
行

上
席
に
任
命
さ
れ
改
革
に
と
り
か
か
る
が
挫

折
。
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
は
隠
居
を

願
い
出
京
都
に
帰
り
文
人
と
し
て
の
生
活
を

お
く
る
。
『
秇
苑
日
渉
』
は
漢
文
考
証
随
筆

で
文
化
四
年
京
都
で
出
版
、
全
一
二
巻
、

『
日
本
随
筆
全
集
』
（
国
民
図
書
株
式
会
社

編
）

第
一
巻
に
所
収
、
当
該
箇
所
は
巻
３

（
５
）
『
温
故
せ
ん
彙
』
と
「
皮
類
考
」
。

春
田
永
年
『
温
故
せ
ん
彙
』
寛
政
七
年
脱
稿

一
九
三
七
年
『
日
本
古
典
全
集
』
所
収
に
よ
っ

て
世
に
知
ら
れ
る
。
古
典
文
庫
本
は
二
部
構

成
前
半
写
本
の
復
刻
、
後
半
に
活
字
組
を
い

れ
、
か
つ
帝
室
博
物
館
員
で
あ
り
武
具
・
甲

冑
の
コ
レ
ク
タ
ー
、
ま
た
写
本
二
本
の
所
蔵

者
で
も
あ
っ
た
関
保
之
助
が
一
本
に
加
え
た

校
訂
と
注
記
を
頭
註
に
い
れ
た
。
一
般
刊
行

本
と
は
別
に
豊
富
に
挿
入
さ
れ
た
色
革
見
本

を
カ
ラ
ー
で
掲
載
し
た
小
数
部
が
作
ら
れ
た
。

東
京
芸
大
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

と
は
別
に
色
革
の
み
を
別
刷
し
た
版
が
あ
り

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
容

易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
６
）
黒
羽
藩
主
で
あ
り
隠
居
後
に
厖
大
な

著
作
を
残
し
た
大
関
増
業
の
代
表
的
著
作
で

あ
る
。
公
刊
は
さ
れ
て
い
な
い
。
文
化
後
期

か
ら
文
政
に
か
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
外
国

産
牛
皮
を
入
手
し
て
自
ら
鞣
し
か
ら
甲
冑
作

り
ま
で
を
指
導
し
、
そ
の
過
程
で
鞣
製
か
ら

革
細
工
ま
で
の
実
際
に
即
し
た
技
法
を
武
具
・

武
器
の
体
系
に
沿
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
、

先
行
す
る
数
多
の
有
職
故
実
家
の
著
述
と
は

根
本
的
に
異
な
る
実
証
的
著
作
で
あ
り
、
化

学
的
実
証
的
検
証
に
耐
え
う
る
価
値
を
有
す

る
。
『
止
戈
枢
要
』
は
ご
く
近
年
に
な
っ
て

調
査
が
進
み
、
そ
の
梗
概
は
近
藤
好
和
「
止

戈
枢
要
に
つ
い
て
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
１
８
２

二
〇
一
四
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

参
考
文
献

丹
生
谷
一
九
八
九

「
青
屋
賤
視
の
歴
史
的

背
景
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
98

一
九

八
九
）

前
田
一
九
八
〇

前
田
雨
城
『
色
―
染
と
色

彩
』
（
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
』
38

法
政
大
学
出
版
会
）

の
び
二
〇
〇
九

の
び
し
ょ
う
じ
『
皮
革
の

歴
史
と
民
俗
』
（
解
放
出
版
社
）

吉
岡
二
〇
一
四

吉
岡
幸
雄
『
日
本
の
色
十

二
カ
月
』
（
紫
紅
社

二
〇
一
四
）

※
播
磨
白
鞣
革
の
色
革
問
題
を
含
む
「
染
革

の
世
界
」
を
『
播
磨
白
鞣
革
の
史
的
研
究
』

（
西
播
地
域
皮
多
村
文
書
研
究
会

二
〇
一

七
）
に
ま
と
め
た
。
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17.8.15）：150円

今なぜ、「部落差別固定化法」なのか 10 川部昇

地域と人権京都 748（京都地域人権運動連合会刊，20

17.9.1）：150円

今なぜ、「部落差別固定化法」なのか 11 川部昇

であい 664（全国人権教育研究協議会刊，2017.7）：1

60円

人権文化を拓く 236 命ひとつでたどりつく場所～原爆

の図丸木美術館50周年～ 岡村幸宣

であい 665（全国人権教育研究協議会刊，2017.8）：1

60円

人権文化を拓く 237 同和教育との出会いと再会 林由紀子

奈良人権部落解放研究所紀要 35（奈良人権部落解放

研究所刊，2017.3）：1,000円

奈良県の空き家の実情と持続可能な社会づくりび課題に

ついて 有江正太

両側から超える 人権尊重スキルとしてのファシリテー

ション ちょんせいこ

差別意識・天皇退位・民主主義―『両側から超える』小

論・若干の提言― 金井英樹

史料紹介 宇太尋常高等小学校「我校の融和教育」上 奥

本武裕

書評 『人種神話を解体する』を読む―近現代の部落差

別のためのノート 井岡康時

奈良人権部落解放研究所研究紀要総目次

ノートル・クリティーク 10（ノートル・クリティー

ク編集委員会刊，2017.5）：1,000円

戦争映画の歴史と現在 白川哲夫

インタビュー 宇川と丹後の戦後史と基地・軍隊―増田

光夫氏に聞く 大野光明

書評

安志那著『帝国の文学とイデオロギー―満洲移民の国策

文学』 安岡健一／櫻澤誠著『沖縄の保守勢力と「島ぐ

るみ」の系譜―政治結社・基地認識・経済構想』 成田

千尋

皇族たちの声 河西秀哉

ノートル・クリティーク総目録 創刊号（2008年5月）～

第10号（2017年5月）

ヒューマンライツ 352（部落解放・人権研究所刊，20

17.7）：540円

特集 刑を終えて地域社会で生きる

各地の人権研究所の取り組み 16 部落差別と闘う研究を

めざして 広島部落解放研究所 青木秀男

書評 志水宏吉・若槻健編『「つながり」を生かした学

校づくり』 棚田洋平

ヒューマンライツ 353（部落解放・人権研究所刊，20

17.8）：500円

特集 相模原障害者殺傷事件から一年―共生社会への課

題

部落解放 744（解放出版社刊，2017.7）：1,000円

第43回部落解放文学賞

部落解放 745（解放出版社刊，2017.8）：600円

特集 社会（またはマジョリティ社会）に発信する若者

たち

押さえつけられても沖縄には、歌と祈りがあった 大工

哲弘 聞き手藤田正

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 12 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 5 声聞師と祝福門付芸 川元

祥一

部落解放 746（解放出版社刊，2017.9）：600円

特集 非部落民の部落問題

「非部落民の部落問題」の意義と射程 朝治武／自由民

権から「真の平等」を追求―中江兆民 八箇亮仁／「革

命化」の代償―堺利彦 福家崇洋／融和教育から同和行

政へ―吉村清太郎 井岡康時／同和行政の指導者―磯村

英一 内田龍史

インターネットと部落差別 「全国部落調査」事件が提

起すること 阿久澤麻理子

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 13 第2部

部落差別の原点・原理 その構造と定義 川元祥一

部落史研究報告集 21（八幡浜部落史研究会刊，2017.6）

新しい歴史への提言（もう一つの解放へ） みさきのは

んな

人権・同和教育の本質論～吉和中事件から学ぼう～ 五

藤孝人

和歌山城下の岡嶋「かわた」村の牢番頭共は旦那場を持っ

ていたか 水本正人

詩人塔和子の生涯～ハンセン病元患者とその家族～ 五

藤孝人

史料紹介 1 松山領恵原村の祭礼で、同村穢多が、大洲

領上吾川村穢多に暴行 2 朝鮮衡平社第6回全鮮大会で

の徳永参二の祝辞 水本正人

「部落史研究報告集」（1～21集）一覧

本願寺史料研究所報 53（本願寺史料研究所刊，2017.7）

「近世の本願寺、その日その日」 本願寺家中の魚鳥猟

禁止

水と村の歴史 信州農村開発史研究所紀要 30（信州

農村開発史研究所刊，2017.3）

史料紹介 桑山村名主市之丞の日記 文政十年（一八二七）

一月～四月 佐藤敬子

和歌山研究所通信 56（和歌山人権研究所刊，2017.7）

寝た子はネットで起こされる!?―暴き・晒される部落

（部落民）― 川口泰司

「共に在ること」について―新約聖書「善いサマリア人」

のたとえを手掛かりに― 山脇雅夫

講演「部落差別解消推進法の活用を考える―教育・啓発・

調査の視点から―」 阿久澤麻理子
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近代ヨーロッパの皮革 1 皮革産業 竹之内一昭

皮革関連統計資料

かわのはなし 1 皮と革 鍛冶雅信

関西大学人権問題研究室紀要 74（関西大学人権問題

研究室刊，2017.7）

冤罪・東住吉事件を振り返る 1―青木惠子さんに聞く―

里見繁

Williams症候群をともなう小児の教育的支援に向けた認

知特性の検討 加戸陽子，窪田真理子，石原忍，眞田敏

意思決定支援とソーシャルワーカーの実践知 狭間香代子

教化研究 160（真宗大谷派宗務所刊，2017.6）：1,500

円

特集 現代における真宗の学び

同朋会運動と私の歩み―部落差別に苦しむ人々に寄り添

われ願われて― 片山寛隆

京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信

22（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊，20

17.7）

東九条トークショー＜シニアの部＞ 朴実×矢吹文敏

グローブ 90（世界人権問題研究センター刊，2017.7）

部落差別解消推進法 廣岡浄進

尹東柱誕生100年に思う 水野直樹

藝能史研究 217（藝能史研究會刊，2017.4）：1,800円

特集 祇園祭 1

紹介 山路興造著『都の文化・光と陰―人権の視点から』

国際人権ひろば 134（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2017.7）：350円

特集 世界の働く子どもたち

人権と部落問題 902（部落問題研究所刊，2017.8）：

600円

特集 「平和への権利」国連宣言

本棚 豆塚猛著『道―ろうあ運動を支えた人々』 佐瀬駿介

文芸の散歩道 夏目漱石の姦通小説─『それから』の場

合 下─ 水川隆夫

部落問題研究所70年の面影 東上高志 15 文化的活動の

面影 東上高志

人権と部落問題 903（部落問題研究所刊，2017.9）：

600円

特集 障害者と人権

津久井やまゆり園事件と優生思想―優生学と障害者の

「安楽殺」を考える― 清水貞夫，玉村公二彦／「障害」

と「差別」と「迷惑」をどう考えるか 木全和巳／この

子らを世の光に―糸賀一雄の思想に焦点をあてて― 田

村和宏／障害の早期発見・早期対応はなぜ大切なのか

近藤直子／障害のある人が働くことをめぐる現状と課題

赤松英知

文芸の散歩道 高見順の小説『いやな感じ』から考える

―点景場面での「差別表現」をめぐって― 桑原律

部落問題研究所70年の面影 16 未来を拓く 大学部落問

題研究会 東上高志

季刊人権問題 388（兵庫人権問題研究所刊，2017.7）：

700円

国民融合に逆行する「部落差別解消推進法」の無力化を

前田武

杉尾さんの訃報に接して 村上博光

追悼 杉尾敏明先生 もう一度、お話を聞かせて下さい

出口俊一

杉尾敏明氏の死を悼む 中塚和代

振興会通信 135（同和教育振興会刊，2017.7）

同朋運動史の窓 41 左右田昌幸

信州農村開発史研究所報 140（信州農村開発史研究

所刊，2017.6）

八重原村の被差別部落の歴史 1 栁沢惠二

市村新田開発に関する新史料 斎藤洋一

スティグマ 252（千葉県人権センター刊，2017.7）：5

00円

千葉県中世武将と部落の起源 3.中世千葉氏と佐倉の部

落の起源 4.野田の部落と古河公方 5.それ以外の県内の

部落 鎌田行平

スティグマ 253（千葉県人権センター刊，2017.8）：5

00円

千葉県中世武将と部落の起源 6.かつての部落の婚姻関

係と千葉氏との関係 7.東日本大震災東北被災地復興支

援と「ちばの絆」運動 8.歴史文化の復権と部落解放運

動 鎌田行平

世界人権問題研究センター研究紀要 22（世界人権

問題研究センター刊，2017.7）：2,500円

海洋における欧州人権条約の適用・覚書―Hirsi事件を

手がかりに― 徳川信治

部落差別撤廃運動の歴史的環境―大和・紀伊・山城南部

域を中心に― 奥本武裕

「社会的なもの」をめぐる試論 矢野亮

四日市朝鮮初中級学校の各種学校認可取得過程―三重県

の対応に着目して― 呉永鎬

国連女性差別撤廃委員会の日本報告審査―雇用における

差別撤廃を中心に 軽部恵子

＜弔い＞の営為にみる生死の諸相―非規範的な性／生を

めぐって― 堀江有里

「障害のある教員」をめぐる法制度と社会的障壁 松波

めぐみ

史料紹介 喜田貞吉「特殊部落と佛教」 関口寛

地域と人権京都 745（京都地域人権運動連合会刊，20

17.7.15）：150円

今なぜ、「部落差別固定化法」なのか 8 川部昇

地域と人権京都 746（京都地域人権運動連合会刊，20

17.8.1）：150円

今なぜ、「部落差別固定化法」なのか 9 川部昇

地域と人権京都 747（京都地域人権運動連合会刊，20
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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」も5回まで無事に終了しました。第6回は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）です。ふるってご参加ください。
◇今号の収集逐次刊行物目次は紙面の関係で2017年7月と8月分の記事になります。次号に9月分の記事を
掲載いたします。

愛生 808（国立療養所長島愛生園刊，2017.8）

対談 ハンセン病と宗教─神谷美恵子の詩を通して─ 3

山折哲雄，尾崎元昭，田中真美

IMADR通信 191（反差別国際運動刊，2017.8）

特集 アジアにおける市民社会スペース

ウィングスきょうと 141（京都市男女共同参画推進協

会刊，2017.8）

図書情報室の資料より ロクサーヌ・ゲイ著『バッド・

フェミニスト』

解放新聞 2818（解放新聞社刊，2017.7.10）：90円

各地で掘り起こされる部落史を学ぶ 学習資料の紹介

『芸備近現代史研究』『静岡県水平社の歴史』『近代神

奈川の歴史を問い直す』

解放新聞 2819（解放新聞社刊，2017.7.17）：90円

ノンフィクションからの警鐘 30 田島泰彦他編著『住基

ネットと監視社会』 音谷健郎

本の紹介 齋藤直子著『結婚差別の社会学』 川口泰司

解放新聞 2821（解放新聞社刊，2017.7.31）：90円

本の紹介 イアン・ニアリー著『部落問題と近現代日本

松本治一郎の生涯』 有馬学

解放新聞 2822（解放新聞社刊，2017.8.7）：90円

長崎の被差別部落とキリシタン 髙山文彦

解放新聞京都版 1091（解放新聞社京都支局刊，2017.

7.20）：70円

本の紹介 『ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか？ 聞き

たい！けど聞けない！LGBTsのこと』

解放新聞京都版 1092（解放新聞社京都支局刊，2017.

8.1）：70円

相模原事件から1年 障がい当事者の声を聴く

解放新聞奈良県版 1065（解放新聞社奈良支局刊，201

7.7.10）：50円

「両側から超える」公開学習会 「基調・差別論 1」―1

伊藤満

解放新聞奈良県版 1066（解放新聞社奈良支局刊，201

7.7.25）：50円

「両側から超える」公開学習会 「基調・差別論 1」─2

伊藤満

架橋 37（鳥取市人権情報センター刊，2017.8）

特集 生活困難者をとりまく疑問・難問 「貧困撲滅のた

めの第二次国連の10年」 終年に

講演録 部落差別解消推進法の意義と大阪での取り組み

村井康利

鳥取市人権意識調査の結果から部落差別解消推進法の意

義を考える 田川朋博

みんなの架橋～架橋でめぐる全国の人権機関～ 民設置

民営の「すみよし隣保館 寿」の紹介 友永健三

語る・かたる・トーク 269（横浜国際人権センター刊，

2017.7）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 66 拡散された新たな

「部落地名総鑑」4─行政が指定したから？─ 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

「ふるさとはどこですか？」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 270（横浜国際人権センター刊，

2017.8）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 67 拡散された新たな

「部落地名総鑑」 5─名乗る生き方を選択した人々─

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

「『感動』で心に響いてるから」 吉成タダシ

かわとはきもの 180（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2017.6）

靴の歴史散歩 125 稲川實

収集逐次刊行物目次 （2017年7月～8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～


