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第60号 発行日 2020年7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

2020年7月25日

2020年度 差別の歴史を考える連続講座
第１回 幕末の洪水対策と被差別民 —近年、解読の進む「今村家文書」から

10月２日（金） 講師：小林 ひろみさん（奈良県文化資源活用課会計年度任用職員）

富を蓄え、技能を磨き、幕末の洪水対策にも貢献した被差別民の姿を、京都近郊の村

の庄屋文書から紹介します。

第２回 朝鮮通信使と「あの」絵図

10月９日（金） 講師：伊東 宗裕さん（佛教大学非常勤講師）

延享度の朝鮮通信使は淀城下を通過しました。淀での通信使応接を担当した淀藩士が

描いた絵図が残っています。この絵図を細かに見ます。見る価値のある絵図です。

第３回 健常者とは誰か —「耳なし芳一」を読み解く

10月16日（金） 講師：広瀬 浩二郎さん（国立民族学博物館准教授）

なぜ琵琶法師や瞽女は日本社会から消滅したのでしょうか。怪談「耳なし芳一」を手

がかりとして、盲目の宗教・芸能者が残した文化の現代的意義を考えます。

第４回 神輿場はなぜ荒れたのか —近代京都の祇園祭神輿渡御を中心に—

10月29日（木） 講師：中西 仁さん（立命館大学教員）

明治・大正期の京都の都市祭礼、特に神輿場では喧嘩、揉め事、騒動がしばしば起こ

りました。神輿舁たち（都市下層民衆）の生活や心性に注目しつつ、なぜ神輿場が荒れ

たのかを解明していきます。

第５回 全国水平社創立前の「差別糾弾闘争」 —京都・東七条の経験から—

11月６日（金） 講師：朝治 武さん（大阪人権博物館館長）

水平運動を象徴する基本的闘争形態は差別糾弾闘争ですが、全国水平社創立前にも類

似した闘争があり、これを京都・東七条の経験から探ります。

第６回 近代京都の被差別部落と在日朝鮮人 —土木事業を中心に—

11月13日（金） 講師：高野 昭雄さん（大阪大谷大学教員）

錦林地区を中心に、京都の土木事業について戦前期を中心に論じます。

◇時間：午後６時３０分～午後８時３０分 ◇参加費：無料

◇場所：京都府部落解放センター４階ホール ◇事前申し込みが必要です



ブ
ラ
イ
ン
ド
サ
ッ
カ
ー
の
開
拓
者
に

し
て
、
合
気
道
に
も
通
じ
た
、
気
鋭
の

歴
史
研
究
者
―
―
私
が
広
瀬
さ
ん
を
初

め
て
知
っ
た
頃
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
う
だ
っ

た
。
二
〇
〇
一
年
に
国
立
民
族
学
博
物

館
（
以
下
、
民
博
）
に
職
を
得
、
博
物
館

に
お
け
る
〈
自
分
の
居
場
所
〉
を
模
索

す
る
試
み
に
乗
り
出
し
て
、
一
歩
分
ず

つ
石
を
置
い
て
い
く
さ
な
か
だ
っ
た
と

記
憶
す
る
。

親
密
さ
が
深
ま
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た

民
博
の
企
画
展
「
さ
わ
る
文
字
、
さ
わ

る
世
界
─
触
文
化
が
創
り
だ
す
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
展
示
に
京
都
府
立
盲
学
校
が
所
蔵

す
る
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

準
備
の
た
め
、
資
料
室
の
担
当
者
と
し

て
、
盲
唖
院
時
代
の
教
材
・
教
具
一
点

一
点
に
〈
触
り
な
が
ら
語
り
あ
う
〉
広

瀬
さ
ん
と
の
時
間
を
共
に
し
た
。
初
期

盲
教
育
に
点
字
が
導
入
さ
れ
る
よ
り
前

に
製
作
さ
れ
た
木
刻
凹
凸
文
字
や
凸
形

京
街
図
な
ど
を
巡
っ
て
気
づ
き
に
溢
れ

た
対
話
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

最
近
、
拙
宅
の
書
架
に
あ
る
広
瀬
さ

ん
の
単
行
本
を
発
行
年
の
順
に
並
べ
直

し
て
み
た
。
二
一
世
紀
初
頭
の
二
〇
年

に
わ
た
る
作
品
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

01
年
『
人
間
解
放
の
福
祉
論
―
出
口

王
仁
三
郎
と
近
代
日
本
』

04
年
『
触
る
門
に
は
福
来
た
る

座

頭
市
流
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
が

行
く
！
』

07
年
『
だ
れ
も
が
楽
し
め
る
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
―
〝
つ
く

る
〟
と
〝
ひ
ら
く
〟
の
現
場
か
ら
』

09
年
『
さ
わ
る
文
化
へ
の
招
待

触

覚
で
み
る
手
学
問
の
す
す
め
』

12
年
『
さ
わ
っ
て
お
ど
ろ
く
！
―
点

字
・
点
図
が
ひ
ら
く
世
界
』
・

『
さ
わ
っ
て
楽
し
む
博
物
館
―
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

可
能
性
』

14
年
『
世
界
を
さ
わ
る
―
新
た
な
身

体
知
の
探
究
』
・
共
編
著
『
知
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー

「
障
害
」
で
学

び
を
拡
げ
る
』

15
年
『
身
体
で
み
る
異
文
化

目
に

見
え
な
い
ア
メ
リ
カ
を
描
く
』

16
年
『
ひ
と
が
優
し
い
博
物
館
：
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

新
展
開
』
・
共
著
『
点
字
を
発
明

し
た
19
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人

ル

イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
』

17
年
『
目
に
見
え
な
い
世
界
を
歩
く

「
全
盲
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
』
・

編
著
『
万
人
の
た
め
の
点
字
力
入

門
―
さ
わ
る
文
字
か
ら
、
さ
わ
る

文
化
へ
』

19
年
共
著
『
知
の
ス
イ
ッ
チ
：
「
障

害
」
か
ら
は
じ
ま
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー

ツ
』

20
年
『
触
常
者
と
し
て
生
き
る

琵

琶
を
持
た
な
い
琵
琶
法
師
の
旅
』

01
年
の
『
人
間
解
放
の
福
祉
論
―
出

口
王
仁
三
郎
と
近
代
日
本
』
は
、
一
九

九
〇
年
代
の
「
宗
教
と
盲
人
」
の
歴
史

に
分
け
入
る
仕
事
の
成
果
と
し
て
生
ま

れ
た
論
考
。
民
博
の
ス
タ
ッ
フ
紹
介
欄

に
も
、
専
門
分
野
は
「
日
本
宗
教
史
・

民
俗
学
（
日
本
の
新
宗
教
・
民
俗
宗
教
と
障

害
者
文
化
・
福
祉
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
歴

史
・
人
類
学
的
研
究
）
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
一
九
九
七
年
に
は
『
障
害
者
の
宗

教
民
俗
学
』
も
上
梓
さ
れ
た
。

一
転
、
04
年
以
後
は
〝
触
る
〟
（
さ
わ

る
）
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
、
書
物
の
タ

イ
ト
ル
に
も
相
次
い
で
用
い
ら
れ
て
い

く
。
民
博
を
拠
点
と
し
て
、
博
物
館
の

在
り
方
を
考
え
る
立
場
に
身
を
定
め
た

と
き
、
博
物
館
が
「
見
る
」
た
め
の
も

の
と
扱
わ
れ
、
展
示
品
に
「
触
る
こ
と

が
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
バ
リ
ア
を
ま

ず
取
り
除
き
、
さ
ら
に
「
誰
に
も
開
か

れ
た
博
物
館
」
へ
と
歩
を
進
め
る
突
破

口
が
ま
さ
に
〈
指
先
に
触
れ
た
〉
の
で

あ
ろ
う
。

手
を
変
え
品
を
変
え
―
場
や
方
法
を

探
り
な
が
ら
―
重
ね
ら
れ
た
経
験
を
通

し
て
、
単
な
る
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の

確
保
で
終
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
「
感
覚

の
多
様
性
を
尊
重
す
る
博
物
館
」
を
具

体
化
す
る
の
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
運
動
の
要
諦
だ
と
い
う
把
握
が

く
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
り
、
さ
ら
に

そ
の
過
程
で
障
害
当
事
者
が
果
た
す
役

割
を
問
い
深
め
る
―
―
広
瀬
さ
ん
は
、

本
書
で
こ
の
よ
う
に
自
身
の
営
み
を
語
っ

て
い
る
が
、
こ
の
認
識
に
到
達
す
る
ま

で
の
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
に
相
当
す

る
の
が
一
連
の
〝
触
る
〟
（
さ
わ
る
）
本

だ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

二
〇
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
著
作
で

は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
文
化
」
「
知
」

「
ア
ー
ト
」
「
世
界
」
へ
と
拡
大
し
て

い
く
。
実
践
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
が
博
物

館
だ
け
で
な
く
「
美
術
館
」
を
も
対
象

京都部落問題研究資料センター通信 第60号

2

2020年7月25日

本
の
紹
介

広
瀬

浩
二
郎
著

『
触
常
者
と
し
て
生
き
る

琵
琶
を
持
た
な
い
琵
琶
法
師
の
旅
』

岸

博

実

（
京
都
府
立
盲
学
校
非
常
勤
講
師
）



に
加
え
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
。

『
触
常
者
と
し
て
生
き
る
』
を
読
む
と
、

「
美
術
の
鑑
賞
」
だ
け
で
な
く
「
作
品

づ
く
り
」
「
写
真
の
作
製
」
に
広
が
っ

て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
さ
ら
に
人
間

論
に
も
思
索
が
延
ば
さ
れ
、
私
た
ち
が

求
め
る
べ
き
社
会
像
ま
で
提
言
さ
れ
て

い
て
、
お
お
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

一
読
し
終
え
て
、
こ
の
『
触
常
者
と

し
て
生
き
る
』
に
は
、
広
瀬
さ
ん
に
よ

る
俳
句
や
詩
が
た
く
さ
ん
収
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
改
め
て
驚
く
。
も
と
も
と
、

本
人
曰
く
の
「
お
や
じ
ギ
ャ
グ
」
、
漢

字
に
同
音
異
字
が
あ
る
こ
と
を
活
か
し

た
造
語
を
い
く
つ
も
編
み
出
し
て
き
た

実
績
が
あ
る
。
言
葉
に
寄
せ
る
関
心
が

並
々
で
な
い
こ
と
、
駄
ジ
ャ
レ
と
は
一

線
を
画
し
た
セ
ン
ス
で
日
本
語
を
駆
使

で
き
る
人
で
あ
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
感

性
と
思
想
を
詩
歌
に
織
り
込
ん
で
展
開

し
て
み
せ
る
と
い
う
新
し
い
境
地
に
立

ち
至
っ
た
も
の
と
見
受
け
る
。

さ
て
、
表
題
で
あ
る
。

「
触
常
者
」
と
い
う
広
瀬
さ
ん
に
よ

る
造
語
が
初
め
て
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
に

採
用
さ
れ
た
。
「
お
わ
り
に
」
に
よ
る

と
、
〈
過
去
の
拙
著
の
タ
イ
ト
ル
で
は
、

「
触
常
者
と
い
う
言
葉
は
、
ま
だ
あ
ま

り
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
」

と
、
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
て

き
た
〉
の
だ
と
い
う
。
〈
そ
ろ
そ
ろ
、

こ
の
造
語
で
勝
負
し
て
も
い
い
時
期
な

の
で
は
な
い
か
〉
と
続
く
。
実
際
に
は

二
〇
〇
九
年
頃
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
の

で
、
講
演
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
通
じ
て

「
触
常
者
・
見
常
者
」
が
目
や
耳
に
な

じ
ん
で
い
る
と
い
う
読
者
も
少
な
く
な

い
だ
ろ
う
。

広
瀬
さ
ん
が
〈
僕
の
活
動
の
原
典
で

あ
る
〉
と
す
る
『
触
常
者
宣
言
』
は
二

〇
〇
九
年
に
発
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
全

文
を
紹
介
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
の
で
、

〈
触
常
者
と
は
〝
考
え
る
〟
人
で
あ
る
〉
・

〈
触
常
者
と
は
〝
交
わ
る
〟
人
で
あ
る
〉
・

〈
触
常
者
と
は
〝
耕
す
〟
人
で
あ
る
〉

と
い
う
三
つ
の
象
徴
的
な
フ
レ
ー
ズ
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
に
留
め
る
が
、
触

文
化
の
魅
力
、
〈
見
常
者
〉
と
の
交
換
、

五
感
の
可
能
性
な
ど
が
し
な
や
か
な
勁つ

よ

い
言
葉
と
し
て
提
言
さ
れ
た
。

序
章
に
お
い
て
〈
「
触
常
者
宣
言
」

は
、
「
水
平
社
宣
言
」
に
刺
激
さ
れ
て

生
ま
れ
た
〉
と
打
ち
明
け
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
「
宣
言
」
そ
の
も
の
に
、
名

指
し
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
日
本

ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
創
立
し
た
岩
橋
武
夫
、

京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
創
立
し
た
鳥
居

篤
治
郎
へ
の
簡
潔
な
言
及
が
あ
る
。
岩

橋
は
〈
光
は
闇
よ
り
〉
と
主
張
し
、
鳥

居
は
〈
盲
目
は
不
自
由
な
れ
ど
不
幸
に

あ
ら
ず
〉
と
語
っ
た
。
先
人
二
人
の
業

績
に
敬
意
を
表
し
た
う
え
で
、
広
瀬
さ

ん
は
〈
使
命
感
、
不
自
由
か
ら
の
決
別

を
高
ら
か
に
宣
言
し
よ
う
〉
と
呼
び
か

け
る
。

私
は
、
「
触
常
者
宣
言
」
に
初
め
て

接
し
た
と
き
、
新
し
い
時
代
の
訪
れ
を

感
じ
た
し
、
共
感
に
浸
っ
た
。
鳥
居
た

ち
の
盲
人
運
動
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
新
た

な
発
信
が
始
ま
る
こ
と
を
喜
ん
だ
。
そ

の
気
持
ち
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
だ
が
、

少
し
言
葉
を
添
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、

鳥
居
は
〈
不
自
由
〉
の
世
界
を
か
こ
つ

だ
け
の
人
で
は
な
か
っ
た
。
鳥
居
流
と

広
瀬
流
の
障
害
観
・
人
間
観
は
根
っ
こ

で
太
く
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
。
「
水
平
社
宣
言
」
と
ほ
ぼ

同
じ
時
期
、
一
九
二
一
年
ご
ろ
に
鳥
居

は
「
目
な
き
よ
ろ
こ
び
」
と
い
う
文
章

を
点
字
で
書
い
て
、
当
時
勤
め
て
い
た

三
重
の
盲
啞
学
校
で
生
徒
に
読
ま
せ
た

と
い
う
。
後
に
鳥
居
は
そ
れ
を
「
盲
目

の
宣
言
」
と
言
い
換
え
た
。
そ
こ
に
宣

言
さ
れ
て
い
る
内
容
を
拾
い
上
げ
て
み

よ
う
。

〈
残
酷
な
自
然
は
、
私
ど
も
か
ら
五

感
の
一
つ
を
奪
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

恵
み
深
い
彼
女
は
、
再
び
視
覚
の
欠
損

を
補
う
べ
く
他
の
感
覚
を
、
発
達
さ
せ

て
く
れ
ま
し
た
〉
・
〈
私
ど
も
は
、
外

か
ら
見
る
程
、
果
し
て
不
幸
な
人
間
で

し
ょ
う
か
〉
・
〈
日
の
光
の
明
る
さ
を

見
な
い
私
ど
も
に
は
、
暗
黒
の
恐
ろ
し

さ
と
不
安
が
あ
り
ま
せ
ん
。
闇
と
光
は
、

私
ど
も
に
と
っ
て
一
如
で
あ
り
ま
す
〉

「
触
常
者
宣
言
」
が
、
視
覚
障
害
と

は
〈
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
不
自
由
（
マ

イ
ナ
ス
）
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
苦

境
な
の
か
〉
と
問
う
こ
と
は
的
確
だ
と
、

そ
う
考
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
盲
目

の
宣
言
」
に
そ
の
萌
芽
が
あ
っ
た
と
も

感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
「
触
常
者
宣

言
」
は
、
「
盲
目
の
宣
言
」
の
否
定
の

上
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
「
盲
目
の

宣
言
」
と
同
じ
ベ
ク
ト
ル
に
属
し
、
そ

れ
を
飛
躍
・
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
（
と
、
私
は
思
う
）
。

副
題
は
、
「
琵
琶
を
持
た
な
い
琵
琶

法
師
の
旅
」
と
あ
る
。
04
年
に
は
「
座

頭
市
」
で
あ
っ
た
。
二
つ
を
つ
な
い
で
、

「
座
頭
市
か
ら
琵
琶
法
師
へ
の
変
身
」

が
遂
げ
ら
れ
た
と
例
え
る
の
は
戯
言
だ

が
、
「
琵
琶
を
持
た
な
い
琵
琶
法
師
」

の
含
蓄
は
や
は
り
こ
の
本
の
要
諦
で
あ

ろ
う
。
冒
頭
に
、
詩
「
琵
琶
な
し
芳
一
」

を
据
え
て
、
〈
人
間
は
な
ぜ
触
角
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
〉
と
問
い
か
け
る
。

「
お
わ
り
に
」
で
は
、
〈
全
身
の
触
角

（
セ
ン
サ
ー
）
を
駆
使
し
て
逞
し
く
生
き

る
「
琵
琶
な
し
芳
一
」
は
僕
の
中
に
も
、

読
者
各
位
の
中
に
も
眠
っ
て
い
る
〉
と

エ
ー
ル
さ
れ
る
。
「
琵
琶
を
持
た
な
い

琵
琶
法
師
」
は
、
個
人
を
指
す
自
称
で

は
な
く
、
「
眠
っ
て
い
る
」
「
野
生
の

勘
」
を
持
つ
人
―
―
い
わ
ゆ
る
晴
眼
者

や
知
的
障
害
者
も
含
む
す
べ
て
の
人
―

―
を
、
「
と
も
に
旅
に
出
よ
う
」
と
誘
っ

て
い
る
わ
け
だ
。
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〈
本
書
の
目
的
は
障
害
理
解
で
は
な

い
。
「
視
覚
を
使
わ
な
い
」
僕
が
、
健

常
者
た
ち
に
送
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
集
と
受

け
止
め
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
〉

と
あ
る
。
「
琵
琶
を
持
た
な
い
琵
琶
法

師
」
の
一
人
と
し
て
、
私
も
こ
の
旅
路

に
出
発
し
よ
う
と
す
る
時
、
途
中
で
道

を
踏
み
外
さ
な
い
た
め
の
指
針
と
な
る

だ
ろ
う
。

次
に
、
表
紙
カ
バ
ー
の
点
字
と
点
図

に
つ
い
て
。
「
触
図
は
見
常
者
と
触
常

者
の
双
方
向
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

ツ
ー
ル
で
あ
る
」
と
い
う
広
瀬
さ
ん
の

持
論
を
受
け
と
め
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の

輪
が
あ
り
、
「
さ
わ
っ
て
み
た
く
な
る
」

触
図
へ
と
結
晶
し
て
い
る
。
書
名
・
著

者
名
の
他
に
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
は
、

あ
え
て
書
か
な
い
の
が
正
答
で
あ
ろ
う
。

手
に
取
っ
た
見
常
者
は
ど
う
し
て
も
先

に
見
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、

表
紙
の
側
と
裏
表
紙
の
側
と
の
〈
共
通

点
と
異
な
る
部
分
〉
を
触
覚
で
感
じ
分

け
て
み
る
こ
と
を
お
奨
め
す
る
。
さ
ら

に
は
、
表
紙
全
体
を
取
り
外
し
て
裏
返

し
、
真
っ
白
な
面
に
凹
ん
だ
点
の
並
び

を
撫
で
た
り
目
で
確
か
め
た
り
す
る
の

も
一
興
に
違
い
な
い
。
腰
の
あ
る
点
で
、

触
っ
た
感
じ
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

紙
の
滑
ら
か
さ
、
強
さ
も
選
び
抜
か
れ

て
い
る
。
最
近
、
少
し
ず
つ
増
え
て
い

る
点
字
・
エ
ン
ボ
ス
加
工
の
施
さ
れ
た

表
紙
の
中
で
も
秀
逸
だ
と
評
し
た
い
。

今
後
へ
の
要
望
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
、

絵
画
制
作
を
再
開
し
た
広
瀬
さ
ん
自
身

に
よ
る
触
図
に
も
お
目
に
か
か
り
た
い
、

い
や
、
ぜ
ひ
お
手
に
か
か
り
た
い
と
思

う
。
（
お
手
打
ち
に
な
り
た
い
と
い
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
）

本
文
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
も
う
一

つ
。
本
書
末
尾
に
「
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

引
換
券
」
が
付
い
て
い
る
。
購
入
を
前

提
に
し
た
も
の
だ
が
、
「
点
字
使
用
の

方
」
な
ど
と
い
う
特
別
扱
い
を
せ
ず

「
ご
希
望
の
方
に
は
」
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
を
唱
え
る
に
相

応
し
い
行
き
届
き
ぶ
り
だ
。
与
え
ら
れ

た
紙
数
の
半
分
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

序
章
・
終
章
の
他
は
、
三
つ
の
部
に

分
け
ら
れ
て
い
る
。
序
章
で
は
、
「
野

生
の
勘
」
と
「
未
開
の
知
」
の
語
義
が

解
説
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
健
常
者
Ａ
と
障

害
者
Ｂ
の
「
不
等
号
」
な
関
係
（A

≻
B

）

が
吟
味
さ
れ
て
、
不
等
号
の
桎
梏
か
ら

の
解
放
へ
と
達
す
る
。
と
は
い
え
、
推

理
小
説
の
解
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
の
と

は
趣
が
異
な
る
。
三
つ
の
部
の
エ
ッ
セ

ン
ス
は
次
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
て
い
る
。

読
み
の
海
図
と
し
て
援
け
に
な
る
だ
ろ

う
。第

Ⅰ
部
―
文
化
人
類
学
の
立
場
か
ら

「
障
害
」
に
つ
い
て
多
面
的
に
考
え

る
（
「
野
生
の
勘
」
を
理
解
す
る
学
問
的

な
基
盤
の
提
供
）

第
Ⅱ
部
―
博
物
館
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と

す
る
僕
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
る

（
「
未
開
の
知
」
を
万
人
に
開
く
た
め
の

挑
戦
例
）

第
Ⅲ
部
―
二
〇
一
八
年
の
後
半
に

『
日
本
経
済
新
聞
』
夕
刊
に
連
載
し

た
コ
ラ
ム
（
「
野
生
の
勘
」
を
駆
使
し
て
、

「
未
開
の
知
」
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
全

盲
研
究
者
の
現
在
進
行
形
の
歩
み
の
記
録
）

（
写
真
を
使
わ
な
い
「
射
真
集
」
）

以
降
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
か
っ
た

語
句
や
文
章
（
要
約
）
に
即
し
て
紹
介
す

る
。
庭
園
の
石
を
伝
う
よ
う
な
進
み
方

に
な
る
た
め
、
広
瀬
さ
ん
の
組
み
上
げ

て
き
た
体
系
を
相
似
的
に
映
し
き
れ
な

い
こ
と
は
詫
び
て
お
き
た
い
。

★
人
類
史
上
、
文
字
の
な
い
時
代
に

は
「
文
字
を
使
わ
な
い
点
で
人
々
の
間

に
差
」
は
な
か
っ
た
。
文
字
文
化
が
も

た
ら
さ
れ
て
「
使
え
る
人
と
使
え
な
い

人
」
の
区
別
が
生
ま
れ
た
。
み
ん
な
が

「
つ
る
つ
る
」
に
対
等
で
あ
っ
た
の
が

「
ざ
ら
ざ
ら
」
の
差
別
を
内
包
す
る
世

界
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
―
―
丁
寧
に
か

み
く
だ
か
れ
た
言
葉
で
、
分
か
り
易
い
。

「
つ
ぶ
つ
ぶ
」
の
文
字
と
し
て
の
点
字

の
意
義
に
つ
い
て
の
補
言
が
あ
れ
ば
、

現
実
と
の
切
り
結
び
に
い
っ
そ
う
の
深

み
が
生
ま
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

★
盲
学
校
は
文
字
を
使
え
る
自
由
を

獲
得
す
る
の
み
な
ら
ず
、
視
覚
の
束
縛

を
離
れ
、
聴
覚
や
触
覚
を
の
び
の
び
と

活
用
で
き
る
学
び
の
場
だ
っ
た
―
―
広

瀬
さ
ん
の
経
験
に
基
づ
く
盲
学
校
像
で

あ
る
。
私
が
担
任
し
た
生
徒
の
中
に
も
、

中
学
校
ま
で
を
貧
弱
な
統
合
教
育
下
で

過
ご
し
た
た
め
に
普
通
字
も
点
字
も
身

に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
生
徒

が
い
た
。
盲
学
校
に
移
っ
て
き
て
点
字

と
出
会
い
〈
僕
の
文
字
を
確
立
で
き
た
〉

と
打
ち
明
け
て
く
れ
た
シ
ー
ン
を
思
い

出
す
。

★
琵
琶
法
師
・
瞽
女
の
芸
能
は
、

「
聴
き
語
り
」
。
視
覚
を
使
わ
な
い
強

み
が
発
揮
さ
れ
、
音
と
声
で
森
羅
万
象

を
表
現
し
た
。
視
覚
障
害
者
が
伝
統
的

に
従
事
し
て
き
た
生
業
と
し
て
の
按
摩

は
、
触
っ
て
体
内
を
読
む
こ
と
、
そ
れ

は
「
内
界
を
探
る
眼
」
と
も
言
え
る
―

―
宗
教
、
弦
楽
器
、
鍼
灸
あ
ん
摩
、
塙

保
己
一
に
代
表
さ
れ
る
学
問
な
ど
、
盲

人
の
適
職
と
さ
れ
て
き
た
分
野
は
押
し

な
べ
て
〈
記
憶
力
と
言
語
力
〉
と
〈
手

の
触
察
力
と
操
作
力
〉
を
基
盤
に
成
り

立
っ
た
。
こ
の
史
実
に
関
す
る
広
瀬
さ

ん
の
洞
察
に
諸
手
を
挙
げ
て
賛
同
す
る
。

★
民
博
の
館
長
で
あ
っ
た
梅
棹
忠
夫

氏
は
『
夜
は
ま
だ
あ
け
ぬ
か
』
を
著
し

た
。
そ
の
学
識
へ
の
敬
意
を
強
調
し
た

う
え
で
、
梅
棹
氏
を
「
遅
す
ぎ
た
失
明

者
」
と
呼
び
、
広
瀬
さ
ん
自
身
の
生
き

か
た
と
の
対
比
が
行
わ
れ
る
―
―
そ
の

章
末
に
お
け
る
〈
梅
棹
先
生
、
「
夜
」

は
も
う
す
ぐ
あ
け
ま
す
よ
、
き
っ
と
！
〉

に
込
め
ら
れ
た
未
来
観
が
ま
ぶ
し
い
。
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★
「
合
理
的
配
慮
」
を
め
ぐ
っ
て
、

伊
藤
亜
紗
氏
の
『
目
の
見
え
な
い
人
は

世
界
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
』
が
話
題

に
さ
れ
て
い
る
。
世
間
の
注
目
を
浴
び

て
い
る
こ
の
本
に
は
「
見
る
人
・
見
ら

れ
る
人
」
を
分
け
る
発
想
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
そ
こ
に
お
い
て
、
真
の
共

感
・
協
働
は
生
ま
れ
る
か
と
問
い
か
け

ら
れ
て
い
る
―
―
が
、
視
覚
障
害
教
育

の
場
に
長
く
居
続
け
て
き
た
私
と
し
て

は
、
〈
特
殊
教
育
の
関
係
者
の
一
部
が

絶
賛
し
て
い
る
こ
と
〉
へ
の
疑
問
と
不

満
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
を
避
け

て
通
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
美
学
を

ベ
ー
ス
に
し
た
伊
藤
氏
の
「
目
の
見
え

な
い
人
は
世
界
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
」

の
〝
発
見
〟
に
、
特
殊
教
育
の
現
場
が

言
葉
に
紡
ぎ
だ
せ
て
い
な
か
っ
た
知
見

が
含
ま
れ
る
の
は
否
定
し
が
た
い
。
し

か
し
、
盲
学
校
の
場
合
で
い
え
ば
、
視

覚
に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
な
ど
の
「
生
」

と
「
権
利
」
を
尊
重
し
、
社
会
的
イ
ン

テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
を
目
指
し
て

き
た
道
の
り
を
通
し
て
、
「
合
理
的
配

慮
」
の
種
を
拾
い
上
げ
、
「
合
理
的
配

慮
」
の
行
く
手
を
担
い
う
る
知
恵
を
蓄

え
て
き
た
こ
と
は
少
な
く
と
も
確
認
し

て
お
き
た
い
。

★
「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
は
、
耳

（
見
え
な
い
も
の
）
の
時
代
か
ら
、
目

（
見
え
る
も
の
）
の
時
代
へ
の
移
行
を

象
徴
す
る
文
学
作
品
だ
と
措
定
さ
れ
て

い
る
―
―
論
旨
に
説
得
力
を
感
じ
た
が
、

新
た
に
持
ち
出
さ
れ
た
言
葉
〝
耳
立
〟

と
〝
利
く

u
t
i
l
i
z
e

〟
の
定
義
が
私
に

は
や
や
分
か
り
づ
ら
く
、
さ
ら
に
立
ち

入
っ
た
展
開
に
期
待
し
た
い
。

★
「
目
の
不
自
由
な
方
を
見
か
け
た

ら
、
声
を
か
け
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
駅

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
関
し
て
、
弱
さ
を
認

め
、
健
常
者
に
助
け
て
も
ら
う
こ
と
の

大
切
さ
を
押
さ
え
つ
つ
、
「
し
っ
か
り

歩
行
ス
キ
ル
を
磨
こ
う
」
「
触
角
を
駆

使
し
て
野
生
の
勘
で
欄
干
の
な
い
橋
を

渡
っ
て
や
ろ
う
」
こ
ん
な
意
見
が
当
事

者
か
ら
出
て
こ
な
い
現
状
に
、
僕
は
危

機
感
を
抱
い
て
い
る
と
も
吐
露
さ
れ
て

い
る
―
―
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
京
都
市

立
盲
啞
院
を
卒
業
し
た
点
字
ユ
ー
ザ
ー

小
野
兼
次
郎
（
反
軍
運
動
に
参
加
し
て
逮
捕

さ
れ
た
、
近
代
日
本
で
最
初
に
社
会
革
新
運

動
に
参
加
し
た
盲
人
）
は
、
〈
二
、
三
度

つ
れ
て
行
っ
て
も
ら
え
ば
、
ど
こ
に
で

も
一
人
で
行
け
る
〉
旨
、
書
き
残
し
た
。

戦
前
に
『
盲
人
歩
行
論
』
を
刊
行
し
た

盲
目
の
木
下
和
三
郎
も
安
全
な
歩
き
方

を
見
出
し
た
。
橋
の
な
い
欄
干
と
も
例

え
ら
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
の
事
故

を
防
ぐ
た
め
に
、
転
落
防
止
柵
の
全
駅

配
備
な
ど
が
急
が
れ
る
が
、
個
々
の
知

覚
と
技
法
を
磨
く
必
要
が
あ
る
の
も
否

定
す
べ
き
で
な
い
。

★
Ｄ
Ｉ
Ｄ
・
暗
闇
レ
ス
ト
ラ
ン
の
話

題
、
写
真
か
ら
射
真
へ
（
世
間
の
「
心
眼
」

観
念
へ
の
疑
問
、
反
発
。
「
射
真
」
の
心
得

―
写
す
の
で
な
く
射
る
意
識
、
手
・
耳
・
鼻

な
ど
で
一
点
に
集
中
す
る
こ
と
）
、
点
で
描

く
触
角
マ
ン
ガ
…
ど
の
切
り
口
も
、
読

む
者
を
ど
き
ど
き
・
わ
く
わ
く
さ
せ
る
。

★
〝
あ
い
ま
い
な
日
本
の
弱
視
〟
で

は
、
「
準
盲
・
半
盲
か
ら
ロ
ー
ビ
ジ
ョ

ン
」
へ
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
移
っ
て
き
た

弱
視
者
の
特
質
と
存
在
意
義
が
考
察
さ

れ
る
。
「
渉
外
者
」
と
い
う
新
語
に
込

め
ら
れ
た
も
の
を
読
み
解
き
、
実
践
に

活
か
し
て
い
き
た
い
。

★
触
文
化
と
は
、
博
物
館
を
考
え
る

な
か
で
生
ま
れ
た
新
概
念
、
さ
わ
る
と

は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
（
誰
も
が
楽
し
め
る
）

文
化
で
あ
る
。
視
覚
障
害
者
の
美
術
鑑

賞
を
疑
似
体
験
す
る
も
の
で
は
な
く
、

触
覚
を
頼
り
に
、
物
に
じ
っ
く
り
さ
わ
っ

て
「
目
に
見
え
な
い
世
界
」
を
想
像
す

る
こ
と
―
―
障
害
の
「
有
・
無
」
を
下

敷
き
に
し
た
不
等
号
を
乗
り
越
え
る
と

は
こ
う
い
う
こ
と
。
注
意
深
く
読
み
取
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

★
学
習
漫
画
『
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
』

（
伝
記
）
の
表
紙
に
描
い
た
三
色
旗
は
、

自
由
・
平
等
・
友
愛
を
色
に
置
き
換
え

る
の
で
な
く
、
触
覚
的
に
表
せ
ば
ど
う

な
る
か
で
手
ざ
わ
り
を
選
ん
だ
。
さ
わ

る
セ
ン
ス
を
磨
く
ツ
ー
ル
と
捉
え
て
ほ

し
い
。
二
〇
一
五
年
度
採
用
の
小
学
四

年
生
の
国
語
教
科
書
（
学
校
図
書
）
に

「
さ
わ
っ
て
お
ど
ろ
く
」
が
掲
載
さ
れ

た
。
「
頑
張
っ
て
い
る
人
で
も
な
け
れ

ば
、
か
わ
い
そ
う
な
人
で
も
な
い
。
障

害
者
と
は
、
お
も
し
ろ
い
人
で
あ
る
」
。

晴
眼
者
が
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
、
見

忘
れ
て
い
る
も
の
を
視
覚
障
害
者
が

「
発
見
」
す
る
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
い

―
―
博
物
館
や
美
術
館
の
敷
地
内
か
ら
、

学
習
漫
画
や
教
科
書
と
い
う
フ
ィ
ー
ル

ド
へ
の
進
出
が
、
二
〇
一
〇
年
代
の
特

長
と
も
言
え
る
。
視
覚
を
使
わ
な
い
自

由
！
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
フ
レ
ッ
シ
ュ
だ
。

子
ど
も
た
ち
、
次
世
代
へ
の
バ
ト
ン
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。

★
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

新
し
い
課
題
は
、
雇
用
・
就
労
問
題
。

お
そ
ら
く
視
覚
障
害
者
の
学
芸
員
は
皆

無
だ
ろ
う
―
―
こ
れ
が
具
体
的
な
課
題

と
し
て
意
識
さ
れ
る
ま
で
に
二
〇
年
に

及
ぶ
熱
心
な
運
動
が
状
況
を
変
え
て
き

た
。
主
題
は
当
事
者
の
役
割
だ
。
現
在

は
、
肯
定
す
る
人
が
少
な
い
が
、
見
え

な
い
人
が
見
え
な
い
人
の
歩
行
訓
練
を

行
う
と
い
う
新
機
軸
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
は
、
私
の
持
論
で
あ
る
。
「
障
害

者
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
」
を
探
究

し
尽
く
し
た
い
。

★
偏
差
値
か
ら
の
脱
却
―
知
的
障
害

者
と
の
協
働
の
意
義
―
。
彦
根
学
園
で

の
経
験
。
「
比
べ
る
」
手
法
が
通
用
し

な
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
自
己
の
内
面
に

触
角
（
セ
ン
サ
ー
）
を
伸
ば
し
、
制
作
に

没
頭
す
る
人
々
が
い
る
！
「
知
る
者
・
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知
ら
な
い
者
の
間
の
壁
を
取
り
壊
し
、

人
と
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ

り
方
を
他
覚
的
に
と
ら
え
直
す
の
が
、

無
視
覚
流
の
最
終
ゴ
ー
ル
だ
」
―
―
視

覚
障
害
を
問
う
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で

も
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
広
が
り
を
み
せ
る
。

★
副
触
図
。
視
覚
障
害
者
が
ど
う
や
っ

て
二
次
元
の
絵
画
作
品
を
鑑
賞
す
る
の

か
が
、
避
け
ら
れ
な
い
課
題
と
し
て
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

広
瀬
さ
ん
は
、
視
覚
芸
術
に
新
た
な
魅

力
を
付
与
す
る
（
副
え
る
）
こ
と
を
意
図

し
て
、
美
術
鑑
賞
で
使
わ
れ
る
触
図
を

「
副
触
図
」
と
名
付
け
て
い
る
―
―
実

は
、
日
本
点
字
を
生
か
し
て
盲
学
校
用

の
点
字
教
科
書
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
一
〇
〇
年
以
上
経
つ
が
、
美
術
の
教

科
書
だ
け
は
未
だ
点
字
版
が
用
意
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
方

向
性
も
鮮
や
か
に
摘
出
さ
れ
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
は
、
射
真
集
「
我
が
半
年
」

と
し
て
、
二
〇
一
八
年
七
月
～
一
二
月

の
『
日
本
経
済
新
聞
』
の
連
載
二
六
編

で
成
っ
て
い
る
。
「
三
本
足
の
役
割
」

「
災
害
弱
者
は
復
興
強
者
」
「
独
断
的

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
論
」
「
手
は
口
ほ
ど
に

物
を
言
う
」
「
長
く
も
な
く
短
く
も
な

く
」
「
縄
文
ウ
ォ
ー
ク
」
な
ど
を
お
奨

め
し
た
い
。
終
章
の
『
盲
人
と
海
』
に

は
ド
ラ
マ
性
も
あ
る
。

締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
い
く
つ
か

補
言
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
。
広
瀬
さ
ん
の
著
作
の
タ
イ
ト

ル
を
通
覧
す
る
と
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
副

題
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
「
触
常
者
」

が
多
く
の
読
者
に
浸
透
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
副
題
な
し
の
「
広
瀬
本
」
が
大

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
時
代
を
切
望
し

た
い
。

二
つ
。
触
常
者
・
見
常
者
と
い
う
用

語
は
、
①
い
つ
国
語
辞
典
に
載
る
の
だ

ろ
う
？
②
ど
の
よ
う
に
し
て
人
類
の
共

通
意
識
に
高
め
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
、
同
音
を
生
か
し
た
英
語

訳
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
く
の

だ
ろ
う
。

三
つ
。
琵
琶
法
師
の
登
場
は
、
座
頭

市
か
ら
の
変
身
で
あ
る
と
と
も
に
、
歴

史
研
究
へ
の
回
帰
も
予
感
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
な
に
よ
り
か
に
よ
り
、
広

瀬
さ
ん
、
食
常
者
同
士
と
し
て
、
佳
き

日
を
選
び
、
ま
た
一
夕
（
一
席
）
を
共
に

し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！

（
伏
流
社
刊
、
二
〇
二
〇
年
一
月
、
一
四
〇
〇
円

＋
税
）

絵
空
事
師
。

そ
ん
な
言
葉
は
な
い
と
思
う
が
、
野

坂
昭
如
が
小
説
に
登
場
さ
せ
た
「
エ
ロ

事
師
」
に
語
感
が
似
て
い
る
。
だ
か
ら

あ
え
て
用
い
た
い
。
絵
空
事
師
。

近
世
後
期
、
南
山
城
を
拠
点
に
多
数

の
偽
文
書
を
創
作
し
た
椿
井
政
隆
な
る

つ

ば

い

人
物
に
、
じ
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
呼
び
名

で
は
あ
る
ま
い
か
。

あ
り
も
し
な
い
中
世
文
書
を
あ
っ
た

こ
と
に
し
て
、
そ
れ
を
自
ら
が
書
き
写

し
た
の
だ
と
称
し
、
数
多
く
の
文
書
・

絵
図
の
類
い
を
捏
造
し
た
。
こ
う
し
て

「
椿
井
文
書
」
と
後
に
呼
ば
れ
る
壮
大

な
絵
空
事
の
伽
藍
を
築
き
上
げ
た
。
嘘

を
ま
こ
と
と
信
じ
た
く
な
る
仕
掛
け
を

巧
み
に
張
り
巡
ら
す
こ
と
で
、
一
つ
一

つ
の
絵
空
事
は
信
憑
性
を
増
す
。
後
世

の
歴
史
学
者
の
中
に
は
、
椿
井
政
隆
の

絵
空
事
を
信
じ
て
自
ら
の
学
術
論
文
に

引
用
し
た
者
も
少
な
く
な
い
。

た
い
し
た
絵
空
事
師
で
あ
る
。
魅
入

ら
れ
る
人
が
出
て
き
て
も
不
思
議
は
な

い
。
（
絵
空
事
は
所
詮
絵
空
事
。
嘘
は

嘘
。
嘘
が
ま
か
り
通
る
の
を
看
過
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
）
と
、
歴
史
学
者

の
ま
っ
と
う
な
使
命
感
に
衝
き
動
か
さ

れ
、
あ
る
い
は
衝
き
動
か
さ
れ
た
ふ
り

を
し
て
、
椿
井
文
書
の
嘘
を
ひ
た
す
ら

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
要
す

る
に
椿
井
政
隆
に
魅
入
ら
れ
て
し
ま
っ

た
人
が
い
る
。
馬
部
隆
弘
さ
ん
。
本
人

ば

べ

が
云
っ
て
い
る
。
「
椿
井
文
書
と
椿
井

政
隆
に
対
す
る
私
の
愛
情
は
、
他
の
ど

の
フ
ァ
ン
に
も
負
け
な
い
は
ず
」
。
そ

ん
な
わ
け
だ
か
ら
、
馬
部
さ
ん
が
そ
の

著
書
『
椿
井
文
書
―
日
本
最
大
級
の
偽

文
書
』
の
中
で
虚
偽
を
暴
け
ば
暴
く
ほ

ど
、
椿
井
政
隆
の
絵
空
事
師
ぶ
り
は
際

立
っ
て
い
く
。

大
阪
府
枚
方
市
に
あ
る
津
田
山
。
こ

の
山
の
支
配
権
を
巡
り
、
江
戸
期
、
麓

の
津
田
村
と
穂
谷
村
が
争
っ
た
。
鎌
倉

期
以
来
、
津
田
山
周
辺
は
津
田
郷
と
呼

ば
れ
、
氏
神
は
三
之
宮
神
社
。
開
発
に
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よ
り
山
間
部
の
穂
谷
村
な
ど
の
集
落
が

生
ま
れ
る
が
、
神
社
の
祭
祀
を
取
り
仕

切
る
の
は
あ
く
ま
で
本
村
の
津
田
村
で

あ
る
。
山
の
支
配
権
が
津
田
村
に
あ
る

の
は
明
白
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
郷

内
に
集
落
が
次
々
と
生
ま
れ
る
過
程
で

い
つ
し
か
三
之
宮
神
社
は
穂
谷
村
内
に

立
地
す
る
恰
好
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
穂

谷
村
が
津
田
山
支
配
権
を
主
張
す
る
よ

う
に
な
っ
て
争
論
が
生
じ
た
。
形
勢
は

津
田
村
絶
対
有
利
。
そ
れ
で
も
津
田
村

側
は
、
よ
り
有
利
な
立
場
を
固
め
る
た

め
に
、
津
田
村
の
豪
族
津
田
氏
が
室
町

期
に
津
田
山
に
城
を
築
い
て
居
城
に
し

た
と
す
る
文
書
を
で
っ
ち
上
げ
た
。
と

ん
だ
絵
空
事
。
こ
れ
が
ま
ん
ま
と
京
都

町
奉
行
所
の
評
定
で
事
実
認
定
さ
れ
た
。

津
田
山
に
城
の
遺
構
ら
し
き
も
の
が
あ
っ

た
か
ら
。
じ
つ
は
山
岳
寺
院
の
遺
構
ら

し
い
の
だ
が
。
と
も
あ
れ
争
論
は
い
っ

た
ん
決
着
。
と
同
時
に
、
津
田
城
は
あ

た
か
も
実
在
し
た
か
の
よ
う
に
後
世
に

語
り
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。

穂
谷
村
で
は
唐
突
な
津
田
城
の
出
現

に
納
得
が
い
か
な
い
。
そ
こ
で
新
た
な

主
張
を
展
開
し
始
め
る
。

穂
谷
村
に
は
氷
室
が
あ
っ
た
。
朝
廷

の
た
め
の
氷
蔵
庫
で
あ
る
氷
室
が
、
千

年
も
昔
に
設
け
ら
れ
た
。
だ
か
ら
穂
谷

こ
そ
が
由
緒
正
し
い
地
域
の
中
核
、
と

い
う
主
張
。
な
る
ほ
ど
れ
っ
き
と
し
た

歴
史
書
に
、
平
安
期
の
初
め
、
北
河
内

に
氷
室
を
造
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。

ど
こ
と
具
体
的
に
書
い
て
は
い
な
い
が
、

そ
れ
が
他
で
も
な
い
穂
谷
村
な
の
だ
、

と
い
う
主
張
。
穂
谷
の
村
人
が
突
然
云

い
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
主
張
を
裏
付
け
る
文
書
が
降
っ
て

湧
い
た
よ
う
に
出
現
し
た
。
『
氷
室
本

郷
穂
谷
来
因
之
紀
』
。
室
町
後
期
に
興

福
寺
が
氷
室
の
由
来
を
承
認
し
た
文
書

で
、
責
任
者
の
花
押
も
し
っ
か
り
添
え

ら
れ
て
い
る
。

あ
る
日
。
と
、
以
下
は
私
の
我
流
の

絵
空
事
。

人
品
卑
し
か
ら
ぬ
道
士
然
と
し
た
男

が
穂
谷
村
を
訪
ね
て
き
た
。
「
私
の
手

許
に
こ
の
よ
う
な
文
書
が
あ
り
、
書
き

写
し
ま
し
た
が
、
も
し
や
お
役
に
立
つ

の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
持
参
い
た
し
ま

し
た
」
。
穂
谷
の
人
び
と
は
訝
し
む
。

だ
が
示
さ
れ
た
『
氷
室
本
郷
穂
谷
来
因

之
紀
』
を
閲
し
て
驚
喜
す
る
。
「
穂
谷

に
氷
室
は
ほ
ん
ま
に
あ
っ
た
ん
や
！

興
福
寺
さ
ん
の
お
墨
付
き
も
得
と
る
や

ん
け
！
」
。
村
名
主
が
「
こ
れ
、
わ
し

ら
に
譲
っ
て
く
れ
る
ん
で
っ
か
？
」
と

訊
く
と
、
男
は
う
な
づ
い
た
。
「
無
論
。

た
だ
し
丹
精
し
て
書
写
し
た
も
の
で
は

あ
り
、
手
間
賃
と
云
っ
て
は
何
で
す
が
、

寸
志
な
り
と
頂
戴
で
き
れ
ば
…
」
。

日
を
経
ず
し
て
男
は
再
び
や
っ
て
来

た
。
「
葛
籠
の
中
か
ら
こ
ん
な
も
の
も

出
て
ま
い
り
ま
し
た
」
。
示
さ
れ
た
の

は
『
氷
室
郷
惣
社
穂
谷
三
之
宮
大
明
神

年
表
録
』
。
村
人
再
び
の
狂
喜
。
津
田

郷
惣
社
の
三
之
宮
神
社
は
穂
谷
の
神
社

だ
と
明
記
し
て
あ
る
。
よ
っ
し
ゃ
、
こ

れ
で
津
田
村
の
連
中
の
鼻
を
明
か
し
て

や
れ
る
。
「
こ
れ
も
譲
っ
て
お
く
れ
や
っ

し
ゃ
。
も
ち
ろ
ん
、
御
礼
は
さ
し
て
も

ら
い
ま
！
」
。

道
士
然
と
し
た
男
は
謝
礼
金
を
懐
に

納
め
、
村
人
に
見
送
ら
れ
て
穂
谷
を
去
っ

た
。
二
つ
の
文
書
は
偽
文
書
。
書
か
れ

た
中
身
は
絵
空
事
。
そ
う
と
知
っ
て
い

る
弟
子
筋
の
若
者
が
付
き
従
っ
て
い
た
。

若
者
は
小
声
で
訊
く
。
「
椿
井
先
生
。

な
ぜ
穂
谷
村
に
肩
入
れ
さ
れ
る
の
で
す

か
？
」
。

男
は
椿
井
政
隆
。
恬
淡
と
し
た
表
情

を
泛
べ
た
ま
ま
云
う
。
「
争
論
の
噂
を

耳
に
し
た
時
、
津
田
村
の
津
田
城
が
絵

空
事
だ
と
す
ぐ
に
判
り
ま
し
た
。
絵
空

事
で
も
奉
行
所
が
認
め
た
と
い
う
の
で

す
か
ら
な
か
な
か
の
も
の
で
す
。
だ
か

ら
私
は
、
ま
あ
、
向
こ
う
を
張
っ
て
み

た
く
な
っ
た
の
で
す
よ
。
穂
谷
に
肩
入

れ
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

が
証
拠
に
ほ
ら
」
。
袖
か
ら
巻
物
様
の

も
の
を
取
り
出
し
、
「
こ
ん
な
物
も
手

に
入
れ
ま
し
た
」
。

「
こ
れ
は
系
図
、
で
す
か
？
」
。

「
西
村
と
い
う
家
の
系
図
で
す
。
葛
籠

か
ら
偶
然
出
て
き
ま
し
た
」
。
「
偶
然

だ
な
ん
て
、
先
生
…
」
。
「
そ
う
い
う

こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
西
村
家

は
津
田
村
の
名
家
で
す
」
。
「
津
田
村

の
？
」
。
「
こ
れ
か
ら
津
田
村
の
西
村

家
を
訪
ね
ま
す
。
由
緒
あ
る
家
柄
で
あ

る
こ
と
を
証
す
系
図
で
す
か
ら
、
見
せ

れ
ば
欲
し
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
」
。
椿
井
政
隆
は
ほ
く
そ
笑
み
、

悠
々
と
し
た
足
ど
り
で
、
穂
谷
村
か
ら

津
田
村
へ
、
坂
道
を
下
っ
て
ゆ
く
。

「
椿
井
政
隆
は
謎
多
き
人
物
で
あ
る
」

と
馬
部
さ
ん
は
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
現
時
点
で
判
明
し
て
い
る
彼
の
略
歴
」

の
あ
れ
や
こ
れ
や
を
連
ね
る
。

あ
れ
や
こ
れ
や
、
な
ん
て
云
い
方
が

失
礼
な
の
は
承
知
の
上
だ
が
、
何
し
ろ

馬
部
さ
ん
は
歴
史
学
者
。
そ
の
書
き
ぶ

り
は
典
拠
を
示
し
て
云
々
、
典
拠
と
典

拠
を
比
較
し
て
云
々
、
と
学
者
な
ら
で

は
の
精
確
さ
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
囚
わ

れ
て
い
る
、
と
い
う
の
も
失
礼
な
云
い

方
か
。
と
に
か
く
門
外
漢
の
私
に
は
、

あ
れ
や
こ
れ
や
が
つ
い
七
面
倒
く
さ
く

思
え
て
く
る
。
率
直
に
云
っ
て
、
馬
部

さ
ん
の
論
考
を
正
攻
法
で
紹
介
し
よ
う

と
す
る
と
間
違
い
を
犯
し
そ
う
で
怖
い
。

ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
く
だ
さ
い
、
私
は
そ

ん
な
こ
と
述
べ
て
い
ま
せ
ん
、
と
云
わ
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れ
そ
う
で
怖
い
。
だ
か
ら
あ
ら
か
じ
め

弁
解
し
て
お
き
た
く
な
る
。
読
み
違
い

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ご
容
赦
を
、

馬
部
さ
ん
ご
ひ
い
き
の
絵
空
事
師
を
、

我
流
の
絵
空
事
を
ま
じ
え
て
勝
手
に
紹

介
し
ま
す
か
ら
ご
容
赦
を
。

弁
解
し
て
少
し
す
っ
き
り
し
た
。

政
隆
自
ら
が
作
成
し
子
孫
が
補
っ
た

と
思
わ
れ
る
椿
井
家
の
系
図
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
孝
安
天
皇
の
第
一
皇

子
が
大
和
国
平
群
郡
に
住
ん
だ
こ
と
に

へ

ぐ

り

始
ま
る
平
群
姓
の
一
族
だ
そ
う
で
あ
る
。

現
在
の
奈
良
県
平
群
町
椿
井
に
居
所
が

あ
っ
た
の
で
椿
井
を
名
乗
り
、
そ
れ
が

戦
国
期
に
山
城
国
相
楽
郡
に
居
城
を
構

え
、
当
地
を
椿
井
と
改
名
し
た
の
だ
と

か
。孝

安
天
皇
は
、
記
紀
に
登
場
は
す
る

が
何
を
し
た
の
か
判
然
せ
ず
、
そ
の
く

せ
在
位
が
百
年
余
に
及
ぶ
第
六
代
天
皇
。

そ
れ
が
ご
先
祖
だ
な
ん
て
怪
し
い
。
胡

散
臭
い
。
と
は
思
う
が
、
系
図
な
ん
て

そ
も
そ
も
胡
散
臭
い
。
私
も
、
わ
が
家

に
系
図
こ
そ
残
っ
て
は
い
な
い
が
、
ご

先
祖
は
平
安
期
の
頼
光
四
天
王
の
一
人
、

渡
辺
綱
だ
と
云
わ
れ
て
き
た
。
歴
史
上

の
渡
辺
の
中
で
最
も
有
名
な
綱
を
ご
先

祖
様
だ
と
し
て
お
け
ば
箔
が
付
く
。
そ

れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
椿
井

が
孝
安
天
皇
の
末
裔
と
称
し
て
ど
こ
が

悪
い
。
馬
部
さ
ん
も
そ
の
こ
と
を
責
め

て
は
い
な
い
。

た
だ
し
、
歴
史
学
者
の
馬
部
さ
ん
は

江
戸
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
寛
永
諸
家

系
図
伝
』
と
い
う
別
の
典
拠
も
ち
ゃ
ん

と
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
椿
井
家
初

代
は
戦
国
期
の
人
物
で
藤
原
姓
、
と
あ

る
。
こ
っ
ち
の
史
料
の
ほ
う
が
、
政
隆

の
手
に
な
る
と
思
し
き
系
図
よ
り
も
断

然
信
用
性
が
高
い
と
見
え
て
、
馬
部
さ

ん
は
「
近
世
の
い
つ
か
の
段
階
で
、
山

城
国
の
椿
井
氏
が
藤
原
姓
か
ら
大
和
出

身
の
平
群
姓
に
改
変
し
た
こ
と
を
想
定

で
き
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

平
群
姓
だ
と
す
る
ほ
う
の
系
図
に
よ

れ
ば
、
政
隆
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇

年
）
に
生
ま
れ
、
天
保
八
年
（
一
八
三

八
年
）
に
六
十
八
歳
で
卒
し
て
い
る
。

文
政
二
年
（
一
八
一
九
年
）
に
は
江
州

で
体
長
十
余
丈
の
大
蛇
を
斬
り
殺
し
た

と
あ
る
。
馬
部
さ
ん
が
調
べ
た
別
の
史

料
の
あ
れ
や
こ
れ
や
に
よ
れ
ば
、
国
学

や
有
職
故
実
等
に
通
じ
て
い
た
ら
し
い
。

大
蛇
退
治
は
、
そ
れ
な
り
に
大
き
な

蛇
を
叩
き
殺
し
た
事
実
は
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
か
な
り
長
め
の
蛇
を
退
治

し
た
こ
と
を
自
慢
し
た
く
て
、
つ
い
十

余
丈
と
吹
聴
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
も
っ

と
も
十
余
丈
と
云
え
ば
約
三
十
メ
ー
ト

ル
。
あ
る
い
は
退
治
し
た
の
は
大
蛇
で

は
な
く
、
例
え
ば
山
中
で
頑
丈
に
絡
ま

り
合
う
大
樹
の
根
っ
こ
に
行
く
手
を
阻

ま
れ
て
、
こ
れ
を
伐
り
払
う
際
の
悪
戦

苦
闘
が
、
政
隆
の
内
部
で
大
蛇
退
治
に

変
異
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
絵
空
事
で
あ
る
。
た

だ
し
、
大
蛇
退
治
も
孝
安
天
皇
の
末
裔

だ
と
云
う
の
も
、
自
己
顕
示
欲
の
発
露

と
云
っ
て
い
い
大
法
螺
で
、
誰
が
見
て

も
明
ら
か
に
絵
空
事
だ
と
判
る
。
政
隆

が
椿
井
文
書
に
結
実
さ
せ
た
数
々
の
絵

空
事
と
は
種
類
が
違
う
。

政
隆
の
た
た
ず
ま
い
は
道
士
然
と
し

て
い
る
。
ど
こ
に
も
そ
う
記
さ
れ
て
は

い
な
い
が
、
馬
部
さ
ん
の
叙
述
を
通
じ

て
、
恬
淡
と
し
て
物
静
か
な
政
隆
の
面

影
が
私
の
中
に
勝
手
に
造
形
さ
れ
て
い

る
。
日
ご
ろ
は
部
屋
に
籠
も
っ
て
偽
書

の
作
成
に
偏
執
的
に
取
り
組
み
、
現
実

と
見
紛
う
よ
う
な
絵
空
事
を
丹
精
こ
め

て
創
り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、

た
ま
に
売
り
に
行
く
。
け
れ
ど
も
、
金

儲
け
の
た
め
に
し
て
い
る
こ
と
で
は
な

い
、
と
政
隆
は
云
う
に
違
い
な
い
。

「
そ
れ
相
応
の
労
力
が
か
か
る
の
で
す
。

と
き
に
応
分
の
対
価
を
欲
し
た
と
し
て

も
、
愧
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
い
か
が
か
な
？
」
。

恬
淡
と
し
て
静
か
に
ほ
く
そ
笑
む
政

隆
の
面
差
し
が
、
私
に
は
見
え
る
気
が

す
る
。

椿
井
政
隆
と
弟
子
筋
の
若
者
は
日
昏

れ
前
、
津
田
村
に
入
っ
た
。
再
び
の
、

私
の
我
流
の
絵
空
事
。

西
村
家
を
訪
ね
、
案
内
を
乞
う
。

「
御
家
中
の
家
宝
に
も
な
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
貴
重
な
品
を
偶
然
手
に
入
れ
ま

し
た
の
で
、
持
参
い
た
し
ま
し
た
」
。

二
人
は
招
じ
入
れ
ら
れ
、
西
村
家
当

主
と
対
坐
し
た
。
当
主
は
、
政
隆
の
風

体
に
学
問
を
す
る
人
の
気
品
を
感
じ
取
っ

て
か
、
鄭
重
に
訊
ね
る
。
「
し
て
、
貴

重
な
品
と
は
？
」
。
「
こ
れ
で
ご
ざ
る
」

と
、
政
隆
は
巻
物
を
う
や
う
や
し
く
差

し
出
し
た
。
「
お
っ
、
こ
れ
は
…
」
。

「
御
当
家
の
系
図
で
は
あ
る
ま
い
か
と

思
い
ま
し
て
。
相
違
ご
ざ
ら
ぬ
か
？
」
。

「
い
か
に
も
こ
れ
は
当
家
の
…
」
。

系
図
を
捧
げ
持
つ
当
主
の
手
が
震
え

て
い
る
。
弟
子
筋
の
若
者
が
横
合
い
か

ら
覗
き
込
む
と
、
こ
ん
な
記
載
が
目
に

入
っ
た
。
「
西
村
荘
司
三
郎

永
禄
十

丁
卯
年
正
月
穂
谷
住
士
上
武
伊
賀
守
清

繁
津
田
城
押
寄
之
刻
、
津
田
主
水
助
加

勢
防
戦
、
在
勇
功
…
」
。

若
者
は
思
わ
ず
歎
息
を
洩
ら
す
。
室

町
末
期
、
永
禄
の
頃
、
津
田
城
を
穂
谷

村
勢
が
攻
め
、
城
主
の
津
田
氏
の
許
へ

馳
せ
参
じ
た
西
村
家
の
先
祖
が
こ
れ
を

防
い
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
政
隆
自

ら
「
絵
空
事
」
と
断
じ
た
は
ず
の
津
田

城
の
事
績
。
そ
れ
を
巧
み
に
採
り
込
ん

で
捏
造
さ
れ
た
系
図
。
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捏
造
？

西
村
家
当
主
は
む
ろ
ん
そ

ん
な
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い
。
表
情
に

は
み
る
み
る
喜
色
が
泛
ん
で
ゆ
く
。
西

村
家
は
津
田
村
の
名
家
な
の
だ
と
、
歴

史
的
に
は
っ
き
り
と
証
拠
立
て
る
系
図

が
、
い
ま
目
の
前
に
あ
る
。
こ
の
系
図

が
あ
れ
ば
、
津
田
村
に
お
け
る
西
村
家

の
地
位
は
、
ま
す
ま
す
揺
る
ぎ
な
い
も

の
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
あ
、
喉
か

ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
い
…
。

若
者
は
政
隆
に
ち
ら
り
と
目
線
を
送
っ

た
。
恬
淡
と
し
た
様
子
を
崩
さ
な
い
が
、

心
の
中
で
は
、
し
て
や
っ
た
り
、
と
思
っ

て
い
る
に
違
い
な
い
。
（
そ
れ
に
し
て

も
、
穂
谷
村
が
こ
れ
を
知
っ
た
ら
…
）
。

穂
谷
の
人
び
と
は
椿
井
先
生
を
、
津

田
村
の
鼻
を
明
か
す
好
機
を
も
た
ら
し

て
く
れ
た
恩
人
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の

同
じ
椿
井
先
生
が
時
を
置
か
ず
、
今
度

は
よ
り
に
よ
っ
て
津
田
村
へ
、
穂
谷
村

に
し
て
み
れ
ば
禁
忌
に
等
し
い
津
田
城

の
事
績
ま
で
記
し
た
系
図
を
届
け
た
と

知
っ
た
ら
。
し
か
も
そ
こ
に
は
穂
谷
村

勢
が
、
津
田
城
を
攻
め
た
悪
役
の
よ
う

に
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
先

生
、
あ
ん
ま
り
で
っ
せ
。
先
生
は
う
ち

ら
の
味
方
と
ち
ご
た
ん
か
？
」
と
、
穂

谷
村
の
名
主
は
非
難
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
そ
う
な
っ
た
ら
椿
井
先
生
は
、

恬
淡
と
し
た
表
情
を
少
し
も
崩
さ
ず
、

こ
ん
な
ふ
う
に
云
う
に
違
い
な
い
。

「
私
は
た
ま
た
ま
手
に
入
れ
た
文
書
を
、

ご
縁
の
あ
る
方
た
ち
の
許
へ
お
届
け
し

た
ま
で
。
古
い
文
書
が
そ
れ
ぞ
れ
の
土

地
で
活
か
さ
れ
る
の
を
望
ん
で
お
る
だ

け
。
ど
ち
ら
の
味
方
だ
と
か
、
私
に
は

一
切
関
わ
り
の
な
い
こ
と
で
す
」
。

系
図
は
当
主
の
手
に
渡
り
、
椿
井
政

隆
は
応
分
の
謝
礼
を
得
た
。
二
人
は
酒

肴
の
も
て
な
し
を
受
け
、
晩
は
当
主
の

計
ら
い
で
、
西
村
家
の
別
棟
に
泊
め
て

も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。

津
田
村
の
夜
は
深
々
と
静
ま
り
返
っ

て
い
る
。
暗
い
行
燈
の
灯
が
、
珍
し
く

深
酒
し
た
政
隆
の
緩
ん
だ
面
差
し
を
泛

び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

「
先
生
」
。
そ
ん
な
政
隆
に
、
若
者

が
声
を
か
け
た
。
若
者
に
は
気
に
な
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
「
先
ほ
ど
系
図
を
ち

ら
っ
と
拝
見
し
ま
し
た
が
、
道
俊
、
と

い
う
名
が
見
え
た
よ
う
に
思
っ
た
の
で

す
」
。
「
あ
あ
、
道
俊
」
。
「
あ
れ
は

『
王
仁
墳
廟
来
朝
紀
』
を
著
し
た
道
俊

わ

に

で
し
ょ
う
か
？
」
。
「
お
そ
ら
く
そ
う

で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
何
か
？
」
。
酔
い

心
地
の
政
隆
の
返
答
は
も
の
う
い
。

「
い
え
、
だ
と
す
れ
ば
、
先
生
が
西
村

家
系
図
に
『
王
仁
墳
廟
来
朝
紀
』
の
道

俊
を
組
み
込
ま
れ
た
意
図
は
ど
の
あ
た

り
に
あ
っ
た
の
か
と
、
い
さ
さ
か
気
に

な
っ
た
も
の
で
…
」
。
ふ
と
政
隆
は
、

横
坐
り
の
姿
勢
を
正
す
。
そ
し
て
「
タ

カ
ヒ
ロ
殿
」
と
呼
び
か
け
た
。

「
タ
カ
ヒ
ロ
殿
。
な
る
ほ
ど
貴
殿
は
、

私
が
何
を
し
て
お
る
か
ご
存
知
だ
。
け

れ
ど
も
、
私
が
し
て
い
る
こ
と
は
私
が

し
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
も
ま
た
ご
存
知
の
は
ず
。
こ
こ
は

別
棟
と
は
い
え
、
西
村
の
家
人
が
ど
こ

で
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
な
い
と
も
限
ら

ぬ
。
物
云
い
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
お
気
を

つ
け
い
た
だ
き
た
い
。
よ
ろ
し
い
か
？
」
。

そ
う
云
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
タ
カ
ヒ

ロ
殿
と
呼
ば
れ
た
若
者
は
黙
る
し
か
な

い
。
し
ば
し
黙
し
、
蚊
の
鳴
く
よ
う
な

小
声
で
「
失
礼
い
た
し
ま
し
た
…
」
。

政
隆
は
微
笑
み
、
ま
た
少
し
坐
を
崩
し

て
、
「
そ
の
こ
と
は
も
う
よ
ろ
し
い
」

と
云
っ
て
か
ら
、
打
ち
解
け
た
調
子
で

「
そ
れ
に
し
て
も
タ
カ
ヒ
ロ
殿
は
『
王

仁
墳
廟
来
朝
紀
』
の
よ
う
な
文
書
も
ご

存
じ
な
の
で
す
な
」
。
「
は
い
。
じ
つ

は
藤
阪
村
の
王
仁
墓
に
は
関
心
が
あ
り
、

道
俊
が
著
し
た
『
来
朝
紀
』
も
一
読
し

ま
し
た
も
の
で
…
」
。
「
そ
う
で
し
た

か
」
。

「
鬼
墓
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
粗
末

な
石
が
、
じ
つ
は
応
神
帝
の
御
代
に
百

済
か
ら
渡
来
し
た
王
仁
博
士
の
墳
墓
だ
っ

た
、
と
い
う
事
実
を
、
私
は
最
初
、

並
河
誠
所
先
生
の
『
五
畿
内
志
』
で
知
っ

な

び

か
せ
い
し
ょ

た
の
で
す
」
。
「
ほ
お
、
並
河
先
生
の
」
。

並
河
誠
所
は
政
隆
よ
り
も
一
世
紀
前

の
時
代
を
生
き
た
国
学
者
で
あ
る
。
畿

内
の
式
内
社
を
比
定
す
る
作
業
な
ど
に

取
り
組
み
、
こ
れ
を
『
五
畿
内
志
』
に

ま
と
め
た
。
じ
つ
は
政
隆
、
並
河
が
比

定
に
至
ら
な
か
っ
た
式
内
社
を
別
の
文

書
を
偽
造
す
る
こ
と
で
比
定
し
、
『
五

畿
内
志
』
を
補
完
す
る
仕
事
を
し
て
き

た
。
つ
ま
り
並
河
誠
所
に
は
縁
が
あ
る
。

「
並
河
先
生
は
、
道
俊
の
『
来
朝
紀
』

を
読
ん
で
あ
の
石
を
王
仁
の
墓
と
確
信

さ
れ
た
そ
う
で
す
。
私
も
『
来
朝
紀
』

を
読
み
、
並
河
先
生
が
確
信
さ
れ
た
の

も
も
っ
と
も
、
と
納
得
い
た
し
ま
し
た
」
。

「
そ
う
で
し
た
か
…
」
。
若
者
の
話

を
聴
く
政
隆
の
顔
に
、
得
意
の
ほ
く
そ

笑
み
が
広
が
っ
て
ゆ
く
。
タ
カ
ヒ
ロ
は
、

私
の
し
て
き
た
こ
と
を
何
も
か
も
知
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
な
。
『
王

仁
墳
廟
来
朝
紀
』
を
道
俊
作
と
信
じ
き
っ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
あ
れ
は
私
が
創
っ

た
の
だ
。
私
が
創
り
、
江
戸
期
初
め
の

道
俊
と
い
う
坊
主
が
書
い
た
よ
う
に
見

せ
か
け
、
そ
れ
を
私
が
生
ま
れ
る
よ
り

前
に
並
河
誠
所
が
読
ん
だ
こ
と
に
し
て
、

し
か
も
並
河
は
『
来
朝
紀
』
を
根
拠
に

『
五
畿
内
志
』
の
王
仁
墓
の
く
だ
り
を

書
い
た
の
だ
と
、
そ
ん
な
話
ま
で
そ
れ

と
な
く
広
ま
る
よ
う
に
仕
向
け
た
の
だ
。

つ
ま
り
は
す
べ
て
私
の
絵
空
事
。
系
図

に
道
俊
を
さ
り
げ
な
く
潜
り
込
ま
せ
た

の
も
、
西
村
家
が
「
『
来
朝
紀
』
の
道
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俊
は
我
が
家
の
先
祖
で
す
ぞ
」
な
ど
と

嬉
々
と
し
て
吹
聴
す
る
こ
と
ま
で
見
越

し
た
上
で
の
、
絵
空
事
を
ま
こ
と
ら
し

く
す
る
、
手
の
込
ん
だ
仕
掛
け
の
一
つ

な
の
だ
。

ほ
く
そ
笑
み
は
顔
全
体
に
広
が
り
、

政
隆
は
酔
っ
た
勢
い
で
、
珍
し
く
若
者

を
か
ら
か
っ
て
み
た
く
な
っ
た
。
「
並

河
先
生
も
『
王
仁
墳
廟
来
朝
紀
』
を
ご

覧
に
な
る
は
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ご
苦

労
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
」
。
「
あ

の
文
書
が
入
手
し
に
く
い
事
情
で
も
あ
っ

た
の
で
す
か
？
」
。

「
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。
並
河
先
生

は
…
た
い
む
す
り
っ
ぷ
で
も
し
て
こ
っ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ち
へ
来
な
い
限
り
、
『
来
朝
紀
』
を
手

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
…
」
。

失
敬
。
江
戸
後
期
の
人
が
、
い
か
に

絵
空
事
師
と
は
い
え
「
た
い
む
す
り
っ

ぷ
」
な
ど
と
云
う
は
ず
は
な
い
。
だ
が

江
戸
後
期
の
日
本
人
が
時
空
を
超
え
て

移
動
す
る
超
常
事
象
を
ど
う
表
現
し
て

い
た
の
か
が
判
ら
な
い
。
だ
か
ら
失
敬
、

「
た
い
む
す
り
っ
ぷ
」
。

タ
カ
ヒ
ロ
殿
は
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
顔

を
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
た

い
む
す
り
っ
ぷ
し
た
の
は
タ
カ
ヒ
ロ
殿

そ
の
人
か
も
し
れ
な
い
。
稀
代
の
絵
空

事
師
に
接
近
す
べ
く
時
空
を
超
え
た
、

馬
部
タ
カ
ヒ
ロ
殿
（
？
）
。

椿
井
政
隆
は
、
現
実
と
見
紛
う
よ
う

な
絵
空
事
を
創
り
出
す
こ
と
に
腐
心
し

た
。
じ
つ
は
私
も
、
ま
こ
と
し
や
か
な

物
語
を
編
み
出
し
た
が
る
人
間
で
あ
る
。

政
隆
に
は
親
近
感
を
覚
え
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
私
は
椿
井
政
隆
の

ツ
の
字
も
知
ら
ず
、
親
近
感
な
ど
抱
き

よ
う
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
馬
部
さ

ん
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
、

絵
空
事
を
人
び
と
に
信
じ
込
ま
せ
る
椿

井
の
手
際
を
な
る
ほ
ど
と
思
い
、
た
い

し
た
絵
空
事
師
と
感
じ
入
っ
た
。
馬
部

さ
ん
の
お
か
げ
で
あ
る
。

私
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅
は
、
我
流
の

絵
空
事
に
費
や
し
す
ぎ
て
、
も
は
や
尽

き
か
け
て
い
る
。
椿
井
政
隆
の
た
い
し

た
絵
空
事
師
ぶ
り
は
ま
だ
ま
だ
こ
ん
な

も
の
じ
ゃ
な
い
。
政
隆
の
絵
空
事
最
高

傑
作
『
興
福
寺
官
務
牒
疏
』
。
湖
南
市

の
西
応
寺
に
教
育
委
員
会
が
巨
大
な
陶

板
プ
レ
ー
ト
に
仕
立
て
て
設
置
し
た

「
円
満
山
少
菩
提
寺
四
至
封
疆
之
絵
図
」
。

多
く
の
自
治
体
史
に
い
ま
だ
ま
こ
と
し

や
か
に
引
用
さ
れ
た
ま
ま
の
系
図
、
絵

図
、
社
寺
の
由
緒
を
記
し
た
文
書
、
そ

の
他
諸
々
。
絵
空
事
の
広
が
っ
た
範
囲

は
、
南
山
城
を
中
心
に
、
近
江
、
河
内
、

大
和
、
近
畿
一
円
。
本
書
の
読
者
に
は
、

椿
井
政
隆
が
築
き
上
げ
た
絵
空
事
の
大

伽
藍
を
、
ぜ
ひ
堪
能
し
て
も
ら
い
た
い
。

た
だ
し
繰
り
返
す
が
、
馬
部
さ
ん
の
筆

致
は
歴
史
学
者
な
ら
で
は
の
精
確
さ
を

旨
と
し
て
い
る
。
門
外
漢
に
は
や
や
七

面
倒
く
さ
い
。

馬
部
さ
ん
は
椿
井
政
隆
フ
ァ
ン
な
の

で
、
政
隆
の
こ
と
は
ど
こ
か
で
赦
し
て

い
る
。
問
題
な
の
は
騙
し
た
政
隆
よ
り

も
騙
さ
れ
て
き
た
人
び
と
、
と
云
い
た

い
の
だ
ろ
う
。
馬
部
さ
ん
は
絵
空
事
師

で
は
な
く
歴
史
学
者
。
歴
史
学
者
は
騙

さ
れ
な
い
。
た
ぶ
ん
、
そ
れ
は
馬
部
さ

ん
の
矜
持
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
椿

井
文
書
に
や
す
や
す
と
騙
さ
れ
て
き
た

歴
史
学
者
た
ち
に
、
（
あ
な
た
た
ち
は

こ
う
い
う
手
口
で
騙
さ
れ
て
き
た
ん
で

す
よ
）
と
忠
告
し
た
い
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
判
っ
て
い
て
も
、
騙
さ

れ
て
い
る
ほ
う
が
好
都
合
だ
か
ら
絵
空

事
を
あ
え
て
信
じ
続
け
よ
う
と
す
る
人

た
ち
も
い
る
。
王
仁
墓
周
辺
の
人
び
と

は
、
古
代
渡
来
人
の
墓
を
日
韓
交
流
の

象
徴
と
位
置
づ
け
て
き
た
。
今
さ
ら
あ

れ
は
墓
で
な
く
た
だ
の
石
で
し
た
、
と

は
云
え
な
い
。
厄
介
な
こ
と
だ
、
と
馬

部
さ
ん
は
苦
虫
を
嚙
み
つ
ぶ
し
て
い
る
。

べ
つ
に
構
わ
な
い
の
で
は
？

と
私

は
気
楽
に
考
え
て
し
ま
う
。
ど
う
せ
大

昔
の
こ
と
な
ん
か
正
確
に
判
り
っ
こ
な

い
。
絵
空
事
を
信
じ
た
ふ
り
し
て
楽
し

む
く
ら
い
構
わ
な
い
の
で
は
？

そ
ん

な
こ
と
で
は
歴
史
学
者
に
は
な
れ
ま
せ

ん
よ
、
と
馬
部
さ
ん
に
云
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
私
は
歴
史
学
者
に
な
る

つ
も
り
は
な
い
。

だ
が
ち
ょ
っ
と
待
て
。
ふ
と
私
は
考

え
込
む
。

私
が
生
き
て
い
る
現
代
社
会
に
も
嘘

は
横
行
し
て
い
る
。
そ
の
嘘
の
す
べ
て

を
、
絵
空
事
と
し
て
許
容
し
て
い
い
も

の
か
。
政
府
が
公
文
書
を
改
竄
す
る
。

改
竄
さ
れ
た
文
書
の
中
身
は
絵
空
事
だ

が
、
そ
れ
を
許
し
て
い
い
も
の
か
。
排

外
主
義
者
の
罵
詈
雑
言
は
絵
空
事
で
塗

り
固
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
う
せ
絵
空

事
だ
か
ら
と
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
い

て
い
い
も
の
か
。
い
い
わ
け
が
な
い
。

と
す
る
と
、
椿
井
政
隆
の
絵
空
事
に
つ

い
て
も
、
歴
史
学
者
で
は
な
い
か
ら
と

云
っ
て
、
た
だ
面
白
が
っ
て
い
て
い
い

も
の
か
。

難
し
い
問
題
の
よ
う
な
気
が
し
て
き

た
。

（
中
央
公
論
新
社
刊
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
中
公

新
書
、
九
〇
〇
円
＋
税
）
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別事例判例集』 新たな差別禁止法を求める立法事実と

して 櫻庭総

部落解放 789（解放出版社刊，2020.5）：600円

特集 学級・集団づくりの今日的意義と方法

本の紹介 川口泰司『ネット時代の部落差別―差別扇動

とネット対策』 方寿

座談会 英語圏における部落問題研究のいま イアン・ニ

アリー，黒川みどり，寺木伸明

インタビュー 江戸時代を科学してきて思うこと 皮革製

品をはじめとする近世日本の職人技術と、時代自体の再

評価を 澤田平，聞き手＝足立須香

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 41 第4部

江戸時代と明治初期の部落問題 第4章 解放令反対一揆

川元祥一

部落解放 790（解放出版社刊，2020.6）：600円

特集 大阪のまちづくりと1地区・1社会的起業の取り組み

あらためて「京都朝鮮学校襲撃事件」とは何だったのか

朴貞任オモニ会会長（当時）に聞く 中村一成

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 42 まと

め 1 キヨメから穢へ―動物供儀 川元祥一

部落解放 791（解放出版社刊，2020.7）：600円

特集 メディアと部落

鼎談 メディアは部落の何を伝えるべきか ドキュメンタ

リー映画『ある精肉店のはなし』から考える 纐纈あや，

太田恭治，杉本真一／バリバラ「BLACK in BURAKU」は

なにを描いたか 森下光泰／僕がなぜ「“部落”ってナ

ニ？」という番組を作ったか 鎮目博道／部落差別と

「差別語」を考える 新聞メディアの現場から 鈴木英生

／大手出版社の異物たらん 差別と向き合ったある編集

者の軌跡 和賀正樹

本の紹介

鎌田遵『癒やされぬアメリカ―先住民社会を生きる』

岡本工介／鎌田慧『叛逆老人は死なず』 日野範之

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 43 まと

め 2 ハフリ・屠者はキヨメだった 川元祥一

部落問題研究 232（部落問題研究所刊，2020.3）：1,0

58円

近世の行倒片付、旅人病人対策の法的展開―広島藩の場

合― 藤本清二郎

村方文書からみた四国遍路への対応―国元・宿泊・費用

― 町田哲

近世社会の疫病罹患者の忌避と救済―紀州藩領尾鷲組に

おける「疱瘡」を事例として― 酒井亜希子

書評

猪飼隆明著『近代日本におけるハンセン病政策の成立と

病者たち』―ハンセン病問題における自治の位置：同書

第二部をめぐって― 松岡弘之／吉見義明著『買春する

帝国―日本軍「慰安婦」問題の基底』 人見佐知子

部落問題研究 233（部落問題研究所刊，2020.5）：2,0

83円

第57回部落問題研究者全国集会報告

全体会 二一世紀の天皇制度を如何に捉えるのか？ 宮地

正人

歴史1分科会

近世芸備地方の移動と行き倒れ（病人・死人）―19世紀

の生存・救済 藤本清二郎／近世の行き倒れへの着目と

課題―四国遍路研究の立場から― 町田哲

歴史2分科会

大阪府方面委員制度の歴史的性格 飯田直樹／飯田報告

へのコメント：大阪府方面委員制度の歴史的性格をめぐっ

て 高岡裕之

現状分析・理論分科会

地域で暮らし続けるということ―福祉実践における住ま

いの問題 松本聡子／神戸時代の賀川豊彦と部落問題 鳥

飼慶陽

教育分科会

中学校道徳教科書と道徳にかかわって―歴史の主体とし

て生きる道徳性をめぐって― 大八木賢治／人権教育に

関する指導方針について―文部科学省・調査研究会議

「第三次とりまとめ」の検討― 梅田修

思想・文化分科会

『奴隷』『工場』を読む―いかにして一個の自覚した労

働者たりうるか― 秦重雄／細井和喜藏『奴隷』『工場』

再刊の経過と反響 松本満

本願寺史料研究所報 58（本願寺史料研究所刊，2020.3）

近世の本願寺、その日その日 左右田昌幸

むこうにみえるは 17（人権ネットワーク・ウェーブ2

1刊，2020.3）

国勢調査小地域集計から見る改進地区 1 講師 妻木進吾

ゆいぱる 37（姫路市人権啓発センター刊，2020.5）

企業人権教育研修会講演会から 「寝た子」はネットで

起こされる!?―ネット社会と部落差別の現実― 川口泰

司さん

リベラシオン 178（福岡県人権研究所刊，2020.6）：1,

000円

柴田啓蔵作詞・解放歌の変遷―柴田資料・「水平新聞」・

「水平月報」・「解放新聞」などを中心として― 柴田

啓蔵プロジェクト（森山沾一・和智俊幸・横田司）

図書紹介 福岡市史編集委員会『新修福岡市史 資料編近

世3―町と寺社―』 関儀久

小学校での部落史学習の現状と取り組みの方向 6 迫本

幸二

川向秀武氏の教育への「問い」とライフストーリー 2―

大学・大学院期と同和教育との出会い― 板山勝樹

民衆史こぼれ話 片隅に生きた人たち 38 「ひえもんと

り」の周辺 5 石瀧豊美

和歌山研究所通信 68（和歌山人権研究所刊，2020.5）

第20回和歌山・人権啓発研究集会実施報告

講演1 朝鮮学校で学ぶ子ども達の教育への権利の現状と

課題―高校無償化法除外、自治体の補助金停止、ヘイト

スピーチ等を通して― 丹羽雅雄／講演2 琉球差別の歴

史と現在 松島泰勝／鼎談 西光万吉先生没後50年を迎え

て我々が学ぶべきこと 加藤昌彦，日野範之，小笠原正仁
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対談：土肥いつきさん・田中一歩さん

振興会通信 151（同和教育振興会刊，2020.3）

同朋運動史の窓 57 左右田昌幸

振興会通信 152（同和教育振興会刊，2020.5）

同朋運動史の窓 58 左右田昌幸

真宗 1394（真宗大谷派宗務所刊，2020.5）：250円

「是旃陀羅」問題に関する懇談会 但馬弘，藤井慈等，

黒田進，片山寛隆，楠信生

信州農村開発史研究所報 151（信州農村開発史研究

所刊，2020.3）

「戌の満水」による上畑村の被災 斎藤洋一

水平社博物館研究紀要 22（水平社博物館刊，2020.3）：

1,000円

高松結婚差別裁判糺弾闘争を研究するための第一級史料

―『高松地方裁判所検事局差別事件／闘争日誌』の紹介

にあたって 山下隆章

史料紹介 高松地方裁判所検事局差別事件／闘争日誌

月刊スティグマ 285（千葉県人権センター刊，2020.4）

香取市・被差別部落の歴史 坂井康人

地域と人権京都 810（京都地域人権運動連合会刊，20

20.4.1）：150円

『竹田の歴史』17 中川正照

地域と人権京都 811（京都地域人権運動連合会刊，20

20.4.15）：150円

『竹田の歴史』18 中川正照

地域と人権京都 812（京都地域人権運動連合会刊，20

20.5.1）：150円

『竹田の歴史』19 竹田の子守歌 中川正照

地域と人権京都 813（京都地域人権運動連合会刊，20

20.5.15）：150円

『竹田の歴史』20 自治会再建の提言 中川正照

地域と人権京都 814（京都地域人権運動連合会刊，20

20.6.1）：150円

『竹田の歴史』終 竹田の未来 中川正照

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 1 川部昇

地域と人権京都 815（京都地域人権運動連合会刊，20

20.6.15）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 2 川部昇

であい 696（全国人権教育研究協議会刊，2020.3）：1

60円

人権文化を拓く 267 「現代的」な差別意識とインター

ネット 辻大介

であい 697（全国人権教育研究協議会刊，2020.4）：1

60円

問題の所在はどこか？ L/G/B/Ts の子どもたちが問いか

けるもの 土肥いつき

人権文化を拓く 269 学校現場でのジェンダー・セクシュ

アリティ学習の必要性 仲岡しゅん

であい 698（全国人権教育研究協議会刊，2020.5）：1

60円

人権文化を拓く 270 ジンケンとCOVID-19 中山千夏

同和教育論究 41（同和教育振興会刊，2020.3）：1,50

0円

解題「『同和地区』における真宗事情調査報告」 伯水

永雄

史料紹介 近世真宗差別問題史料 13―土佐国被差別寺院

史に向けて 史料紹介 留役所「土佐諸記」と長御殿「土

佐国諸記」― 左右田昌幸

『講座同朋運動』（全五巻）の発刊を終えて 藤満智徳

[奈良県立同和問題関係史料センター]研究紀要 24
（奈良県教育委員会刊，2020.3）

浦上キリシタンの配流と郡山 谷山正道

高山の鳥居前に皮を干す―中世奈良辺の宿者の一考察―

山村雅史

中世声聞師と新浄土寺銭湯 竹田祥子

神功皇后陵、日葉酢媛陵と地域社会 竹中緑

史料紹介 多様な被差別民の祝銭受納 奥本武裕

奈良人権部落解放研究所紀要 38（奈良人権部落解放

研究所刊，2020.3）：1,000円

仲哀天皇・神功皇后・応神天皇論（序説1） 辻本正教

衡平社が登場する『野人時代』の歴史世界 朝治武

第46回奈良県人権・部落解放研究集会全体会基調講演

「ひきこもりと対話実践」 斎藤環

奈良人権部落解放研究所研究紀要総目次

日本史研究 691（日本史研究会刊，2020.3）：900円

皮革生産賤視観の発生 小倉慈司

花園大学人権教育研究センター報 37（花園大学人権

教育研究センター刊，2020.4）

学園祭企画 文字を学ぶことの喜びを知る 語り・山本栄

子 聞き手・梅木真寿郎

ヒューマンJournal 232（自由同和会中央本部刊，202

0.3）：500円

新しい部落史 2─中世賤民グループの一つであった穢多

村 灘本昌久

ヒューマンライツ 385（部落解放・人権研究所刊，20

20.4）：500円

特集 ネット上の人権侵害―法規制と表現の自由

寺木伸明・黒川みどり『入門 被差別部落の歴史』の英

訳本"A History of Discriminated Buraku Communities

in Japan"の発刊に際して 寺木伸明

広く差別問題との対話を進めるために 黒川みどり

ヒューマンライツ 386（部落解放・人権研究所刊，20

20.5）：500円

特集 「施設コンフリクト」と私たちの差別意識

部落解放運動のこれから―引き継ぎそして変革へ 6 地

域のつながりが「現在」を積み上げ、未来につなげる

濱口亜紀

ヒューマンライツ 387（部落解放・人権研究所刊，20

20.6）：500円

第34回人権啓発研究集会 沖縄開催

わたしの視点―メディアの現場から 51 「BLACK IN BUR

AKU～アフリカンアメリカン、被差別部落をゆく」制作

を通して 森下光泰

書評 部落解放・人権研究所編『人権侵害にかかわる差
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水平社100年学習会から 「東京水平社」研究の新たな視

点 1 大串夏身氏の報告の要約

解放新聞東京版 981（解放新聞社東京支局刊，2020.6.

1）：95円

大学生と学ぶ部落史・部落問題 4 双方向＆考える講義

増える主体的受けとめ―全15回の講義を終えて― 吉田勉

水平社100年学習会から 「東京水平社」研究の新たな視

点 2 大串夏身氏の報告の要約

解放新聞東京版 982（解放新聞社東京支局刊，2020.6.

15）：95円

水平社100年学習会から 「東京水平社」研究の新たな視

点 3 大串夏身氏の報告の要約

解放新聞広島県版 2353（解放新聞社広島支局刊，202

0.6.5）

小森龍邦―『わが闘魂の半生』 1

解放新聞広島県版 2354（解放新聞社広島支局刊，202

0.6.15）

小森龍邦―『わが闘魂の半生』 2

語る・かたる・トーク 301（横浜国際人権センター刊，

2020.3）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「モシカシテブラクノコ」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 302（横浜国際人権センター刊，

2020.4）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「本当に大切なものは目に見えない」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 303（横浜国際人権センター刊，

2020.5）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「すごくしんどい」 吉成タダシ

かわとはきもの 191（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2020.3）

靴の歴史散歩 136 稲川實

皮革関連統計資料

熊野 157（紀南文化財研究会刊，2019.12）：1,000円

牟婁郡西向浦被差別部落の成立と展開 藤井寿一

グローブ 101（世界人権問題研究センター刊，2020.4）

歴史展示における差別表象 西山剛

柳原銀行記念資料館～崇仁地域のあゆみとともに～ 原

真弓

佐賀部落解放研究所紀要 37（佐賀部落解放研究所刊，

2020.3）

かくす・あばく・かくさない―「被差別部落」にかかわ

る情報の公開をめぐって― 畑中敏之

帝国主義成立期の部落問題認識―「習慣ハ第二ノ天性ナ

リ」― ―柳瀬勁介『社会外の社会穢多非人』にみる―

黒川みどり

老いにも初々しく そのだひさこ

第38回九州地区部落解放史研究集会報告

部落問題とは何か？―差別「排除」の根源を探る― 阿

南重幸／近世の民衆と差別―佐賀の部落史史料から―

中村久子

紹介 黒川みどり・山田智『評伝 竹内好―その思想と生

涯―』 田中和男

試行社通信 402（八木晃介刊，2020.4）

亡き人との実存協同 7 朝田善之助さん 松井久吉さん

障害史研究 1（障害史研究会刊，2020.3）

障害史研究（Disability History Studies）のための日

本古典文学研究序説 福田安典

日本における養生論の文化 瀧澤利行

＜障害者＞とその行方―地方（じかた）記録による実態

研究の試み― 高野信治

ブックレビュー Davis,Lennard J.(ed.)(2017)The Disa

bility Studies Reader [Fifth Edition],New York,NY:

Routledge. クウィーラ，ダーヴィト＝ドミニク

障害関連のデータ集 1―「耳嚢」記事からの採録― 高

野信治

人権教育研究 28（花園大学人権教育研究センター刊，

2020.3）

明治初頭における盲人の職業教育に関する一考察 島崎

将臣

平安時代の障害者福祉 覚書 愼英弘

黒ぬり教科書の一例：『高等科理科一』の場合 菅修一

「国家と教会」論・再考―天皇代替わり時代におけるキ

リスト教会の責任― 堀江有里

大学と人権―何のための研究か、誰のための学問か―

八木晃介

人権と部落問題 934（部落問題研究所刊，2020.4）：

600円

特集 新学習指導要領の全面実施―いま求められる教育

とは

文芸の散歩道 菊池寛の戯曲「特殊部落の夜」「海の勇

者」―戦後の国語教科書に掲載された「海の勇者」―

桑原律

ごった煮人生をふり返って 22 続・高校生時代の生活

成澤榮壽

人権と部落問題 935（部落問題研究所刊，2020.5）：

600円

特集 「表現の自由」を守れ

文芸の散歩道 夏目漱石『行人』と家制度 上 水川隆夫

紹介 部落問題研究所発行 部落の実態調査に関する図書

石倉康次

ごった煮人生をふり返って 23 早稲田大学部落問題研究

会 成澤榮壽

人権と部落問題 936（部落問題研究所刊，2020.6）：

600円

特集 ハンセン病家族訴訟の勝訴

文芸の散歩道 夏目漱石作『行人』と家制度 下 水川隆

夫

ごった煮人生をふり返って 24 続・早稲田大学部落問題

研究会 成澤榮壽

じんけん・ぶんか・まちづくり 特別号（とよなか

人権文化まちづくり協会刊，2020.3）

人権文化のまちづくり講座「自分らしく生きる」報告

2020年7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 □E-mail qm8m-ndmt@asahi-net.or.jp

□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

事務局よりお知らせ

◇新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、「差別の歴史を考える連続講座」の日程変更もし
くは中止の場合があります。お手数ですが、参加希望の方は必ず連絡先を明記の上、メール・FAXにてご
連絡ください。

明日を拓く 122（東日本部落解放研究所刊，2020.2）：

1,000円

特集1 東日本の同和教育

特集2 世代から世代へ、私の部落問題との出会いと解放

運動の歩み

古文書を楽しむ 10 納経（朱印帳）の旅 文政六癸未年

六月吉祥日 諸国神社仏閣拝礼帳（「鈴木家文書」160）

古文書を読む会

明日を拓く 123（東日本部落解放研究所刊，2020.3）：

1,000円

特集 東アジアの「隣国」「隣人」―反照される「日本」

「日本人」

北東アジアの和解により未完の日本国憲法を補完する―

花岡、西松、三菱マテリアル、和解の経験に学ぶ― 内

田雅敏／川越「唐人揃い」復活と多文化共生国際友好パ

レード―朝鮮通信使の精神を現代に生かす― 江藤善章

／「希望のたね基金」でつかみ取った希望 梁澄子

ウィングスきょうと 157（京都市男女共同参画推進協

会刊，2020.4）

図書情報室新刊案内

下夷美幸著『日本の家族と戸籍 なぜ「夫婦と未婚の子」

単位なのか』／ケイト・マン著『ひれふせ、女たち ミ

ソジニーの論理』

ウィングスきょうと 158（京都市男女共同参画推進協

会刊，2020.6）

図書情報室新刊案内

メアリー・ビアード著『舌を抜かれる女たち』／乙部由

子『「労働」から学ぶジェンダー論―Society5.0でのラ

イフスタイルを考える―』

解放研究 31（東日本部落解放研究所刊，2020.4）：2,

000円

近代栃木県の部落問題―解放・融和の運動― 竹末広美

19世紀の皮革国産政策と「革師」―「革師」清蔵・清作

父子の企図と挫折― 浪川健治

史料紹介 浪川健治

解題「秘系由緒伝」―「乞食頭」の由緒とその論理―／

翻刻「秘系由緒伝」／解題「天保凶年秋田南部日記―乞

食頭丁助報告綴」／翻刻「乞食頭丁助報告綴」

「部落」呼称の定着過程と被差別民呼称 太田恭治

幕末期 長吏身分・権威主義的小頭支配（内なる身分制）

に抗する人々 松本勝

解放新聞 2950（解放新聞社刊，2020.4.15）：115円

本の紹介 宇梶静江著『大地よ！アイヌの母神、宇梶静

江自伝』 島田あけみ

解放新聞大阪版 2209（解放新聞社大阪支局刊，2020.

6.25）

水平時評 あらためて考えるリバティの存在意義 赤井隆史

解放新聞京都版 1185（解放新聞社京都支局刊，2020.

6.15）：70円

「自粛生活は障がい者の生活そのもの」日本自立生活セ

ンターを取材

解放新聞東京版 977（解放新聞社東京支局刊，2020.4.

1）：95円

職場で部落問題に取り組む 自分の人生観が変わった 2

中里保夫

解放新聞東京版 978（解放新聞社東京支局刊，2020.4.

15）：95円

大学生と学ぶ部落史・部落問題 1 部落問題認識の情報

源は小中学校の授業が80％余―やはり大切な学校の部落

問題学習― 吉田勉

解放新聞東京版 979（解放新聞社東京支局刊，2020.5.

1）：95円

大学生と学ぶ部落史・部落問題 2 生々しい被差別体験

の衝撃 今も続く部落差別の現実―ゲストは松島幸洋さ

ん（葛飾支部）― 吉田勉

解放新聞東京版 980（解放新聞社東京支局刊，2020.5.

15）：95円

大学生と学ぶ部落史・部落問題 3 牛や豚の解体をまの

あたりにして「ショッキング」「グロテスク」と「感謝」

「敬意」―ゲストは高城順さん（芝浦と場）― 吉田勉

収集逐次刊行物目次（2020年4月～6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～


