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第51号 発行日 2018年4月25日（年４回発行） 編集・発行 京都部落問題研究資料センター

2018年4月25日

2018年度差別の歴史を考える連続講座

第１回 ６月15日（金）

中近世の「坂」の領域と風景—弓矢町と物吉村の成立をめぐって—

講師：下坂 守さん（日本中世史研究者）

第２回 ６月29日（金）

京都東山における江戸時代の新地開発

—建仁寺文書にみる鴨東の発展と居住地形成—

講師：小出 祐子さん（大阪芸術大学・京都精華大学非常勤講師）

第３回 10月5日（金）

近代の育児祈願—三宅八幡神社奉納絵馬からみえてくる子育て習俗

講師：村上 忠喜さん（京都産業大学文化学部教授）

第４回 10月12日（金）

強制立ち退きから居住の権利実現へ—在日朝鮮人集落ウトロ事例から—

講師：斎藤 正樹さん（ウトロを守る会副代表・日本居住福祉学会理事）

第５回 10月26日（金）

戦後の在日朝鮮人教育と教育行政（1945～55年）

—京都府における展開を中心に—

講師：松下 佳弘さん（世界人権問題研究センター登録研究員）

第６回 11月2日（金）

みずからの文化を創り出す－梁民基とマダン劇運動」（仮題）

講師：太田 修さん（同志社大学グローバルスタディーズ研究科教員）

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

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～



著
者
は
、
自
ら
が
専
門
と
す
る
民
俗

学
と
い
う
学
問
に
つ
い
て
「
在
野
の
非

専
門
的
な
人
び
と
を
結
集
す
る
『
学
問
』

と
し
て
展
開
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
後
世
、

そ
の
学
問
は
『
野
の
学
問
』
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
に
な
」
（
一
一
五
頁
）
っ
た
と

述
べ
る
が
、
本
書
で
い
う
「
新
し
い
野

の
学
問
」
は
必
ず
し
も
新
し
い
民
俗
学

と
い
う
こ
と
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
よ

う
だ
。

本
書
は
、
民
俗
学
＝
野
の
学
問
を
思

考
の
足
場
に
し
て
、
民
俗
学
の
枠
組
み

を
さ
ら
に
越
え
出
た
知
識
生
産
と
社
会

実
践
の
あ
り
方
を
整
理
し
、
そ
れ
を

「
新
し
い
野
の
学
問
」
と
概
念
化
し
提

示
す
る
も
の
で
あ
る
。
副
題
に
あ
る
知

識
生
産
と
社
会
実
践
を
つ
な
ぐ
と
い
う

の
は
、
地
域
住
民
／
市
民
（
本
来
は
社
会

を
形
成
し
て
い
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
と
表
現

す
る
の
が
適
切
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
評
者

の
判
断
で
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
そ

の
よ
う
に
括
っ
た
）
と
研
究
者
／
専
門
家

を
つ
な
ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
に
迫
っ
て
い
き

た
い
。

著
者
は
、
一
九
六
三
年
生
ま
れ
の
民

俗
学
を
専
門
と
す
る
東
京
大
学
東
洋
文

化
研
究
所
の
教
授
で
あ
る
。
日
本
と
中

国
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
自
然

と
人
間
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
を
行
っ

て
き
て
お
り
、
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
１
、
人
間
と

動
物
の
関
係
史

２
、
地
域
の
自
然
資

源
の
利
用
・
所
有
・
管
理

３
、
地
域

の
文
化
資
源
の
利
用
・
所
有
・
管
理

４
、
民
俗
学
の
方
法
論
的
検
討
」
（
東
京

大
学
東
洋
文
化
研
究
所
菅
豊
研
究
室
Ｈ
Ｐ
参

考
。h

t
t
p

：/
/
ww
w
.
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［
二
〇
一
八
年
三
月

二
六
日
・
ア
ク
セ
ス
］
）
。
「
新
し
い
野

の
学
問
」
に
関
す
る
論
考
は
、
本
書
以

外
に
も
あ
る
。

最
初
に
、
目
次
の
確
認
を
し
て
お
き

た
い
。

は
じ
め
に

「
俺
た
ち
は
、
学
者
の
モ

ル
モ
ッ
ト
じ
ゃ
な
い
」

第
１
部

実
践
と
し
て
の
学
問
の
試
み

私
が
闘
牛
を
始
め
た
理
由

１

フ
ィ
ー
ル
ド
に
「
入
る
」

２

地
震
に
襲
わ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド

３

転
回
す
る
研
究
者
の
ポ
ジ
シ
ョ

ナ
リ
テ
ィ

４

実
践
に
お
け
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

震
災
後
の
「
大
文
字
の
学
知
」

５

寄
り
添
う
「
学
知
」

生
活
者

の
な
か
へ

第
２
部

学
問
の
あ
り
方
を
問
い
直
す

１

「
野
の
学
問
」
の
誕
生
と
そ
の

衰
退

２

分
断
さ
れ
た
知
識
生
産
の
担
い

手
た
ち

３

「
公
共
」
に
開
か
れ
て
い
く
学
問

４

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
社
会
実
践
の

闘
争
史

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

公
共
民
俗
学

５

知
の
囲
い
込
み
か
ら
の
脱
却

モ
ー
ド
２
の
知
識
生
産
の
様
式

第
３
部

「
新
し
い
野
の
学
問
」
の
可

能
性
と
課
題

１

「
新
し
い
野
の
学
問
」
時
代
の

到
来

２

「
新
し
い
野
の
学
問
」
に
対
応

す
る
研
究
者

３

こ
れ
か
ら
の
学
問
の
挑
戦

「
新
し
い
野
の
学
問
」
と
の
交

わ
り
方

お
わ
り
に

共
感
し
感
応
す
る
研
究
者
像

第
１
部
は
、
著
者
が
「
新
し
い
野
の

学
問
」
へ
至
る
様
相
を
オ
ー
ト
エ
ス
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
で
描
い
て
お
り
、
彼
が

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
現
実

の
社
会
的
な
事
実
と
向
き
合
い
な
が
ら
」

（
七
頁
）
、
学
知
の
あ
り
方
を
考
究
し
た

記
録
と
な
っ
て
い
る
。
第
２
部
以
降
で

「
新
し
い
野
の
学
問
」
に
つ
い
て
説
明

が
な
さ
れ
て
い
く
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

カ
ー
に
現
場
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起

こ
っ
て
い
る
か
を
著
者
の
省
察
を
通
じ

て
、
知
り
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

評
者
は
、
こ
の
点
が
「
新
し
い
野
の
学

問
」
と
い
う
概
念
を
掴
む
う
え
で
最
も

重
要
だ
と
考
え
た
。
第
２
～
３
部
で
は
、

「
新
し
い
野
の
学
問
」
の
整
理
・
紹
介

が
展
開
さ
れ
る
が
、
知
識
と
し
て
そ
れ

を
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
読
者
が
実

際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
「
新
し
い
野
の

学
問
」
を
実
現
で
き
る
か
と
い
う
点
で
、

そ
の
例
示
は
大
き
な
助
け
に
な
る
と
感

じ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
新
し
い
野
の
学

問
」
に
関
す
る
知
識
を
伝
え
る
だ
け
で

は
な
く
、
実
践
の
補
助
線
も
引
い
て
く

れ
る
本
書
の
魅
力
を
最
大
限
に
伝
え
る

た
め
に
、
そ
の
オ
ー
ト
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

を
重
点
的
に
紹
介
し
た
い
。

ち
な
み
に
、
オ
ー
ト
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
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本
の
紹
介

菅

豊
著

『
「
新
し
い
野
の
学
問
」
の
時
代
へ

の知
識
生
産
と
社
会
実
践
を
つ
な
ぐ
た
め
に
』

中

川

理

季

（
関
西
学
院
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）



と
は
「
調
査
者
が
自
分
自
身
を
研
究
対

象
と
し
、
自
分
の
主
観
的
な
経
験
を
表

現
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
己
再
帰
的
に

考
察
す
る
手
法
」
（
藤
田
結
子
・
北
村
文

編
、
二
〇
一
三
、
『
現
代
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

新
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
理
論
と

実
践
』
新
曜
社
）
と
し
て
、
こ
こ
で
は
共

有
し
て
お
き
た
い
。

第
１
部

実
践
と
し
て
の
学
問
の
試
み

私
が
闘
牛
を
始
め
た
理
由

新
潟
県
小
千
谷
市
東
山
地
区
は
山
間

地
で
あ
り
、
古
く
よ
り
牛
の
角
突
き
（
闘

牛
）
が
地
域
伝
統
文
化
と
し
て
伝
承
さ
れ

て
い
る
。
東
山
地
区
を
含
む
一
帯
の
牛

の
角
突
き
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、

こ
の
伝
統
文
化
を
「
研
究
」
す
る
た
め

に
、
こ
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
に
入
っ
た
。

小
千
谷
の
角
突
き
は
、
毎
年
、
五
月
か

ら
一
一
月
ま
で
、
東
山
の
小
栗
山
闘
牛

こ
ぐ
り
や
ま

場
（
小
千
谷
闘
牛
場
）
で
開
催
さ
れ
て
お

り
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
の
最
終
場
所

に
、
著
者
の
小
千
谷
で
の
角
突
き
「
調

査
」
が
開
始
さ
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
一

〇
月
に
新
潟
中
越
地
震
が
起
こ
っ
た
が
、

小
千
谷
市
東
山
地
区
は
震
源
の
真
上
に

あ
り
、
多
く
の
家
屋
と
財
産
、
そ
し
て

人
命
が
奪
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
多
く
の

角
突
き
牛
が
被
害
を
受
け
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
角
突
き
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る

よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
の
だ
が
、
地
域

の
人
々
の
思
い
に
よ
り
、
最
終
的
に
は

復
活
し
た
。
被
災
し
て
自
分
た
ち
の
生

活
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
の
中
で
、
何

と
か
角
突
き
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る

人
々
の
姿
に
「
調
査
」
を
通
じ
て
接
す

る
な
か
で
、
著
者
は
「
そ
の
言
葉
と
そ

こ
で
語
ら
れ
た
地
域
文
化
の
価
値
を
、

被
災
地
以
外
の
人
び
と
に
伝
え
る
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
復
興
を
支
援
す
る
こ
と

の
重
要
性
と
責
任
を
」
（
三
一
頁
）
認
識

す
る
。

著
者
は
、
二
〇
〇
四
年
の
震
災
の
年
、

五
月
か
ら
毎
月
角
突
き
に
通
っ
て
い
た
。

角
突
き
の
日
に
は
、
闘
牛
場
ま
で
牛
を

曳
い
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
、
角
突
き
（
実

戦
）
、
そ
し
て
終
了
後
の
宴
会
に
ま
で
つ

い
て
回
る
調
査
を
し
て
い
た
著
者
は
、

角
突
き
を
愛
し
て
や
ま
ず
、
自
身
の
牛

を
自
ら
購
入
し
飼
育
す
る
青
年
が
い
る

一
家
に
毎
回
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
。

著
者
は
震
災
以
後
の
彼
の
人
々
へ
の

関
わ
り
方
を
「
参
与
観
察
」
と
は
違
う

「
実
践
」
だ
と
強
調
す
る
。
震
災
の
翌

年
の
二
〇
〇
五
年
六
月
に
角
突
き
が
復

活
す
る
が
、
著
者
が
最
初
に
で
き
た
そ

の
「
実
践
」
と
は
、
会
場
設
営
の
手
伝

い
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
後
も
「
『
手

伝
い
』
と
い
う
実
践
を
継
続
」
（
四
三
頁
）

し
て
い
く
。
著
者
は
、
震
災
後
の
人
々

の
活
動
の
中
で
自
分
が
で
き
る
こ
と
（
能

力
）
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
観
察

し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
感
覚
が
震
災
後
の
人
々
に
接
し
て
い

く
な
か
で
芽
生
え
た
こ
と
を
報
告
し
て

い
る
。

著
者
は
、
東
日
本
大
震
災
の
と
き
に
、

そ
れ
を
個
人
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め

て
行
動
す
る
数
多
く
の
研
究
者
を
見
て
、

災
害
や
戦
争
な
ど
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
変
事
を
直
接
体
験
し
て
い
な
い
も
の

で
も
共
感
す
る
こ
と
に
よ
り
変
化
す
る

と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
「
実
践
」
を
続
け
て
い

る
う
ち
に
、
東
山
の
人
々
か
ら
（
闘
牛
場

に
出
て
勢
を
か
け
る
）
勢
子
に
な
ら
な
い

か
と
誘
わ
れ
る
。
最
初
、
彼
は
そ
れ
を

よ
そ
者
で
あ
る
自
分
が
「
勝
手
に
そ
の

文
化
へ
介
入
す
る
資
格
や
権
利
は
な
い
」

（
四
四
頁
）
と
躊
躇
し
て
い
た
が
、
闘
牛

会
の
若
者
を
中
心
と
し
た
あ
る
酒
宴
で

震
災
後
の
苦
難
の
生
活
を
振
り
返
る
話

が
持
ち
上
が
り
、
同
時
に
そ
の
場
に
静

寂
が
広
が
っ
て
い
く
な
か
、
「
場
を
取

り

繕

う

よ

う

に

」
（

四

五

頁

）

、

「
思
わ
ず
」
（
傍
点
引
用
者
、
四
五
頁
）

ヽ

ヽ

ヽ

勢
子
と
し
て
参
加
し
た
い
こ
と
を
申
し

出
た
。
そ
れ
は
快
諾
さ
れ
、
酒
宴
は
も

と
の
明
る
さ
を
取
り
戻
し
た
。
こ
れ
を

契
機
に
、
著
者
は
小
千
谷
闘
牛
振
興
協

議
会
の
会
員
に
な
る
。
民
俗
学
研
究
者

で
あ
る
彼
が
「
研
究
対
象
で
あ
っ
た
は

ず
の
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の

担
い
手
」
（
四
六
頁
）
と
な
っ
た
。
著
書

は
こ
こ
か
ら
、
「
調
査
者
」
と
し
て
東

山
の
文
化
や
人
々
と
関
わ
っ
て
い
た
の

が
「
担
い
手
側
か
ら
文
化
や
そ
れ
に
関

わ
る
人
び
と
に
責
任
を
も
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
」
（
四
六
頁
）
。
震
災

後
の
人
々
に
共
感
す
る
な
か
で
観
察
で

は
な
く
実
践
を
始
め
た
こ
と
、
人
々
と

と
も
に
い
る
な
か
で
思
わ
ず
勢
子
に
な

る
こ
と
を
宣
言
し
た
こ
と
、
そ
し
て
実

際
に
調
査
対
象
者
だ
っ
た
人
々
と
同
じ

立
場
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
フ
ィ
ー
ル

ド
に
お
け
る
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
＝

立
ち
位
置
の
転
換
」
（
四
六
頁
）
の
様
子

を
よ
く
表
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
著
者
は
あ
る
特
定
の
人
々

に
近
づ
く
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
人
々
と

は
別
の
価
値
観
な
ど
を
も
つ
人
々
か
ら

は
距
離
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
感
じ

た
。
し
か
し
彼
は
、
そ
う
な
ら
な
い
た

め
に
研
究
者
と
し
て
人
々
か
ら
距
離
を

保
と
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
一
人
の

人
間
と
し
て
自
身
の
心
情
も
交
え
て
交

際
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
当
然

の
こ
と
だ
と
考
え
た
。
こ
の
こ
と
に
関

わ
る
次
の
著
者
の
言
葉
か
ら
、
彼
が
新

し
く
始
め
た
実
践
の
一
つ
の
エ
ッ
セ
ン

ス
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
そ
の
よ

う
な
接
近
と
不
一
致
と
い
う
両
価
的
状
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況
に
置
か
れ
て
、
研
究
者
は
そ
の
立
ち

居
振
る
舞
い
や
発
言
を
選
択
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

良
く
考
え
る
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
う

場
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
生
活
す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
日
常
の
場
で
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

選
択
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

要
す
る
に
地
域
に
お
け
る
知
識
生
産
と

社
会
実
践
は
、
日
常
の
場
の
普
通
の
感

覚
と
価
値
観
の
な
か
で
と
り
交
わ
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
そ
こ
に

あ
る
の
は
、
普
通
の
人
間
の
自
己
と
他

者
と
の
関
係
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
」

（
傍
点
引
用
者
、
五
五
頁
）
。

勢
子
と
し
て
活
動
を
し
始
め
た
著
者

は
、
角
突
き
に
関
わ
る
人
間
が
た
い
て

い
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
次
は
自
分
の

牛
が
欲
し
く
な
っ
た
。
そ
し
て
運
よ
く

手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
（
日
常
の
牛
の

世
話
は
「
牛
飼
い
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
委

託
で
き
る
）
。
牛
を
飼
え
ば
角
突
き
に
長

期
間
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
「
地

域
の
文
化
に
責
任
を
も
っ
て
関
わ
り
続

け
る
こ
と
と
、
研
究
者
と
し
て
の
ラ
イ

フ
コ
ー
ス
と
の
整
合
性
を
保
つ
こ
と
」

（
五
九
頁
）
の
困
難
性
に
向
き
合
う
。
地

域
で
も
自
ら
の
状
況
や
生
活
に
よ
っ
て

牛
を
飼
え
る
人
と
飼
え
な
い
人
が
い
る
。

著
者
は
、
そ
の
人
々
の
状
況
を
例
に

「
折
り
合
い
を
つ
け
ら
れ
る
者
だ
け
が

牛
を
飼
え
る
」
（
五
九
頁
）
と
述
べ
た
後
、

「
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
折
り
合
い
を
、

私
も
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
折
り
合
い
の
つ
け
方
が
、
未
熟
な

が
ら
も
自
ら
地
域
文
化
の
担
い
手
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
化
を
共
感
、

共
愉
し
、
地
域
文
化
を
地
域
の
人
び
と

と
共
創
し
な
が
ら
、
そ
の
過
程
で
発
見

し
た
諸
問
題
を
考
究
す
る
と
い
う
、
い

ま
の
実
践
研
究
へ
と
自
ら
の
研
究
を
移

行
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
（
五
九
頁
）

と
述
べ
、
彼
の
研
究
＝
「
実
践
研
究
」

の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
実

践
研
究
と
は
、
研
究
者
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
地
域
の
一
員
と
し
て
人
々
と
一

緒
に
地
域
の
問
題
と
発
展
に
つ
い
て
考

え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼

は
そ
れ
を
「
人
び
と
と
関
わ
る
う
ち
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

発
見
し
た
『
私
』
の
研
究
の
方
向
性
な

の
で
あ
る
」
（
傍
点
引
用
者
、
五
九
頁
）

と
述
べ
る
が
、
そ
の
「
人
び
と
と
関
わ

る
」
過
程
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
紹
介

し
て
き
た
。

そ
れ
で
は
、
著
者
の
実
践
研
究
は
東

山
地
区
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
く
わ
か
る
例
が

あ
る
。

東
山
地
区
で
は
震
災
に
よ
り
多
く
の

牛
舎
が
崩
壊
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
復

興
の
過
程
で
震
災
復
興
基
金
を
活
用
し

た
共
同
牛
舎
建
設
の
計
画
が
も
ち
あ
が
っ

た
。
こ
の
牛
舎
は
、
集
合
式
大
規
模
牛

舎
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
著
者

は
そ
れ
を
建
設
・
飼
育
コ
ス
ト
の
合
理

化
の
観
点
か
ら
は
理
に
適
っ
て
い
る
と

感
じ
つ
つ
、
一
方
で
そ
れ
で
よ
い
の
か

と
疑
問
を
抱
く
。
東
山
地
区
一
帯
を
含

む
地
域
で
は
、
牛
飼
い
の
家
の
牛
舎
で

一
～
三
頭
規
模
で
飼
う
と
い
う
伝
統
的

な
個
別
飼
育
を
継
承
す
る
家
が
多
か
っ

た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
地
域
の
人
々

は
「
牛
舎
ご
と
に
継
承
す
る
牛
飼
育
の

知
識
、
技
術
、
価
値
観
の
差
違
を
『
厩
う
ま
や

柄
』
と
い
う
民
俗
語
彙
で
表
現
」
（
九
三

が
ら頁

）
し
、
牛
舎
の
差
違
が
「
飼
育
す
る
牛

の
気
性
や
風
格
、
そ
し
て
角
突
き
自
体

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
、
牛
飼
い
、

牛
持
ち
た
ち
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い

る
」
（
九
三
頁
）
こ
と
を
著
者
は
見
抜
い

て
い
た
。
著
者
は
、
厩
柄
を
「
伝
承
的

な
価
値
」
（
九
三
頁
）
と
表
現
し
、
そ
れ

を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
厩
柄
が

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
牛
に

個
性
が
で
き
、
戦
い
方
に
違
い
が
生
ま

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
角
突
き
の
面
白
味

が
深
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
し
大
規

模
共
同
牛
舎
で
飼
育
す
る
と
、
そ
こ
に

入
っ
た
牛
た
ち
は
同
じ
性
格
の
牛
に
な
っ

て
、
角
突
き
の
醍
醐
味
が
失
わ
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
」
（
九
三
頁
）
。
著
者

は
、
そ
の
価
値
／
文
化
を
伝
え
る
た
め

に
そ
の
思
い
を
、
牛
舎
建
設
の
悲
願
を

少
し
で
も
早
く
叶
え
る
た
め
に
先
導
し

て
い
た
人
に
伝
え
た
。
こ
の
こ
と
が
直

接
的
な
原
因
で
は
な
い
が
、
再
度
地
域

の
人
々
の
声
を
集
め
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
結
果
は
、
集
合
式
牛
舎
に
対
す
る

消
極
的
意
見
が
多
数
と
い
う
こ
と
で
、

厩
柄
を
守
る
た
め
に
三
棟
牛
舎
に
計
画

が
変
更
さ
れ
た
。
そ
の
計
画
の
実
現
に

あ
た
っ
て
著
者
に
与
え
ら
れ
た
役
割
が

基
金
宛
に
、
一
般
に
合
理
化
と
考
え
ら

れ
る
集
合
式
大
規
模
牛
舎
で
は
な
く
、

三
棟
牛
舎
建
設
に
つ
い
て
の
陳
情
書
を

書
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
小
千

谷
の
闘
牛
の
民
俗
文
化
財
と
し
て
の
価

値
を
強
く
説
い
た
。
民
俗
学
研
究
者
と

し
て
も
つ
民
俗
学
的
知
を
最
大
限
利
用

し
た
の
で
あ
る
。

要
望
は
と
お
り
、
無
事
に
牛
舎
建
設

を
終
え
、
そ
れ
を
先
導
し
た
前
述
の
人

に
著
者
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

そ
こ
で
、
著
者
は
被
災
後
に
地
域
に
や
っ

て
き
た
多
く
の
研
究
者
・
専
門
家
の
地

域
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

感
じ
て
い
る
か
尋
ね
た
。
そ
の
人
は
、

自
分
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
調
査
に
協
力

し
て
き
た
が
、
研
究
者
・
専
門
家
は
、

実
際
に
役
に
立
つ
よ
う
な
こ
と
は
何
も

し
て
く
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
お
け
る
知
識
生
産

と
社
会
実
践
が
、
地
域
・
社
会
と
す
れ

違
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
語
り

で
あ
る
。
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こ
の
一
つ
の
現
実
と
対
置
さ
れ
て
い

る
の
が
、
著
者
の
知
識
生
産
と
社
会
実

践
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
２
部

学
問
の
あ
り
方
を
問
い
直
す

第
２
部
は
、
「
『
民
俗
学
」
』
の
レ

ビ
ュ
ー
」
（
四
頁
）
で
あ
り
、
民
俗
学
が

ど
の
よ
う
な
状
況
で
生
ま
れ
た
か
な
ど
、

民
俗
学
自
体
の
説
明
が
中
心
で
あ
る
。

そ
の
部
分
に
関
し
て
は
本
稿
で
は
取
り

上
げ
な
い
の
で
、
「
民
俗
学
」
に
興
味

が
あ
る
人
は
、
直
接
読
ん
で
ほ
し
い
。

た
だ
し
「
５

知
の
囲
い
込
み
か
ら
の

脱
却

モ
ー
ド
２
の
知
識
生
産
の
様

式
」
の
パ
ー
ト
の
み
、
「
新
し
い
野
の

学
問
」
を
つ
か
む
う
え
で
欠
か
せ
な
い

も
の
で
あ
る
た
め
、
少
し
ふ
れ
て
お
く
。

著
者
は
、
「
新
し
い
野
の
学
問
」
の

理
論
的
な
拠
り
所
と
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
・

ギ
ボ
ン
ズ
ら
が
提
唱
し
た
知
識
生
産
の

様
式
論
で
あ
る
モ
ー
ド
論
を
紹
介
す
る
。

モ
ー
ド
論
で
は
、
知
識
生
産
の
様
式

を
「
モ
ー
ド
１
」
・
「
モ
ー
ド
２
」
と

区
分
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
「
新
た
な

野
の
学
問
」
に
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
り

重
要
な
の
は
モ
ー
ド
２
で
あ
る
の
で
、

モ
ー
ド
１
は
「
伝
統
的
な
知
識
生
産
の

様
式
＝
学
問
」
（
一
九
三
頁
）
と
だ
け
紹

介
し
て
お
き
た
い
。

モ
ー
ド
２
の
特
質
と
し
て
次
の
五
つ

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
「
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
生
産
さ
れ

る
知
識
」
。
著
者
は
こ
の
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
「
応
用
」
、
「
適
用
性
」
、

「
社
会
実
践
性
」
と
し
て
の
理
解
を
促

し
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
だ
け
で
は

な
く
、
社
会
全
般
か
ら
の
「
複
雑
で
多

様
な
知
的
・
社
会
的
需
要
や
関
心
に
応

じ
て
生
産
さ
れ
、
流
通
し
て
い
く
」
知

識
を
表
し
て
い
る
。
②
「
脱
学
問
領
域

性
」
。
著
者
は
、
モ
ー
ド
２
は
「
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
の
境
目
を
自
由
に
飛
び
交
い

な
が
ら
知
的
交
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
旧
来
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
は
異
な

る
位
相
に
理
論
や
方
法
や
実
践
を
と
も

な
っ
た
新
し
い
学
知
を
形
成
さ
せ
て
い

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
③
「
異
質
性

と
組
織
的
多
様
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

知
識
生
産
に
関
わ
る
人
間
と
そ
の
組
織

の
こ
と
で
あ
る
。
①
の
特
質
で
見
た
と

お
り
、
需
要
や
関
心
に
応
じ
て
知
識
が

生
産
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

必
要
な
人
・
組
織
が
変
わ
る
の
は
当
然

の
こ
と
と
な
る
。
知
識
生
産
の
体
制
は

柔
軟
に
変
化
し
て
い
く
。
④
「
社
会
的

説
明
責
任
と
自
己
言
及
性
」
。
③
の
特

質
の
と
お
り
、
異
質
で
多
様
な
人
々
が

集
ま
れ
ば
そ
れ
だ
け
自
ら
の
実
践
に
つ

い
て
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
多
様
な
者
た
ち

の
中
で
の
自
身
の
実
践
の
意
味
や
価
値

を
省
み
て
考
え
な
が
ら
行
為
す
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
、
こ
の

「
自
己
言
及
性
」
あ
る
い
は
再
帰
性
の

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
⑤
「
品
質
管
理
」
。

モ
ー
ド
２
で
生
ま
れ
た
「
研
究
、
お
よ

び
研
究
者
の
評
価
基
準
の
問
題
」
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お

け
る
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
の
よ
う
な
評
価

方
式
で
は
な
く
、
モ
ー
ド
２
で
は
実
社

会
の
中
で
の
知
識
生
産
と
な
る
た
め
、

そ
の
評
価
も
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
社

会
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
（
以
上
、

モ
ー
ド
２
の
特
質
の
説
明
に
つ
い
て
は
一
九

三
頁
～
二
〇
〇
頁
か
ら
引
用
・
参
照
し
た
）
。

以
上
が
、
ギ
ボ
ン
ズ
ら
が
提
唱
し
た

モ
ー
ド
２
の
特
質
で
あ
る
。
著
者
は

「
新
し
い
野
の
学
問
」
を
捉
え
る
際
、

こ
の
モ
ー
ド
２
と
い
う
知
識
生
産
様
式

を
一
つ
の
理
論
的
な
拠
り
所
と
し
て
い

る
た
め
、
モ
ー
ド
２
を
お
さ
え
て
お
く

と
、
著
者
が
提
示
す
る
「
新
し
い
野
の

学
問
」
の
概
要
が
把
握
し
や
す
く
な
る

だ
ろ
う
。

第
３
部

「
新
し
い
野
の
学
問
」
の
可

能
性
と
課
題

第
３
部
で
は
、
著
者
に
よ
っ
て
「
新

し
い
野
の
学
問
」
が
明
確
に
定
義
さ
れ

て
い
く
。
著
者
は
、
地
域
社
会
に
お
け

る
知
識
生
産
と
社
会
実
践
が
、
研
究
者

だ
け
で
は
な
く
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
外
の
人
々

に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
い
る
も
の
を

「
新
し
い
野
の
学
問
」
と
し
て
い
る
。

「
新
し
い
野
の
学
問
」
に
お
け
る
知

識
生
産
と
社
会
実
践
と
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
る
。
「
そ
れ
は
学
問
を
職
業
と
し
な

い
人
び
と
と
職
業
的
な
研
究
者
が
、
共

に
研
究
、
実
践
、
応
用
を
通
じ
て
地
域

理
解
を
深
め
、
さ
ら
に
地
域
社
会
と
の

取
り
結
び
を
強
化
す
る
、
あ
る
い
は
地

域
の
問
題
を
発
見
し
、
そ
れ
を
落
ち
着

か
せ
よ
う
と
す
る
活
動
で
あ
る
」
（
二
〇

六
頁
）
と
。
こ
の
知
識
生
産
と
社
会
実
践

は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
々
の
「
身

の
回
り
＝
『
野
』
」
（
二
〇
六
頁
）
で
行

わ
れ
て
い
る
と
著
者
は
紹
介
す
る
。
こ

れ
が
「
新
し
い
野
の
学
問
」
の
「
野
」

の
意
味
と
な
っ
て
い
る
。

地
域
社
会
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
立

ち
上
げ
て
い
る
「
新
し
い
野
の
学
問
」

と
し
て
、
著
者
は
「
地
元
学
」
、
「
百

姓
学
」
、
「
東
北
学
」
な
ど
を
例
と
し

て
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
現

代
社
会
に
お
け
る
「
新
し
い
野
の
学
問
」

と
呼
び
う
る
日
本
全
国
の
事
例
を
い
く

つ
か
紹
介
し
て
い
る
。
「
新
し
い
野
の

学
問
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る

著
者
が
そ
の
事
例
と
し
て
提
出
し
て
い

る
も
の
を
見
る
こ
と
が
、
最
も
そ
の
概

念
の
中
身
を
つ
か
む
の
に
有
用
だ
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま

で
確
認
し
て
き
た
「
新
し
い
野
の
学
問
」
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と
い
う
概
念
／
枠
組
み
か
ら
、
著
者
の

実
践
を
解
釈
し
て
み
た
い
。

ま
と
め

著
者
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
を
外
か
ら
眺

め
る
「
調
査
者
」
か
ら
、
震
災
を
き
っ

か
け
と
し
た
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
転

換
に
よ
っ
て
「
地
域
の
一
員
」
と
な
り
、

外
部
か
ら
来
た
人
間
、
地
域
の
人
々
と

は
別
の
感
覚
を
も
っ
た
人
間
、
ま
た
民

俗
学
の
研
究
者
と
い
う
異
質
性
を
保
持

し
た
ま
ま
、
人
々
と
一
緒
に
地
域
の
問

題
と
発
展
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
集
合
式
大
規
模
牛
舎
建
設
の
計
画

が
も
ち
あ
が
っ
た
と
き
も
、
そ
れ
に
対

す
る
疑
問
を
、
地
域
の
状
況
／
文
化
と

い
う
も
の
か
ら
立
ち
上
げ
、
地
域
の
人

に
地
域
の
一
員
と
し
て
思
い
・
考
え
を

伝
え
て
い
る
。
厩
柄
の
地
域
に
お
け
る

価
値
を
掬
い
取
る
過
程
が
象
徴
的
で
あ

る
。
そ
し
て
今
度
は
、
地
域
の
人
々
自

身
が
地
域
に
と
っ
て
も
っ
と
も
よ
い
牛

舎
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
、
生
ま
れ

た
の
が
三
棟
牛
舎
で
あ
っ
た
。
そ
の
建

設
の
た
め
の
基
金
獲
得
に
関
す
る
陳
情

書
作
成
に
地
域
の
一
員
で
あ
っ
た
著
者

が
、
民
俗
学
研
究
者
と
し
て
も
っ
て
い

る
民
俗
学
的
知
を
利
用
し
力
を
添
え
た

の
だ
っ
た
。
最
後
の
著
者
に
よ
る
牛
舎

建
設
を
推
し
進
め
た
住
民
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

は
、
東
山
地
区
で
行
わ
れ
て
き
た
知
識

生
産
と
社
会
実
践
に
関
す
る
地
域
の
人
々

に
よ
る
評
価
を
示
し
て
い
た
。

本
書
で
は
、
一
貫
し
て
共
感
の
重
要

性
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー
ト
エ
ス

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、

著
者
は
震
災
を
き
っ
か
け
と
し
た
共
感

の
発
生
に
よ
り
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の

転
換
を
起
こ
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
災
害
や
震
災
と
い
う
惨
事

／
き
っ
か
け
が
な
い
と
そ
の
転
換
を
起

こ
す
こ
と
及
び
新
し
い
知
識
生
産
様
式

に
入
っ
て
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
疑
問
が
評
者
の
中
に
湧
い
た
が
、
著

者
は
、
共
感
の
発
生
は
「
特
定
の
状
況

に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
」
（
二
四
七
頁
）

と
書
い
て
い
る
。
実
際
に
、
あ
る
人
物

の
実
践
を
例
に
出
し
、
「
私
的
、
個
人

的
な
状
況
の
変
化
」
（
二
四
七
頁
）
が
き
っ

か
け
に
な
る
こ
と
も
示
し
て
く
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
彼
は
「
共
感
は
、
感
じ
る

こ
と
を
続
け
る
な
か
で
、
あ
る
と
き
に

自
ら
の
方
法
と
し
て
『
発
見
』
さ
れ
る

の
で
あ
る
」
（
二
四
七
頁
）
と
述
べ
る
。

こ
の
方
法
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
を
身

に
つ
け
る
可
能
性
が
誰
に
で
も
ひ
ら
か

れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の

と
し
て
、
評
者
は
注
目
し
た
。
著
者
は
、

「
お
わ
り
に

共
感
し
感
応
す
る
研

究
者
像
」
の
中
で
「
共
感
す
る
間
主
観

ヽ

ヽ

ヽ

的
な
関
わ
り
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
こ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

れ
ま
で
の
知
識
生
産
と
社
会
実
践
に
は

な
い
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
と
思
わ
れ
る
」
（
傍
点
引
用
者
、
二
四

六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
共
感
す
る
こ
と

で
間
主
観
的
な
世
界
（
こ
こ
で
は
、
自
分

一
人
の
主
観
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
と
人
々

と
と
も
に
見
て
い
る
も
の
と
し
て

複
数
の

主
観
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
世
界
と
い
う

意
味
で
）
に
入
り
込
み
、
そ
の
う
え
で
必

要
と
さ
れ
る
知
識
生
産
と
社
会
実
践
（
地

域
の
人
々
と
と
も
に
地
域
の
文
化
を
捕
捉
し

た
著
者
た
ち
の
実
践
）
の
例
を
見
せ
る
な

か
で
、
共
感
の
重
要
性
を
示
そ
う
と
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
疑
問
を
一
つ
提
示
し
た
い
。

著
者
は
、
本
書
の
中
で
、
彼
自
身
が
ど

こ
で
も
東
山
地
区
と
同
じ
よ
う
な
関
わ

り
方
（
「
実
践
」
）
を
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
他
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
一
般

的
な
「
調
査
」
を
し
て
い
る
と
述
べ
て

い
る
。
評
者
が
見
た
限
り
、
著
者
が
関

与
す
る
全
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
で
ど
の
よ

う
に
「
実
践
」
と
「
調
査
」
を
選
別
し

て
い
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

前
述
の
と
お
り
、
共
感
が
い
つ
ど
の

よ
う
な
と
き
で
も
発
生
す
る
可
能
性
が

あ
る
の
な
ら
、
す
べ
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド

に
お
い
て
「
実
践
」
へ
と
移
行
す
る
契

機
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

評
者
は
、
差
別
問
題
、
と
り
わ
け
部

落
差
別
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
こ
れ
ま

で
い
く
つ
か
の
地
域
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
調
査
か

ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
元
に
部
落
差
別

の
構
造
を
読
み
解
き
、
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
る
知
を
人
々
と
共
有
し
た
い
と
考
え

て
い
た
が
、
差
別
や
そ
れ
を
起
因
と
し

て
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
問
題
の
中

で
、
そ
れ
に
向
き
合
う
人
々
と
接
し
、

心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
っ

た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
の
人
々
か
ら
助
言
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
自
分
な
り

に
考
え
た
こ
と
を
述
べ
る
と
い
う
対
応

も
、
そ
の
場
の
状
況
か
ら
自
然
と
／
や

む
に
や
ま
れ
ず
し
て
い
た
が
、
そ
の
と

き
か
ら
自
分
の
存
在
・
行
動
が
フ
ィ
ー

ル
ド
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
意
識
し
始
め
た
。

元
々
、
評
者
が
念
頭
に
置
い
て
い
た

知
識
生
産
の
あ
り
方
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

な
ど
の
質
的
調
査
に
よ
っ
て
フ
ィ
ー
ル

ド
の
人
々
の
視
点
か
ら
社
会
を
読
み
解

き
、
そ
の
知
を
体
系
化
す
る
／
既
存
の

社
会
学
理
論
の
修
正
を
試
み
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
評
者
自
身

は
著
者
が
い
う
「
実
践
」
を
意
図
し
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
現
在
、
評
者

自
身
も
フ
ィ
ー
ル
ド
の
人
々
か
ら
、
研

究
者
で
は
な
く
地
域
お
こ
し
に
関
す
る

活
動
の
一
員
と
し
て
と
も
に
「
実
践
」

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に

あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
著

者
が
牛
を
飼
う
か
ど
う
か
迷
っ
た
と
き
、
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「
研
究
者
と
し
て
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
と

の
整
合
性
」
を
考
え
た
よ
う
に
、
評
者

も
ど
の
程
度
フ
ィ
ー
ル
ド
に
足
を
踏
み

入
れ
る
か
悩
ん
で
い
る
。
関
与
し
て
い

る
フ
ィ
ー
ル
ド
は
一
つ
で
は
な
く
、
時

間
も
無
限
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
書
を
読
み
、
「
実
践
」
と
い
う
枠

組
み
は
あ
る
程
度
理
解
で
き
た
と
思
っ

て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
「
実
践
」
に
入

る
以
前
の
選
択
の
問
題
が
読
者
で
あ
る

私
た
ち
に
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
。

前
述
の
と
お
り
、
方
法
論
に
お
い
て

評
者
は
こ
れ
ま
で
、
研
究
者
と
し
て
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
理
論
の
世
界
と
現
場
と

の
間
を
架
橋
す
る
た
め
に
、
フ
ィ
ー
ル

ド
の
人
々
か
ら
知
を
た
ち
あ
げ
よ
う
と

試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
今
は
現
場
で

の
「
実
践
」
を
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
求
め

ら
れ
、
揺
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
つ

ま
り
、
評
者
の
眼
前
に
は
い
く
つ
か
の

方
法
論
が
あ
る
。

共
感
と
「
実
践
」
が
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
「
実
践
」
を
行
う
と

こ
ろ
／
行
わ
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
選
択

は
、
私
た
ち
自
身
の
価
値
判
断
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
か
。

（
菅
豊
著
、
岩
波
書
店
刊
、
二
〇
一
三
年
五

月
、
三
二
〇
〇
円
）

一

本
書
の
概
要

筆
者
は
こ
れ
ま
で
古
文
書
を
基
に
、

江
戸
時
代
の
農
村
の
歴
史
・
被
差
別
部

落
の
歴
史
を
勉
強
し
て
き
た
。
そ
ん
な

筆
者
に
、
「
わ
が
意
を
得
た
」
と
思
わ

せ
る
本
が
出
版
さ
れ
た
の
で
紹
介
し
た

い
。
白
水
智
『
古
文
書
は
い
か
に
歴
史

を
描
く
の
か

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が

つ
な
ぐ
過
去
と
未
来
』
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
書
の
組
み
立
て
を
見
よ
う
。

章
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

序

章

知
ら
れ
ざ
る
歴
史
研
究
の

舞
台
裏

第
一
章

古
文
書
と
は
何
か

第
二
章

史
料
調
査
の
日
々

フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
性

第
三
章

史
料
の
調
査
と
整
理
を
考

え
る

第
四
章

史
料
の
具
体
的
整
理
方
法

第
五
章

発
掘
・
整
理
し
た
史
料
か

ら
歴
史
を
読
み
解
く

第
六
章

歴
史
史
料
と
現
代

散
逸

か
保
存
か

終

章

長
野
県
北
部
震
災
を
経
て

次
に
、
章
ご
と
の
概
要
を
紹
介
し
よ

う
。
も
っ
と
も
、
筆
者
の
非
力
か
ら
、

著
者
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
紹
介
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
は
、
あ
ら

か
じ
め
お
許
し
を
願
っ
て
お
き
た
い
。

序
章
で
は
、
本
書
で
伝
え
た
い
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
「
歴

史
家
が
ど
の
よ
う
に
素
材
を
集
め
、
研

究
し
て
い
く
か
、
そ
の
過
程
や
舞
台
裏

を
記
し
た
本
は
見
か
け
な
い
。
ま
し
て

歴
史
研
究
の
素
材
と
な
る
史
料
の
身
近

さ
や
大
切
さ
、
そ
し
て
誰
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
史
料
は
見
出
さ
れ
、
整
理
さ

れ
、
分
析
の
素
材
と
な
っ
て
い
く
か
に

つ
い
て
認
識
を
深
め
る
機
会
は
ほ
と
ん

ど
な
い
」
と
し
、
「
正
確
な
過
去
を
き

ち
ん
と
知
り
、
認
識
す
る
こ
と
、
そ
れ

が
今
と
こ
れ
か
ら
を
生
き
る
私
た
ち
が

ど
う
歩
む
べ
き
か
を
決
め
る
唯
一
の
手

が
か
り
に
な
る
」
と
い
う
考
え
か
ら
、

本
書
で
伝
え
た
い
こ
と
を
二
つ
あ
げ
て

い
る
。
一
つ
は
「
歴
史
研
究
の
基
礎
作

業
と
し
て
地
域
に
残
る
史
料
を
調
査
し
、

整
理
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
、
そ
し

て
そ
れ
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
効
果

や
意
味
に
つ
い
て
述
べ
」
る
こ
と
、
も

う
一
つ
は
「
史
料
の
調
査
そ
の
も
の
や

史
料
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
の
楽
し
さ
」

だ
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二

つ
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
本
書

評
価
の
鍵
と
な
ろ
う
。

第
一
章
で
は
、
「
歴
史
を
た
ど
る
手

が
か
り
と
し
て
の
史
料
」
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
に
は
、
石
造
物

や
金
工
品
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

る
が
、
本
書
で
は
広
く
「
紙
に
書
か
れ

た
文
字
史
料
」
を
「
古
文
書
」
と
す
る
、

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
活
字
史
料
の
恩

恵
は
大
き
い
が
、
古
文
書
（
実
物
史
料
）

か
ら
は
内
容
情
報
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
が
え
ら
れ
る
こ
と
、
と
こ
ろ
が
そ

の
貴
重
な
古
文
書
が
現
在
日
々
廃
棄
さ

れ
て
お
り
、
保
全
が
急
務
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
筆
者
も
常
々
感
じ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
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つ
い
で
、
襖
の
裏
張
な
ど
に
使
わ
れ

た
「
廃
棄
史
料
」
も
重
要
な
史
料
で
あ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

虫
や
ネ
ズ
ミ
に
よ
る
和
紙
の
損
傷
、
あ

る
い
は
湿
気
の
害
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の

修
復
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古

文
書
を
大
切
に
す
る
著
者
の
姿
勢
が
表

れ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史

学
に
お
い
て
も
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が

重
要
で
あ
る
の
に
、
「
決
し
て
主
流
的

な
研
究
手
法
で
は
な
か
っ
た
」
と
最
初

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
著
者
よ
り
一
〇

歳
年
長
の
筆
者
に
は
、
こ
の
指
摘
は
意

外
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
筆
者
の

学
生
時
代
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が

当
た
り
前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
残
念
な
事
態
に
思
わ

れ
る
。
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
生

の
史
料
に
触
れ
る
意
味
で
も
、
史
料
の

読
解
の
面
で
も
、
現
代
と
歴
史
学
と
の

関
係
を
知
る
う
え
で
も
、
（
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
は
）
重
要
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

つ
い
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
な

ぜ
大
事
か
、
ま
た
そ
の
進
め
方
な
ど
が

述
べ
ら
れ
、
著
者
の
「
駆
け
出
し
の
頃
」

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
日
本
常
民
文

化
研
究
所
に
お
け
る
調
査
、
著
者
の
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
る
中
央
大
学
山
村
研

究
会
に
よ
る
山
梨
県
早
川
町
の
調
査
、

信
越
国
境
秋
山
（
長
野
県
栄
村
）
の
調
査

が
具
体
例
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
地
元
へ

の
（
研
究
）
成
果
還
元
」
と
し
て
報
告
会

を
開
催
し
た
こ
と
と
、
秋
山
で
は
歴
史

学
以
外
の
専
門
家
と
共
同
で
研
究
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
成
果
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
筆
者
も

か
ね
が
ね
心
が
け
て
き
た
こ
と
で
、
大

事
な
こ
と
だ
と
思
う
。

第
三
章
で
は
、
古
文
書
整
理
の
大
切

さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
「
研

究
か
史
料
整
理
か
」
、
つ
い
で
「
史
料

整
理
は
「
雑
務
」
な
の
か
」
と
小
見
出

し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か

が
わ
れ
る
よ
う
に
、
研
究
を
優
先
し
、

古
文
書
整
理
を
「
雑
務
」
と
み
な
す
研

究
者
が
存
在
す
る
が
、
「
史
料
は
す
べ

て
の
歴
史
研
究
の
原
点
を
な
す
素
材
で

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
の
分
析

を
可
能
に
す
る
、
可
能
性
の
つ
ま
っ
た

材
料
」
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
う
し
た
史

料
を
見
出
し
、
整
理
し
、
時
に
補
修
を

施
し
、
そ
れ
ら
が
後
世
ま
で
保
全
さ
れ

る
よ
う
に
措
置
を
講
ず
る
仕
事
は
、
い

つ
の
世
に
も
必
要
と
さ
れ
る
大
切
な
業

務
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
は
わ
が
意
を
え
た
思
い
が
し
た
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
古
文
書
の
整

理
の
仕
方
が
次
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
「
現
状

記
録
の
重
要
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
「
考
古
学
上
で
土
地
を
発
掘
す
る

場
合
、
も
ち
ろ
ん
出
て
き
た
遺
物
は
過

去
を
知
る
た
め
の
大
切
な
情
報
に
は
違

い
な
い
。
し
か
し
、
遺
物
が
大
事
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
宝
探
し
の
ご
と
く
、
や

み
く
も
に
遺
物
の
み
を
掘
り
出
せ
ば
い

い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の

遺
物
が
所
在
し
て
い
た
地
層
の
上
下
関

係
や
遺
物
相
互
の
位
置
関
係
が
、
遺
物

そ
の
も
の
の
も
つ
情
報
と
同
じ
く
ら
い

に
大
き
な
意
味
を
も
つ
」
こ
と
か
ら
、

「
（
遺
物
が
）
ど
の
層
位
か
ら
出
土
し
た

か
、
ま
た
遺
物
と
遺
物
が
ど
の
よ
う
な

配
置
で
出
土
し
た
か
」
を
き
ち
ん
と
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

が
、
古
文
書
の
調
査
に
お
い
て
も
そ
れ

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
「
現
状
」

は
、
調
査
者
が
「
出
あ
っ
た
と
き
の

「
も
と
の
状
態
」
で
し
か
な
（
い
）
」
と

い
う
こ
と
も
言
い
添
え
ら
れ
て
い
る
が
。

と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
前
に
所
蔵
者
や

別
の
調
査
者
な
ど
が
古
文
書
に
変
更
を

加
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
現
状
記
録
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

筆
者
は
、
著
者
よ
り
前
か
ら
古
文
書
調

査
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は

古
文
書
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
す
る
方

法
が
主
流
で
、
筆
者
も
そ
の
方
法
を
採
っ

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
す
が
に
、
古

文
書
の
形
態
に
よ
っ
て
分
類
す
る
方
法

は
採
ら
な
か
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
問
題

で
あ
る
こ
と
を
本
書
か
ら
く
わ
し
く
教

え
ら
れ
た
。

も
っ
と
も
、
現
状
記
録
の
重
要
性
は

一
九
九
〇
年
代
か
ら
い
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
筆
者
も
耳
に
し
て
い
た
が
、
そ

う
で
な
く
て
も
人
手
が
た
り
な
い
の
で
、

と
て
も
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
遺
跡
の

発
掘
と
同
様
、
「
現
状
」
を
「
破
壊
」

す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
古
文
書

も
「
現
状
」
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
た
。
し
か
も

著
者
は
周
到
に
、
「
何
を
ど
こ
ま
で
採

る
か
」
「
専
門
家
で
な
く
て
も
で
き
る

現
状
記
録
採
り
（
の
方
法
）
」
ま
で
具
体

的
に
示
し
て
い
る
。
人
手
が
た
り
な
い

な
ら
、
た
り
な
い
な
り
に
「
現
状
記
録

採
り
」
の
手
だ
て
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
た
。
さ
ら
に
史
料
調
査

自
体
の
記
録
を
残
し
て
お
く
こ
と
の
必

要
性
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
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と
し
て
、
著
者
が
使
っ
て
い
る
「
史
料

調
査
記
録
カ
ー
ド
」
を
図
で
示
し
て
い

て
、
こ
れ
も
参
考
に
な
っ
た
。

第
四
章
で
は
、
史
料
の
具
体
的
整
理

方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
、

著
者
が
使
っ
て
い
る
「
古
文
書
現
状
記

録
カ
ー
ド
」
を
図
で
示
し
、
現
状
記
録

を
ど
の
よ
う
に
採
る
か
説
明
し
て
い
る
。

「
現
状
記
録
カ
ー
ド
」
は
別
の
図
が
第

三
章
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
現
状
記

録
の
採
り
方
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

次
に
、
「
史
料
利
用
の
た
め
の
調
査

と
目
録
づ
く
り
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が

「
概
要
調
査
」
と
「
精
細
調
査
」
で
あ

る
。
著
者
は
、
「
ど
の
家
に
は
ど
の
程

度
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
簡
単

に
把
握
す
る
程
度
の
調
査
と
、
よ
り
細

か
く
、
史
料
一
点
ず
つ
の
目
録
ま
で
作

成
す
る
調
査
と
を
区
別
し
、
必
要
に
応

じ
て
ど
ち
ら
か
、
あ
る
い
は
両
方
を
行
っ

て
い
る
」
と
い
う
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば

当
然
の
こ
と
だ
が
、
い
つ
で
も
「
精
細

調
査
」
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
人

手
や
期
間
な
ど
が
た
ら
な
い
と
き
は
、

と
り
あ
え
ず
「
概
要
調
査
」
を
行
い
、

将
来
に
備
え
る
と
い
う
の
は
、
古
文
書

を
散
逸
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
あ
る
い

は
整
理
の
計
画
を
立
て
る
う
え
で
も
必

要
な
こ
と
と
い
え
る
。
な
お
著
者
は
、

こ
の
中
間
の
「
簡
易
目
録
」
を
作
成
す

る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
簡
易
な

目
録
づ
く
り
の
具
体
例
も
図
で
示
し
て

い
て
、
著
者
が
臨
機
応
変
に
対
応
し
て

い
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

「
史
料
Ｉ
Ｄ
」
の
つ
け
方
も
図
示
し
、

具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
調
査
に
行
け
ば
、
近
世
文

書
の
み
な
ら
ず
中
世
文
書
が
出
て
く
る

こ
と
も
あ
る
し
、
近
現
代
の
書
類
が
出

て
く
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
近

世
史
料
に
合
わ
せ
た
目
録
仕
様
の
不
都

合
」
を
指
摘
し
、
目
録
に
設
け
る
項
目

に
つ
い
て
の
考
え
方
、
近
代
の
史
料
ま

で
含
ん
だ
形
態
情
報
の
選
択
肢
の
提
案

な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
「
パ
ソ
コ

ン
を
利
用
し
た
目
録
の
作
成
」
に
つ
い

て
も
図
示
し
て
説
明
し
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
発
掘
・
整
理
し
た
史

料
か
ら
読
み
解
い
た
歴
史
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
一
つ
は
、
山
梨
県
早
川
町
で

見
出
し
た
断
簡
文
書
か
ら
、
中
近
世
移

行
期
の
土
豪
の
あ
り
方
、
大
量
の
材
木

が
こ
の
地
域
か
ら
江
戸
城
へ
提
供
さ
れ

て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
、

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
山
地
の
重
要
性
が

垣
間
見
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。

二
つ
は
、
奥
能
登
の
上
時
国
家
の
調

査
で
発
見
さ
れ
た
襖
や
屏
風
の
裏
張
文

書
か
ら
、
そ
れ
ま
で
「
巨
大
な
農
家
」

と
思
わ
れ
て
い
た
時
国
家
が
、
「
江
戸

時
代
後
期
の
最
盛
時
に
は
五
艘
も
の
北

前
船
を
所
有
し
、
大
阪
か
ら
樺
太
ま
で

の
往
き
来
で
莫
大
な
金
額
の
取
り
引
き

を
行
っ
て
い
た
こ
と
」
な
ど
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
い
う
（
「
下
人
」
や
「
水
吞

百
姓
」
の
見
方
も
再
考
を
迫
ら
れ
た
）
。

三
つ
は
、
裃
の
裏
張
文
書
（
襟
な
ど
の

か
み
し
も

芯
と
し
て
使
わ
れ
た
廃
棄
文
書
）
か
ら
、
断

片
的
で
は
あ
る
が
、
「
幕
末
か
ら
明
治

初
期
の
飯
田
の
政
治
・
経
済
が
」
う
か

が
わ
れ
た
と
い
う
。

四
つ
は
、
裏
打
ち
で
甦
っ
た
早
川
町

の
狩
猟
関
係
史
料
か
ら
、
犬
を
使
っ
た

狩
猟
の
実
態
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
い
う
。

五
つ
は
、
「
文
字
化
さ
れ
た
古
文
書

の
中
に
、
音
声
と
し
て
の
発
音
が
封
じ

こ
め
ら
れ
て
い
た
」
と
し
て
、
秋
山
調

査
で
え
ら
れ
た
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
古
文
書
に
は
「
小
若
狭
村
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
小
赤

沢
村
」
の
こ
と
で
、
「
こ
あ
か
さ
わ
」

が
「
こ
わ
か
さ
」
と
聞
き
取
れ
る
よ
う

に
発
音
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
著
者
は
「
冷
凍
保

存
さ
れ
た
地
名
発
音
」
と
表
現
し
て
い

る
。
発
音
ど
お
り
に
地
名
を
表
記
し
た

古
文
書
は
、
筆
者
も
い
く
つ
か
信
州
佐

久
地
方
の
古
文
書
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。

六
つ
は
、
五
島
列
島
中
通
島
に
あ
る

な
か
ど
お
り
じ
ま

小
領
主
青
方
氏
の
館
跡
の
場
所
に
つ
い

あ
お
か
た

て
で
あ
る
。
青
方
氏
は
「
海
の
武
士
」

な
の
に
館
跡
が
現
在
、
海
か
ら
離
れ
た

位
置
に
あ
る
こ
と
に
著
者
は
疑
問
を
抱

い
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
の
絵
図
か
ら
、

か
つ
て
は
館
跡
の
近
く
ま
で
海
が
入
り

込
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
納
得
し

た
と
い
う
。

第
六
章
で
は
、
本
書
の
ま
と
め
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
学
の
意
義
、
史

料
保
存
・
整
理
の
大
切
さ
が
熱
く
語
ら

れ
、
「
史
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
史
料

整
理
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
の
分
野

を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
地
域
に

史
料
を
遺
せ
る
環
境
を
整
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
提
言
さ
れ
て
い
る
。
い
そ

が
し
い
人
に
も
、
本
章
だ
け
は
ぜ
ひ
読

ん
で
ほ
し
い
と
思
う
。

終
章
で
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一

日
の
東
日
本
大
震
災
の
翌
日
の
大
地
震

に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
長
野

県
栄
村
に
お
け
る
文
化
財
救
出
活
動
と

そ
の
活
用
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
述

し
た
よ
う
に
著
者
は
、
そ
れ
以
前
か
ら

栄
村
に
お
い
て
歴
史
調
査
を
行
っ
て
い

た
。
そ
う
し
た
関
係
か
ら
文
化
財
救
援

組
織
「
地
域
史
料
保
全
有
志
の
会
」
を

結
成
し
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
文
化
財
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保
全
活
動
に
従
事
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ

を
生
か
す
べ
く
、
活
動
報
告
会
や
小
学

生
へ
古
文
書
や
民
具
の
説
明
を
行
っ
て

い
る
。
そ
う
し
た
活
動
の
様
子
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
奮
闘
に
頭
が
さ
が
る
。

二

本
書
の
評
価

だ
ら
だ
ら
と
し
た
紹
介
で
、
か
え
っ

て
本
書
の
よ
さ
を
損
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
が
、
本

書
は
序
章
で
著
者
が
掲
げ
た
二
つ
の
課

題
を
見
事
に
達
成
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
史
料

の
整
理
・
保
存
の
大
切
さ
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
の
大
切
さ
、
そ
し
て
史
料
調

査
の
進
め
方
な
ど
に
つ
い
て
く
わ
し
く

解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、
断
簡
文
書
・

裏
張
文
書
な
ど
か
ら
も
貴
重
な
歴
史
が

明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
楽
し
げ
に
述
べ

て
い
る
。

た
だ
、
あ
え
て
疑
問
を
述
べ
る
と
す

れ
ば
、
書
名
『
古
文
書
は
い
か
に
歴
史

を
描
く
の
か
』
と
、
本
書
の
内
容
が
か

な
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書

名
か
ら
想
像
さ
れ
る
の
は
、
古
文
書
か

ら
描
か
れ
た
歴
史
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

が
、
本
書
は
そ
の
手
前
の
古
文
書
の
調

査
・
整
理
・
保
存
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を

費
や
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
が
売

れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
歴

史
を
伝
え
る
古
文
書
の
大
切
さ
』
と
か

『
古
文
書
を
発
掘
し
整
理
す
る
日
々
』

と
い
っ
た
書
名
が
本
書
に
は
ふ
さ
わ
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
副
題
の
「
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
が
つ
な
ぐ
過
去
と
未
来
」

は
よ
い
と
思
う
が
。

ま
た
本
書
で
は
、
大
切
な
古
文
書
が

日
々
廃
棄
さ
れ
て
い
る
現
状
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
は
「
歴
史
的

史
料
の
所
在
を
掌
握
し
、
保
存
の
た
め

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
、
整
理
・
調
査
・

研
究
で
き
る
よ
う
な
人
材
を
地
域
ご
と
、

自
治
体
ご
と
に
配
置
で
き
る
よ
う
な
制

度
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
理
想
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
理
想
」
と
言
っ

て
い
る
段
階
で
は
な
く
、
「
急
務
」
と

い
う
べ
き
段
階
で
は
な
い
か
と
筆
者
は

思
っ
て
い
る
。
遺
跡
の
発
掘
に
法
律
の

網
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
著
者

も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
古
文
書

の
廃
棄
に
も
法
律
の
網
が
か
け
ら
れ
る

べ
き
段
階
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
本
書
で
も
っ

と
強
調
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思

う
。最

後
に
、
な
い
も
の
ね
だ
り
を
一
つ
。

著
者
は
、
「
歴
史
学
は
眼
前
の
社
会
問

題
に
悩
む
人
に
即
効
的
な
解
決
策
を
処

方
す
る
た
め
の
学
問
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
過
去
を
見
つ
め
、
分
析
す
る
学
問

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
の
た
め
で

あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
よ
り
も
少
し
で
も

マ
シ
な
、
少
し
で
も
多
く
の
人
が
幸
福

に
暮
ら
せ
る
社
会
を
築
く
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
か
を
、
過
去
を
手
が
か
り
に

考
え
て
い
く
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
に
は
、
過
去
の
社
会
を
歪
み

な
く
捉
え
、
正
確
に
認
識
す
る
た
め
に

事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
が
未
来
に
対
す
る
よ
り
適
切

な
判
断
を
導
く
基
本
的
な
手
が
か
り
と

な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

史
料
を
大
切
に
す
る
の
も
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
重
視
す
る
の
も
、
歴
史
学

に
か
け
る
著
者
の
こ
う
し
た
思
い
が
あ

る
か
ら
だ
と
覚
ら
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
著
者
の
考
え
に
筆
者
も
賛

成
す
る
。
本
書
は
、
歴
史
を
観
光
資
源

と
し
か
考
え
な
い
よ
う
な
現
今
の
風
潮

に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
と
も
い
え
、
好

感
を
も
っ
て
読
ん
だ
。
だ
か
ら
、
あ
え

て
言
う
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ぜ
ひ
被
差

別
部
落
に
関
す
る
古
文
書
に
も
ふ
れ
て

ほ
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著

者
の
史
料
調
査
で
は
被
差
別
部
落
に
関

す
る
古
文
書
に
出
あ
わ
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
史
料
調
査
に
行
け
ば

被
差
別
部
落
に
関
す
る
古
文
書
に
出
あ

う
確
率
は
（
長
野
県
な
ど
で
は
）
高
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
と
い
っ
た
こ
と
も
述
べ
て
お

い
て
ほ
し
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
著

者
に
は
被
差
別
部
落
に
関
す
る
論
文
が

あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
著
者
の
先
生

の
一
人
が
網
野
善
彦
先
生
で
あ
り
、
山

梨
の
被
差
別
部
落
の
歴
史
に
く
わ
し
い

関
口
博
巨
氏
が
「
何
で
も
話
せ
る
同
年

代
の
仲
間
」
と
本
書
に
記
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

被
差
別
部
落
に
関
す
る
古
文
書
に
も
ふ

れ
て
ほ
し
か
っ
た
。
そ
し
て
も
し
同
感

し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
被
差
別
部
落

に
関
す
る
古
文
書
と
出
あ
っ
た
と
き
に

隠
し
た
り
、
伏
せ
た
り
せ
ず
に
、
歴
史

を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
の
一
つ
と
し
て
、

ほ
か
の
古
文
書
と
同
じ
よ
う
に
整
理
し
、

大
切
に
保
管
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
も

ら
い
た
か
っ
た
（
公
開
に
つ
い
て
は
別
途

検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
が
）
。

著
者
の
『
知
ら
れ
ざ
る
日
本

山
村

の
語
る
歴
史
世
界
』
か
ら
は
、
山
村
に

つ
い
て
根
本
か
ら
見
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
が
、
本
書

か
ら
は
、
古
文
書
の
「
現
状
記
録
」
の

大
切
さ
、
整
理
の
仕
方
な
ど
を
改
め
て

教
え
ら
れ
た
。
感
謝
す
る
。

（
白
水
智
著
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
刊
、
二
〇
一
五

し
ろ
う
ず
さ
と
し

年
一
二
月
、
一
五
〇
〇
円
）
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座報告書

部落解放 753（解放出版社刊，2018.2）：600円

特集 複合差別というまなざし

石井更幸編著『アルビノの話をしよう』 日本初のアル

ビノ入門書、日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞（書

籍部門）受賞 大熊由紀子

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 18 第2部

部落差別の原点・原理─その構造と定義 第3章 仏教に

よる統治―殺生禁断 川元祥一

部落解放 754（解放出版社刊，2018.2）：1,000円

部落解放研究第51回全国集会報告書

部落解放 755（解放出版社刊，2018.3）：600円

特集 日本の精神科医療を変える

本の紹介 矢吹康夫著『私がアルビノについて調べ考え

て書いた本―当事者から始める社会学』 好井裕明

部落差別のないたつの市を実現するために 「たつの市

部落差別の解消の推進に関する条例」が成立 根本親良

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 19 第2部

部落差別の原点・原理─その構造と定義 第4章 差別体

質はなぜ民に浸透したか 1 川元祥一

部落解放研究 207（部落解放・人権研究所刊，2017.11）：

2,000円

特集1 包摂型地域社会の創出に向けて―共助・共生のま

ちづくりのあり方を考える―

包摂型地域社会とコレクティブタウン北芝の取り組み

福原宏幸／優先発注制度で就労訓練事業を活かす 五石

敬路／八尾市西郡における大学連携による居場所づくり

の成果と意義 寺川政司／被差別部落の母子家庭支援は、

なにとつながり、なにとつながっていないのか 熊本理

抄／「包摂型社会のあり方調査研究会」におけるアクショ

ンリサーチの試み―「地域における生活困窮者支援研究

会」の経緯と概要について― 棚田洋平

特集2 『歴史評論』第八〇一号をめぐって

『歴史評論』第七七六号斉藤論文をめぐって 竹森健二

郎／前近代―三田論文の検討を中心に 寺木伸明／近現

代―黒川・朝治・友常論文を読む 井岡康時

戦後日本の人権教育における「論理」の形成―小川太郎

の生活綴方論の「変容」に着目して― 板山勝樹

高等教育機関における人権教育の基礎的研究―全国の教

員養成系大学における人権教育に関するアンケート調査

から― 松下一世

朝鮮衡平運動史研究発展のために―全羅北道・ソウルの

調査をふまえて― 割石忠典

書評

矢野治世美著『和歌山の差別と民衆―女性・部落史・ハ

ンセン病問題』 中村久子／部落解放・人権研究所衡平

社史料研究会編『朝鮮衡平運動史料集』 青野正明

部落解放ひろしま 100（部落解放同盟広島県連合会刊，

2018.1）：1,000円

特集1 県連実態調査からみえてきたもの

あらためて実態的差別を確認する！ 青木秀男／組織の

課題と運動の方向性 政平智春

特集2 聞き取り「孫たちに伝えたい部落の歴史」

解放運動的人間像 40 「是旃陀羅」問題について思うこ

と 小森龍邦

和歌山研究所通信 58（和歌山人権研究所刊，2017.12）

絵図・古地図のウェブ公開は今どのような情況にあるの

か 1 廣岡浄進

部落差別の解消のために、国際人権法は意外と役に立ち

ますよ 2 李嘉永

リベラシオン 168（福岡県人権研究所刊，2017.12）：

1,000円

第36回九州地区部落解放史研究集会記念講演

部落・差別の歴史―形成と歴史的性格を考える 藤沢靖

介／江戸後期における小笠原藩築城郡の農村の生活実態

と仕居 加來康宣

図書紹介 福岡市史編集委員会編『新修 福岡市史 民俗

編2 ひとと人々』 関儀久

民衆史こぼれ話 片隅に生きた人たち 31 『大江戸死体

考』に思う 石瀧豊美
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信州農村開発史研究所報 141（信州農村開発史研究

所刊，2017.9）

八重原村の被差別部落の歴史 2 柳沢惠二

近世村落史研究会編『武州世直し一揆』の紹介 斎藤洋

一

崇仁～ひと・まち・れきし～ 5（崇仁発信実行委員

会刊，2018.3）

特集 空から見る崇仁のまち

崇仁の近代～いわれなき蔑みと圧倒的な空腹や記憶～

山内政夫

月刊スティグマ 259（千葉県人権センター刊，2018.2）：

500円

特集 佐倉市内差別戒名問題、追善供養、供養塔開眼、

真相報告会開催

現代社会の部落差別論に挑戦する 3 近代と部落差別の

成立構造 鎌田行平

月刊地域と人権 404（全国地域人権運動総連合刊，20

17.12）

福岡県にみる部落差別「解消推進法」後の動向とその問

題点について 植山光朗

月刊地域と人権 405（全国地域人権運動総連合刊，20

18.1）

特集 2017年度人権と文化のつどい

前川さん大いに語るin岡山 夜間中学校・義務教育・新

設学部問題 前川喜平

であい 669（全国人権教育研究協議会刊，2017.12）：

160円

人権文化を拓く 241 主権者教育のパラドックス 白井聡

であい 670（全国人権教育研究協議会刊，2018.1）：1

60円

人権文化を拓く 242 マイノリティ側に人権教育の責任

を押しつける加害性 出口真紀子

ヒューマン Journal 223（自由同和会中央本部刊，20

17.12）

部落解放運動40年を振り返って 26 部落解放に反天皇制

は無用 6 灘本昌久

ヒューマンライツ 357（部落解放・人権研究所刊，20

17.12）：500円

特集 学校教育でどのように部落問題を伝えていくか―

部落差別解消推進法の施行をふまえて

これからの部落問題学習の在り方 成山治彦／学校教育

における部落問題学習の展望―部落差別解消推進法の施

行をふまえて 福澤富美代／「校区に被差別部落のない

学校」での部落問題学習の進め方を考える 桒原成壽

ヒューマンライツ 358（部落解放・人権研究所刊，20

18.1）：500円

特集 わたしたちはどこに向かっているのか

書評 谷元昭信著『冬枯れの光景－部落解放運動への黙

示的考察 上下』 菱山謙二

ヒューマンライツ 359（部落解放・人権研究所刊，20

18.2）：500円

特集 結婚差別を考える

なぜ結婚差別はなくならないのか―家族問題として考え

る 齋藤直子／「Kakekomi寺…結婚差別」の取り組みか

ら 大賀喜子／結婚差別は関わる全員が不幸になる差別

石井眞澄さん、千晶さんに聞く

書評 熊本学園大学編著『平成28年熊本地震 大学避難所

45日―障がい者を受け入れた熊本学園大学震災避難所運

営の記録』 天野和彦

部落解放 751（解放出版社刊，2018.1）：600円

特集 『東日本の部落史』完成！

座談会 これまでの研究成果の集大成 大熊哲雄，斎藤洋

一，坂井康人，浪川健治，藤沢靖介，横山陽子，吉田勉，

鳥山洋／部落解放運動にとっての大きな財産 片岡明幸

／触発してやまない共同研究の成果 朝治武／多くの相

違と、豊かな多様性 井岡康時／虚心に史料を読み、歴

史の実像に迫る 中村久子／村の警備に着目して 水本正

人

義務教育の完全保障か義務教育の二層構造化か 義務教

育機会確保法を中心とする現行法制度の内容と今後の夜

間中学運動の課題 庄司匠

インタビュー 芸能と人権の今を考える 5 音楽をプロパ

ガンダの道具にしてはならない 小室等 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 17 第2部

部落差別の原点・原理─その構造と定義 第2章 「差別

の構造」─民を支配する原理 2 川元祥一

部落解放 752（解放出版社刊，2018.1）：1,080円

部落解放・人権入門2018 第48回部落解放・人権夏期講
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特集 人権教育と道徳教育のちがいと有機的な学びの可

能性―鳥取県人権教育基本方針改訂と道徳の教科化に寄

せて―

みんなの架橋～架橋でめぐる全国の人権機関～ リバティ

おおさかの裁判闘争と自主運営に支援をお願いします

朝治武

語る・かたる・トーク 274（横浜国際人権センター刊，

2017.12）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 71 就職差別との闘い

と進路保障 3─差別を商う「部落地名総鑑」─ 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

「なずなと渚と」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 275（横浜国際人権センター刊，

2018.1）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 72 部落差別解消推進

法と私たち 1―なぜ、いま法が必要なのか― 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

「人権を語り合う中学生交流集会」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 276（横浜国際人権センター刊，

2018.2）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 73 部落差別解消推進

法と私たち 2─この社会をめぐる15年─ 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

「人権学習から学んだこと」 吉成タダシ

かわとはきもの 182（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2017.12）

靴の歴史散歩 127 稲川實

皮革関連統計資料

教化研究 161（真宗大谷派宗務所刊，2017.12）：1,50

0円

近代真宗大谷派の社会的実践のあゆみ 佐賀枝夏文

京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信

24（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊，20

18.1）

居場所づくり勉強会 第49弾 「東九条と崇仁のいま・む

かし」 日本自立生活センター（JCIL）

グローブ 92（世界人権問題研究センター刊，2018.1）

草創期の平安徳義会をめぐって 白石正明

今のウトロ地区が訴えるもの 金秀煥

「結婚」する権利―その背後で 堀江有里

「社会的困難を生きる若者」の学習支援を考える 岩槻

知也

芸備近現代史研究 2（芸備近現代史研究会刊，2018.1）

ある農村の入会権獲得の歩み 廣中一成

隣保館事業の歴史とその役割 川﨑正明

広島県における色覚差別撤廃の歴史と現状―私にとって

の色覚問題― 小田愛治

国際人権ひろば 137（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2018.1）：350円

特集 70周年を迎える世界人権宣言

人権と部落問題 907（部落問題研究所刊，2018.1）：

600円

特集 戦後部落問題の分岐点 5―高知―

部落問題の解決と共同闘争―高知の山と海― 東上高志

／高知県「人権共闘会議」の闘い 鎌田伸一／核被災に

向き合う高校生たち 山下正寿／教科書無償運動―憲法

を暮らしの中に― 尾川昌法

文芸の散歩道 啄木の復活 福地秀雄

部落問題研究所70年の面影 20 移行期の不当と闘い 教

育における不当と闘い 東上高志

人権と部落問題 908（部落問題研究所刊，2018.2）：

600円

特集 アイヌ政策と民族の権利

現地報告

「部落差別解消推進法」と大阪の取り組み 谷口正暁／

「部落差別解消推進法」と京都市の対応 井坂博文

第55回部落問題研究者全国集会の報告

部落問題研究所70年の面影 21 解同路線の克服 解同暴

力究明裁判 東上高志

じんけん ぶんか まちづくり 58号（とよなか人権文

化まちづくり協会刊，2018.1）

人権まちづくりセンター「2館体制」を考える 佐佐木寛

治

報告 出会いは世界を広げていく～トランスジェンダー

生徒交流会からの発信～ 土肥いつきさん

振興会通信 138（同和教育振興会刊，2018.1）

同朋運動史の窓 44 左右田昌幸

2018年4月25日
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2018年4月25日

□所 在 地 〒603-8151 京都市北区小山下総町5-1 京都府部落解放センター３階

□TEL/FAX 075-415-1032

□U R L http://shiryo.suishinkyoukai.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

◇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。今年度は前期２回・後期
４回です。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。
◇今号の収集逐次刊行物目次は紙面の関係で2018年1月・2月の記事になります。次号に3月分の記事を掲
載いたします。

朝田教育財団だより 28（朝田教育財団刊，2018.1）

「朝田善之助記念館」開設元年を迎えて 松井珍男子

IMADR通信 193（反差別国際運動刊，2018.2）

特集 世系に基づく差別と闘う IMADR30年

ウィングスきょうと 144（京都市男女共同参画推進協

会刊，2018.2）

図書情報室新刊案内

中村久司著『サフラジェット 英国女性参政権運動の肖

像とシルビア・パンクハースト』／白河桃子著『御社の

働き方改革、ここが間違ってます！残業削減で伸びるす

ごい会社』

解放新聞 2841（解放新聞社刊，2018.1.1）：90円

ムラじまん・支部じまん

阿波木偶箱まわし 徳島市／被爆証言のDVD化 長崎市

解放新聞 2844（解放新聞社刊，2018.1.29）：90円

部落解放運動から「明治150年」を撃つ 1 鵬政治

解放新聞 2845（解放新聞社刊，2018.2.5）：90円

2018年度一般運動方針（第1次草案）

解放新聞 2847（解放新聞社刊，2018.2.19）：90円

議員に面会し抗議 参院での「特殊部落」発言で

解放新聞 2848（解放新聞社刊，2018.2.26）：90円

差別性などを指摘 『路地の子』で話し合い

『東日本の部落史』全3巻を刊行 1 第1巻 関東の長吏・

非人と弾左衛門支配 藤井寿一

部落解放運動から「明治150年」を撃つ 2 鵬政治

解放新聞大阪版 2121（解放新聞社大阪支局刊，2018.

1.15）

隣保館でやる意義 子ども食堂で座談会 2

解放新聞大阪版 2125（解放新聞社大阪支局刊，2018.

2.25）

子ども食堂で座談会 3 差別乗り越える活動に

解放新聞改進版 498（部落解放同盟改進支部刊，2018.

1）

日本維新の会の共同代表が差別発言 糾弾闘争を主軸に

した闘いの構築を

解放新聞京都版 1107（解放新聞社京都支局刊，2018.

1.20）：70円

京都部落問題研究資料センター所長秋定嘉和さんに聞く

解放新聞東京版 923・924（解放新聞社東京支局刊，2

018.1.1・15）186円

コラーゲンと私たちの暮らし 野村義宏

錦絵で見る弾直樹の足跡 浅草の皮革や革靴産業の礎を

築いた業租 稲川實

解放新聞奈良県版 1074（解放新聞社奈良支局刊，201

7.12.10）：50円

「両側から超える」公開学習会 「運動論1」-1 伊藤満

解放新聞奈良県版 1075（解放新聞社奈良支局刊，201

7.12.25）：50円

「両側から超える」公開学習会 「運動論1」-2 伊藤満

架橋 38（鳥取市人権情報センター刊，2018.2）

～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～


