
当
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
「
二
〇
二
〇

年
度
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続
講
座
」

の
第
一
回
か
ら
第
三
回
を
京
都
府
部
落

解
放
セ
ン
タ
ー
で
、
一
〇
月
二
日
・
九

日
・
一
六
日
に
開
催
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
。

大
仏
柳
原
庄
は
鴨
川
を
は
さ
ん
で
五

条
通
以
南
、
八
条
通
以
北
を
領
域
と
し
、

鴨
川
西
岸
、
七
条
以
南
に
五
つ
の
被
差

別
民
の
集
落
を
含
む
村
で
あ
っ
た
。
庄

屋
だ
っ
た
今
村
家
に
は
戦
国
時
代
か
ら

近
代
に
至
る
六
七
〇
〇
点
余
り
の
多
様

な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書

に
は
銭
座
跡
村
な
ど
の
穢
多
村
や
非
人

小
屋
と
本
村
と
の
関
係
な
ど
も
多
く
記

録
さ
れ
て
い
る
。

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
行
わ
れ

た
鴨
川
浚
（
鴨
川
普
請
）
は
、
上
流
の

開
発
に
よ
る
土
砂
の
流
入
な
ど
で
川
床

が
上
昇
し
て
頻
繁
に
起
こ
っ
た
洪
水
対

策
の
た
め
の
官
民
あ
げ
て
の
工
事
で
あ
っ

た
。
砂
持
ち
と
呼
ば
れ
る
浚
っ
た
土
砂

を
運
ぶ
作
業
や
堤
防
の
補
強
作
業
に
は

地
域
住
民
が
動
員
さ
れ
、
銭
座
跡
村
な

ど
か
ら
も
人
足
動
員
や
堤
の
補
修
材
の

調
達
、
費
用
負
担
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

割
当
は
村
高
に
応
じ
た
も
の
で
人
足
賃

も
格
差
は
な
か
っ
た
。
ま
た
工
事
に
つ

い
て
の
情
報
も
事
後
で
は
あ
る
が
伝
え

ら
れ
て
い
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
寛
政
五
年
（
一
七

九
三
）
の
本
村
と
銭
座
跡
村
と
の
紛
争

の
経
緯
が
あ
る
。
本
村
か
ら
同
じ
人
足

仕
事
へ
の
従
事
を
忌
避
さ
れ
、
そ
れ
に

反
発
し
た
銭
座
跡
村
は
本
村
の
支
配
を

う
け
る
こ
と
を
拒
否
し
領
主
の
直
接
支

配
を
求
め
十
一
年
間
に
わ
た
っ
て
紛
争

が
続
い
た
。
こ
の
過
程
で
人
足
は
村
高

に
応
じ
て
出
す
と
い
う
基
準
が
領
主
か

ら
だ
さ
れ
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

に
人
足
等
の
負
担
と
領
主
へ
の
訴
願
は

本
村
を
通
す
こ
と
で
決
着
し
た
の
で
あ

る
。ま

た
こ
の
鴨
川
浚
の
際
に
、
工
事
用

の
簡
易
な
橋
を
至
急
架
け
る
よ
う
奉
行

所
か
ら
指
示
が
あ
り
、
本
村
側
よ
り
水

嵩
が
高
い
た
め
延
期
を
願
い
出
た
が
聞

き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
七
条

水
車
小
屋
の
非
人
た
ち
を
呼
ん
だ
と
こ

ろ
、
そ
の
日
の
う
ち
に
「
投
渡
橋
」
が

掛
け
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

七
条
水
車
小
屋
の
非
人
た
ち
が
村
人

が
尻
込
み
す
る
よ
う
な
危
険
な
作
業
を

請
け
負
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
彼
ら
の
水
際
で
の
作
業
へ
の
熟
練
を

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
が

当
時
の
社
会
で
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

「
今
村
家
文
書
」
の
記
録
か
ら
は
、

被
差
別
民
と
そ
の
他
の
住
民
と
の
関
係

の
変
遷
、
対
立
だ
け
で
な
く
歩
み
寄
り

の
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

被
差
別
民
の
屈
せ
ず
主
張
す
る
姿
、
地

域
全
体
の
利
益
を
は
か
る
公
共
的
な
工

事
に
労
力
を
提
供
し
、
技
能
に
よ
っ
て

貢
献
し
て
い
っ
た
姿
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

朝
鮮
通
信
使
は
江
戸
時
代
、
将
軍
の

代
替
り
を
祝
う
た
め
に
朝
鮮
国
王
か
ら

派
遣
さ
れ
た
外
交
使
節
団
で
、
全
部
で

一
二
回
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

淀
藩
士
の
渡
辺
善
右
衛
門
が
描
い
た

「
通
信
使
淀
城
下
到
着
図
」
に
は
、
寛

延
元
年
（
一
七
四
八
）
に
通
信
使
を
淀

城
下
で
応
接
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
大
坂
か
ら
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
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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

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
）

第
２
回

朝
鮮
通
信
使
と
「
あ
の
」
絵
図

講
師

伊
東

宗
裕
さ
ん

（
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
）



淀
の
船
着
き
場
に
到
着
し
た
通
信
使
や

随
行
の
対
馬
藩
士
な
ど
千
名
く
ら
い
の

人
や
馬
の
一
団
が
城
下
を
進
み
、
京
に

向
け
て
出
発
す
る
ま
で
の
様
子
を
、
異

な
る
時
間
の
情
景
を
同
じ
画
面
に
描
く

「
異
時
同
時
法
」
で
描
い
て
い
る
。

大
き
な
十
一
隻
の
御
座
船
の
到
着
、

そ
れ
を
迎
え
る
船
着
場
、
迎
賓
館
で
あ

る
客
屋
の
様
子
な
ど
が
細
か
に
描
か
れ
、

京
へ
の
出
発
の
折
に
暴
れ
だ
し
た
馬
を

制
止
し
よ
う
と
す
る
通
信
使
や
日
本
人

の
騒
動
な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

路
上
で
は
自
由
に
歩
き
回
る
通
信
使
た

ち
の
姿
と
共
に
、
通
信
使
を
見
よ
う
と

集
ま
っ
た
多
く
の
一
般
の
物
見
高
い
人
々

の
好
奇
心
い
っ
ぱ
い
の
姿
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
興
味
深
い
絵
図
が
、
思
わ
ぬ
波

乱
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
絵
図
に
、
使
節
の
食
材
を
準
備

し
た
建
物
の
前
で
鶏
を
抱
え
て
走
る
通

信
使
と
そ
れ
を
追
う
人
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
が
あ

る
本
の
図
版
に
使
わ
れ
、
通
信
使
が
鶏

を
盗
ん
で
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
だ
と
い
う
解
説
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ

の
図
版
と
解
説
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
紹
介
さ
れ
て
以
後
、
様
々
な
ブ
ロ
グ

や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
い
ず
れ
も
こ
の
場
面
を

「
鶏
を
盗
む
通
信
使
」
と
断
定
し
、
朝

鮮
通
信
使
或
い
は
朝
鮮
人
を
罵
倒
す
る

文
脈
の
中
で
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

絵
図
全
体
や
絵
図
の
作
者
で
あ
る
渡

辺
善
右
衛
門
が
淀
で
の
通
信
使
の
様
子

を
文
章
で
記
録
し
た
『
朝
鮮
人
来
聘
記
』

な
ど
か
ら
も
盗
み
と
は
断
定
で
き
な
い
。

本
来
、
絵
図
の
全
体
を
見
て
そ
の
性
格

を
考
慮
し
た
上
で
判
断
を
す
る
べ
き
も

の
で
あ
る
し
他
の
資
料
な
ど
と
も
突
き

合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

絵
図
は
歴
史
資
料
と
し
て
様
々
な
事
が

描
か
れ
お
り
、
一
部
だ
け
を
拡
大
し
て

不
当
に
利
用
す
べ
き
で
は
な
く
、
冷
静

に
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
年
秋
に
開
催
予
定
だ
っ
た
国
立
民

族
学
博
物
館
特
別
展
示
「
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
―
さ
わ
る
！
〝
触
〟

の
大
博
覧
会
」
は
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
一
過
性
の
ブ
ー
ム
に
終
わ
ら
せ
ず
、

オ
リ
パ
ラ
を
き
っ
か
け
に
障
害
者
問
題

を
深
く
考
え
る
こ
と
を
よ
び
か
け
る
企

画
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
一

年
延
期
と
な
っ
た
。

こ
の
間
、
「
濃
厚
接
触
」
と
い
う
言

葉
が
あ
ふ
れ
、
人
や
物
に
触
ら
な
い
・

距
離
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
過
剰
に
行

わ
れ
て
い
る
。
視
覚
障
害
者
は
情
報
を

得
る
た
め
に
点
字
や
物
を
触
り
、
誘
導

者
の
肘
や
肩
に
触
る
こ
と
が
当
た
り
前

で
、
日
常
は
濃
厚
接
触
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
は
こ
の

「
さ
わ
る
特
別
展
」
に
と
っ
て
逆
風
で

は
あ
る
が
、
「
触
る
」
意
義
を
考
え
る

き
っ
か
け
と
も
な
る
。
「
触
る
マ
ナ
ー
」

を
考
え
な
が
ら
、
視
覚
障
害
者
が
楽
し

む
だ
け
で
な
く
目
の
見
え
る
人
も
触
る

事
の
楽
し
さ
、
面
白
さ
を
取
り
戻
す
契

機
と
し
た
い
。

「
耳
な
し
芳
一
」
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
が
収
集
・
再
話
し
た
怪
談
で
、

平
家
の
怨
霊
に
憑
り
つ
か
れ
た
盲
目
の

芳
一
と
い
う
琵
琶
の
名
手
を
引
き
戻
す

た
め
に
和
尚
さ
ん
が
芳
一
の
全
身
に
経

文
を
書
き
、
書
き
忘
れ
た
耳
が
怨
霊
に

切
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ

る
。
怨
霊
の
住
む
文
字
の
な
い
、
目
に

見
え
な
い
世
界
と
和
尚
さ
ん
の
住
む
文

字
を
使
う
、
目
に
見
え
る
世
界
、
二
つ

の
世
界
の
間
に
い
る
芳
一
が
引
き
裂
か

れ
る
物
語
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
文

字
を
使
わ
な
い
生
活
が
中
心
だ
っ
た
中

世
か
ら
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
近
世
へ

と
時
代
が
移
る
中
で
目
に
見
え
な
い
世

界
を
軽
視
、
切
り
捨
て
る
よ
う
に
な
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
目
に
見
え
な
い
ウ
イ
ル
ス

に
対
し
て
過
剰
に
反
応
す
る
中
、
目
に

見
え
な
い
も
の
を
自
然
に
受
け
入
れ
て

い
た
前
近
代
の
生
活
を
捉
え
返
す
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

近
代
以
降
、
学
校
教
育
が
制
度
化
さ

れ
文
字
を
使
う
こ
と
が
当
た
り
前
に
な

る
。
そ
の
中
で
視
覚
障
害
者
が
自
分
た

ち
の
文
字
と
し
て
獲
得
し
た
の
が
点
字

で
あ
る
。
六
つ
の
点
で
様
々
な
事
や
文

字
を
表
す
点
字
は
、
視
覚
障
害
者
が
使

う
特
別
な
文
字
か
ら
、
今
後
、
触
文
化

へ
の
気
づ
き
を
も
た
ら
す
も
の
、
触
る

と
い
う
こ
と
を
促
す
ツ
ー
ル
に
な
り
う

る
。来

年
の
「
さ
わ
る
特
別
展
」
で
は
、

障
害
者
・
健
常
者
と
い
う
二
項
対
立
、

で
き
る
人
・
で
き
な
い
人
と
分
け
る
発

想
を
乗
り
越
え
、
触
覚
に
依
拠
し
て
暮

ら
す
「
触
常
者
」
、
視
覚
に
依
拠
し
て

し
ょ
く
じ
ょ
う
し
ゃ

暮
ら
す
「
見
常
者
」
と
い
う
分
け
方
を

け
ん
じ
ょ
う
し
ゃ

す
る
こ
と
で
常
識
を
覆
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
触
覚
を
働
か
せ
る
面
白
さ
に
気

づ
い
た
「
目
の
見
え
る
」
触
常
者
を
増

や
す
こ
と
で
視
覚
に
頼
っ
て
い
る
生
活

を
見
つ
め
直
す
契
機
と
し
た
い
。
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３
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健
常
者
と
は
誰
か

―
「
耳
な
し
芳
一
」
を
読
み
解
く

講
師

広
瀬

浩
二
郎
さ
ん

（
国
立
民
族
学
博
物
館
准
教
授
）



本
書
は
在
日
朝
鮮
人
二
世
の
著
者
に

よ
る
、
自
身
の
家
族
の
歴
史
を
素
材
と

し
た
長
篇
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
一
九
五

〇
年
代
か
ら
大
阪
市
の
北
部
で
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
成
型
の
「
コ
ウ
バ
」
を
営
ん
で

き
た
済
州
島
出
身
の
一
家
の
暮
ら
し
と

思
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
の
関
係

を
通
じ
て
描
か
れ
る
。

本
書
末
尾
の
著
者
略
歴
に
よ
れ
ば
、

著
者
は
「
韓
国
済
州
島
出
身
の
両
親
の

二
番
目
の
子
ど
も
と
し
て
、
一
九
五
〇

年
に
大
阪
で
生
ま
れ
る
。
日
本
の
公
立

の
小
中
高
を
経
て
大
阪
大
学
、
大
阪
市

立
大
学
大
学
院
で
仏
語
、
仏
文
学
を
学

ん
で
以
降
、
京
阪
神
の
諸
大
学
で
フ
ラ

ン
ス
語
・
文
学
を
講
じ
、
そ
の
傍
ら
、

在
日
、
済
州
、
中
国
朝
鮮
族
関
連
の
研

究
も
ど
き
も
愉
し
ん
で
い
る
」
と
い
う
。

こ
れ
ま
で
『
「
在
日
」
の
言
葉
』
（
同
時

代
社
、
二
〇
〇
二
年
）
、
『
「
在
日
」
と

の
対
話
』
（
同
時
代
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な

ど
「
在
日
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
、

評
論
集
の
ほ
か
、
済
州
島
を
舞
台
と
す

る
文
学
作
品
の
翻
訳
な
ど
を
手
掛
け
て

き
た
。

本
稿
の
筆
者
（
石
川
）
は
、
朝
鮮
近
代

史
を
主
に
研
究
し
て
い
る
が
、
在
日
朝

鮮
人
史
に
つ
い
て
詳
し
い
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
経
済
史
や
経
営
史
に
関
心

を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
ず
本

書
が
戦
後
大
阪
で
在
日
朝
鮮
人
が
営
ん

で
い
た
製
造
業
の
様
子
を
細
部
に
わ
た
っ

て
書
き
込
ん
で
い
る
こ
と
に
関
心
を
持

ち
（
そ
の
種
の
文
献
は
専
門
的
な
論
文
ま
で

含
め
て
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
）
、

読
み
進
め
る
に
つ
れ
、
そ
こ
に
現
れ
る

様
々
な
人
た
ち
の
姿
に
魅
力
を
覚
え
た
。

本
書
副
題
の
「
精
神
史
」
に
つ
い
て
、

あ
と
が
き
で
は
「
お
金
と
労
働
と
自
堕

落
に
ま
み
れ
て
、
生
き
抜
い
て
き
た
人
々

の
中
に
か
す
か
に
息
づ
い
て
い
た
、
惨

め
そ
う
で
い
な
が
ら
も
し
た
た
か
な

「
心
意
気
」
の
探
索
の
物
語
」
（
四
一
九

ペ
ー
ジ
）
と
説
明
し
て
い
る
。
本
書
に
現

れ
る
す
べ
て
の
人
が
、
い
わ
ゆ
る
〝
立

派
な
〟
人
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

一
人
一
人
の
生
き
方
と
思
い
が
敬
意
を

込
め
た
筆
致
で
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
本
書
の
魅
力
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。さ

て
本
書
は
、
先
述
の
よ
う
に
著
者

の
家
族
史
を
素
材
と
し
た
作
品
だ
が
、

単
純
に
時
系
列
を
追
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
描
か
れ
る
時
間
は
前
後
に
往

復
す
る
し
、
ス
ポ
ッ
ト
の
当
て
ら
れ
る

人
び
と
も
次
々
に
切
り
替
わ
っ
て
い
く
。

各
章
の
タ
イ
ト
ル
を
見
た
の
ち
、
大
ま

か
な
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

第
一
部

成
長
過
程
の
僕
と
両
親

第
一
章

母
と
子
の
幸
せ

第
二
章

僕
の
特
権
化
と
脱
出
願
望

第
二
部

両
親
の
来
歴
と
渡
日
後
の
生
活

第
三
章

両
親
の
来
歴

第
四
章

在
日
の
「
下
請
け
」
の
懐

具
合
と
技
術
革
新
の
大
波

第
五
章

母
そ
し
て
家
を
中
心
と
し

た
わ
れ
わ
れ
の
関
係
世
界

第
三
部

中
年
の
僕
と
老
齢
化
し
た
両
親

第
六
章

父
の
人
生
の
整
理

第
七
章

コ
ウ
バ
の
人
間
模
様

第
八
章

父
の
弔
い
と
宿
題

第
九
章

母
と
自
転
車

エ
ピ
ロ
ー
グ

今
な
お
現
役
の
母

第
一
部
で
は
著
者
の
幼
少
期
か
ら
少

年
期
に
か
け
て
の
暮
ら
し
が
描
か
れ
て

お
り
、
年
代
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年

代
な
か
ば
か
ら
六
〇
年
代
ま
で
に
あ
た

る
。
一
家
が
住
ん
で
い
た
の
は
大
阪
市

北
部
の
東
淀
川
駅
と
阪
急
三
国
駅
に
挟

ま
れ
た
あ
た
り
、
一
九
六
四
年
に
東
海

道
新
幹
線
が
開
業
す
る
ま
で
は
ま
だ
耕

地
の
多
か
っ
た
古
い
集
落
で
、
朝
鮮
人

の
住
民
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。
同
居
す

る
家
族
は
父
母
、
著
者
を
含
め
て
五
人

（
出
生
後
す
ぐ
亡
く
な
っ
た
弟
を
含
め
れ
ば

六
人
）
の
き
ょ
う
だ
い
。
次
男
坊
の
著
者

は
小
学
校
三
年
生
の
頃
か
ら
コ
ウ
バ
の

手
伝
い
に
駆
り
出
さ
れ
な
が
ら
、
い
ず

れ
は
自
分
が
コ
ウ
バ
を
継
ぐ
の
だ
ろ
う

と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
。
自
宅
か
ら

そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
別
の
集
落
に
あ
っ

た
コ
ウ
バ
は
、
長
屋
の
一
部
を
ぶ
ち
ぬ

い
て
機
械
を
し
つ
ら
え
た
造
り
で
、
電

化
製
品
メ
ー
カ
ー
の
下
請
け
、
孫
請
け

と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
品
を
製
造
し

て
い
た
。
事
業
欲
の
旺
盛
な
父
親
は
、

著
者
が
中
学
校
二
年
生
の
頃
、
北
朝
鮮

に
帰
国
す
る
同
業
者
か
ら
買
い
受
け
る

形
で
も
う
一
つ
の
コ
ウ
バ
を
持
ち
、
著

者
は
そ
の
空
き
部
屋
に
住
み
込
ん
で
友

人
と
の
交
友
や
受
験
勉
強
の
日
々
を
送

る
こ
と
に
な
っ
た
。

コ
ウ
バ
で
働
く
十
数
名
の
従
業
員
は
、

遠
縁
・
近
縁
の
さ
ま
ざ
ま
な
親
族
か
、

京都部落問題研究資料センター通信 第61号

3

2020年10月25日

本
の
紹
介

玄

善
允
著

ヒ
ョ
ン

ソ

ニ

ュ
ン

『
人
生
の
同
伴
者

あ
る
「
在
日
」
家
族
の
精
神
史
』

石

川

亮

太

（
立
命
館
大
学
教
員
）



伝
手
を
た
ど
っ
て
き
た
同
郷
の
出
身
者

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
著
者
の
幼
少
期

に
は
、
仕
事
の
う
え
の
付
き
合
い
に
と

ど
ま
ら
ず
、
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と

も
切
り
離
せ
な
い
人
び
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
に
は
済
州
島
か
ら
密
航
の
形
で

出
稼
ぎ
に
き
た
人
も
い
れ
ば
、
帰
国
運

動
の
う
ね
り
の
中
で
北
朝
鮮
に
渡
っ
て

い
っ
た
人
も
い
た
。
こ
の
ほ
か
大
阪
に

は
、
母
親
の
実
母
、
つ
ま
り
著
者
の
母

方
の
祖
母
を
は
じ
め
と
し
て
、
相
互
に

行
き
来
の
あ
る
縁
者
も
多
か
っ
た
。
子

ど
も
の
頃
の
著
者
の
眼
を
通
じ
て
、
当

時
の
在
日
朝
鮮
人
の
生
活
が
、
何
重
に

も
折
り
重
な
っ
た
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
よ
く
分
か
る
。

第
二
部
は
時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
、
在

日
一
世
の
父
母
が
大
阪
に
生
活
の
拠
点

を
築
く
ま
で
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
両

親
は
い
ず
れ
も
一
九
二
二
年
に
済
州
島

で
生
ま
れ
た
。
母
親
は
先
に
大
阪
に
出

た
実
母
を
頼
り
、
村
の
娘
た
ち
と
一
緒

に
密
航
船
で
渡
日
し
た
。
父
親
の
場
合

も
叔
母
と
姉
が
す
で
に
大
阪
に
来
て
い

た
。
戦
後
も
日
本
に
残
っ
た
二
人
は
、

行
商
と
買
い
出
し
の
途
次
で
出
会
っ
て

結
婚
し
た
。

そ
の
後
父
親
は
、
や
は
り
済
州
島
出

身
の
知
人
か
ら
コ
ウ
バ
を
譲
り
受
け
て

起
業
し
た
。
先
述
の
よ
う
に
父
親
の
事

業
欲
は
旺
盛
で
、
コ
ウ
バ
を
拡
張
し
た

り
、
新
式
の
イ
ン
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
機
を

い
ち
は
や
く
導
入
し
た
り
し
た
が
、
そ

れ
は
借
金
ま
み
れ
の
経
営
を
背
負
う
こ

と
で
も
あ
っ
た
。
在
日
の
零
細
な
下
請

け
企
業
に
都
市
銀
行
の
貸
し
付
け
は
望

め
ず
、
頼
母
子
講
や
融
通
手
形
に
よ
る

金
融
は
し
ば
し
ば
パ
ン
ク
し
た
。
そ
う

し
た
中
で
「
朝
鮮
人
は
日
本
人
の
二
倍

働
い
て
一
人
前
」
を
信
条
と
す
る
父
親

は
身
を
粉
に
し
て
働
き
続
け
、
そ
の
誠

実
さ
が
評
価
さ
れ
て
本
人
の
死
後
に
コ

ウ
バ
を
救
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

元
請
け
に
手
の
内
を
明
か
さ
ず
利
益
を

ひ
ね
り
出
す
し
た
た
か
さ
も
手
放
さ
な

か
っ
た
。

父
親
は
学
問
に
あ
こ
が
れ
を
持
ち
、

左
翼
シ
ン
パ
で
も
あ
っ
た
が
、
五
〇
年

代
末
の
帰
国
運
動
に
は
乗
ら
な
か
っ
た
。

父
親
に
と
っ
て
自
分
で
切
り
開
い
た
大

阪
で
の
生
活
こ
そ
が
生
き
る
べ
き
世
界

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
著
者
は
推
し
量

る
。
一
方
で
故
郷
で
あ
る
済
州
島
へ
の

想
い
も
強
く
、
六
〇
年
代
か
ら
頻
繁
に

帰
郷
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
た
。
済

州
島
に
住
む
父
親
の
き
ょ
う
だ
い
や
親

族
が
、
第
二
次
大
戦
や
四
・
三
事
件
の

渦
中
で
そ
れ
ぞ
れ
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ

た
こ
と
も
、
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

母
親
に
つ
い
て
は
、
東
淀
川
の
自
宅

を
中
心
と
す
る
生
活
世
界
の
中
で
築
い

た
人
間
関
係
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

母
親
に
と
っ
て
済
州
島
出
身
の
女
性
、

と
く
に
学
校
教
育
を
経
験
し
な
か
っ
た

一
世
女
性
と
の
信
仰
を
通
じ
た
つ
な
が

り
は
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
で
、
そ
の

感
覚
は
二
世
以
後
の
女
性
に
す
ら
共
有

す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
一
方
で
母

親
は
自
宅
近
隣
の
日
本
人
と
も
付
き
合

い
を
保
ち
、
町
内
に
宅
地
の
買
い
増
し

を
図
る
な
ど
、
「
根
付
き
」
の
努
力
を

重
ね
た
。
幼
少
時
か
ら
安
定
し
た
家
庭

生
活
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
母
親
の
不
安

が
、
土
地
へ
の
執
着
と
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
著
者
は
考
え
る
。

第
三
部
の
時
間
は
現
代
に
飛
び
、
老

年
期
の
両
親
と
著
者
と
の
関
わ
り
が
中

心
に
描
か
れ
る
。
父
親
は
一
九
九
九
年

に
七
七
歳
で
死
去
す
る
ま
で
、
年
齢
を

重
ね
る
ご
と
に
済
州
通
い
が
頻
繁
と
な

り
、
大
阪
に
い
る
時
で
さ
え
、
家
族
や

コ
ウ
バ
の
こ
と
は
念
頭
に
な
い
よ
う
に

著
者
に
は
見
え
た
。
父
親
は
そ
う
し
た

済
州
通
い
の
な
か
で
、
財
産
と
女
性
が

ら
み
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
、
著

者
は
母
親
と
と
も
に
そ
の
処
理
に
追
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
父
親
は
ま
た
、

大
阪
で
も
不
動
産
経
営
の
よ
う
な
副
業

や
怪
し
げ
な
投
資
話
に
興
味
を
持
ち
、

や
は
り
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
。

著
者
は
こ
れ
を
、
下
請
け
と
し
て
の
事

業
能
力
の
限
界
に
気
づ
い
た
父
が
、
そ

れ
で
も
現
役
の
人
間
で
あ
り
続
け
た
い

欲
望
に
駆
ら
れ
て
の
行
動
と
見
て
い
る
。

父
親
は
、
コ
ウ
バ
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ

た
末
子
（
著
者
の
末
弟
）
に
も
な
か
な
か

経
営
権
を
譲
ろ
う
と
せ
ず
、
財
産
の
細

目
は
と
う
と
う
亡
く
な
る
ま
で
明
か
さ

な
か
っ
た
。

一
方
の
母
親
は
九
〇
歳
を
超
え
て
健

在
で
、
自
転
車
を
杖
と
し
て
出
か
け
る

こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
時
間
は
自
宅

の
二
階
の
窓
際
に
腰
を
掛
け
て
、
集
落

の
様
子
を
観
察
し
な
が
ら
過
ご
し
て
い

る
。
若
い
頃
か
ら
身
に
つ
い
た
心
配
性

が
、
周
囲
の
人
び
と
へ
の
疑
心
暗
鬼
と

し
て
発
揮
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
伝
統

的
な
祭
祀
を
守
り
、
家
族
で
営
む
こ
と

へ
の
執
着
は
、
子
ど
も
た
ち
を
つ
な
ぎ

と
め
、
仲
睦
ま
じ
い
同
居
を
願
う
気
持

ち
の
あ
ら
わ
れ
と
思
わ
れ
る
が
、
子
ど

も
た
ち
の
生
活
時
間
と
の
ズ
レ
は
い
か

ん
と
も
し
が
た
い
。

ま
た
第
三
部
で
は
、
コ
ウ
バ
で
働
い

て
い
た
様
々
な
人
び
と
に
つ
い
て
も
触

れ
ら
れ
て
い
る
。
親
戚
の
叔
父
さ
ん
、

孤
児
院
出
身
の
少
年
、
済
州
島
か
ら
密

航
し
て
き
た
出
稼
ぎ
者
。
先
述
の
よ
う

に
、
こ
れ
ら
の
従
業
員
は
経
営
者
で
あ

る
両
親
と
、
雇
用
関
係
を
通
じ
て
だ
け

結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
私
生

活
に
わ
た
っ
て
関
わ
り
が
あ
っ
た
し
、

両
親
は
そ
の
よ
う
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
。
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し
か
し
従
業
員
の
側
が
そ
う
し
た
関
係

の
あ
り
方
を
常
に
受
け
入
れ
て
く
れ
た

わ
け
で
は
な
い
し
、
時
に
は
軋
轢
の
種

と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
細
部
ま
で
書

き
込
ま
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
コ
ウ

バ
で
働
く
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き

て
い
た
、
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
人
生

が
鮮
や
か
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
本
書
の
あ
ら
す
じ
を
筆
者

な
り
に
整
理
し
て
み
た
。
以
下
で
は
、

本
稿
の
筆
者
が
興
味
深
く
思
っ
た
こ
と

を
順
不
同
で
紹
介
し
て
み
た
い
。

先
に
述
べ
た
こ
と
と
重
な
る
が
、
筆

者
が
本
書
を
通
じ
て
印
象
深
く
感
じ
た

こ
と
は
、
著
者
が
登
場
人
物
た
ち
そ
れ

ぞ
れ
に
敬
意
を
払
い
、
そ
の
立
場
に
寄

り
添
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
様
々
な
事
情
を
抱
え
た
登
場

人
物
を
不
幸
と
決
め
つ
け
、
不
本
意
な

生
活
を
〈
強
い
ら
れ
た
〉
人
び
と
と
し

て
描
く
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

ら
の
人
び
と
は
、
様
々
な
条
件
の
も
と

で
そ
の
生
活
を
選
び
取
り
、
そ
う
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
尊
厳
を
保
と

う
と
す
る
人
々
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
著
者
の
姿
勢
は
、
あ
と

が
き
の
次
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
筆
頭
と

し
て
じ
つ
に
様
々
な
社
会
的
与
件
が
複

合
的
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な

の
だ
が
、
少
な
く
と
も
僕
の
両
親
は
そ

う
し
た
与
件
の
中
で
、
自
ら
選
び
自
ら

の
意
思
で
大
阪
に
来
て
、
父
は
そ
こ
で

生
を
終
え
た
。
望
み
ど
お
り
の
人
生
だ
っ

た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
な
り
に
努
力
を
尽
く
し
た
末
の
天

寿
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
る
。
母
も
ま
た

そ
の
つ
も
り
だ
ろ
う
し
、
そ
う
な
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
僕
も
ま
た
そ

の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
て

ほ
し
い
し
、
そ
う
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
」

（
四
一
六
ペ
ー
ジ
）
。

自
己
決
定
の
重
み
を
強
調
し
た
こ
の

一
文
は
清
々
し
い
印
象
を
与
え
る
が
、

当
事
者
で
は
な
い
筆
者
（
石
川
）
と
し
て

は
、
在
日
朝
鮮
人
の
苦
難
は
自
己
責
任

だ
と
い
う
安
易
な
攻
撃
に
利
用
さ
れ
る

恐
れ
も
あ
る
気
が
し
て
、
自
分
の
言
葉

と
し
て
発
す
る
に
は
若
干
の
た
め
ら
い

も
あ
る
。
そ
し
て
著
者
自
身
に
と
っ
て

も
、
こ
の
よ
う
な
境
地
に
達
す
る
ま
で

に
は
相
当
の
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

例
え
ば
、
本
書
の

も
重
要
な
登
場
人

物
で
あ
る
母
親
の
描
き
方
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
。

著
者
の
描
く
母
親
は
、
済
州
島
で
の

幼
少
期
か
ら
家
族
に
恵
ま
れ
ず
、
教
育

を
受
け
る
機
会
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
を
「
わ
た

し
は
馬
鹿
や
」
と
い
う
口
ぐ
せ
で
引
き

受
け
、
将
来
の
不
幸
を
も
予
見
し
な
が

ら
生
き
て
し
ま
う
。
一
方
で
子
ど
も
の

怪
我
や
病
気
に
際
し
て
は
、
不
合
理
に

も
見
え
る
自
己
流
の
こ
だ
わ
り
を
貫
い

て
、
と
う
と
う
治
し
て
し
ま
っ
た
り
も

す
る
。
こ
の
母
親
が
あ
る
時
、
成
長
し

た
著
者
に
こ
う
語
っ
た
と
い
う
。
「
お

ま
え
な
あ
、
誤
解
し
た
ら
あ
か
ん
で
。

念
の
た
め
に
言
う
と
く
け
ど
、
う
ち
は

済
州
島
を
出
る
と
き
か
ら
、
帰
る
つ
も

り
は
な
か
っ
た
。
帰
り
た
い
な
ん
か
、

一
回
も
思
っ
た
こ
と
は
な
い
ん
や
で
！
」

（
一
三
三
ペ
ー
ジ
）
。

著
者
は
こ
の
母
親
の
言
葉
を
、
「
運

命
を
切
り
開
く
た
め
に
や
っ
て
き
た
大

阪
こ
そ
が
自
分
が
生
き
て
死
ぬ
場
所
だ

と
い
う
こ
と
を
、
言
葉
に
出
し
て
再
確

認
し
た
か
っ
た
」
も
の
と
解
釈
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
、
学
生
時
代
の
民
族
主

義
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
「
ロ
マ

ン
主
義
的
な
在
日
像
」
を
口
に
し
が
ち

で
あ
っ
た
著
者
へ
の
「
冷
や
水
」
、

「
習
い
覚
え
た
言
葉
や
図
式
で
現
実
や

人
間
の
気
持
ち
を
勝
手
に
裁
断
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
警
告
」
と
受
け
取
っ

て
、
身
の
す
く
む
思
い
が
し
た
と
い
う
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
父
親
の
描
き

方
か
ら
も
読
み
取
ら
れ
る
。
著
者
の
見

る
と
こ
ろ
、
「
父
親
は
望
郷
の
念
が
す

こ
ぶ
る
強
い
人
」
（
一
八
二
ペ
ー
ジ
）
だ
っ

た
が
、
植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
後
も

故
郷
へ
の
帰
還
は
選
ば
な
か
っ
た
。
ま

た
在
日
の
左
翼
運
動
に
共
感
し
て
支
援

も
惜
し
ま
な
か
っ
た
が
、
帰
国
運
動
に

参
加
す
る
こ
と
は
な
く
、
全
て
の
子
ど

も
を

寄
り
の
日
本
の
公
立
学
校
に
通

わ
せ
た
。
こ
う
し
た
父
の
選
択
に
つ
い

て
、
著
者
は
、
「
日
本
に
渡
っ
て
き
た

目
的
を
、
ま
だ
十
分
に
は
実
現
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
」
と
推
し

量
る
（
同
）
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
端

的
に
い
え
ば
事
業
に
成
功
し
て
一
家
を

構
え
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
よ
う
に
読
み

取
ら
れ
る
。
自
分
の
墓
は
済
州
島
に
作

る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
父
親
だ
が
、

済
州
島
は
あ
く
ま
で
故
郷
か
つ
「
癒
し

の
場
所
」
で
あ
り
、
「
奮
闘
し
て
生
き

る
場
所
、
そ
れ
は
如
何
に
悔
し
い
思
い

を
数
多
く
か
み
し
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
し
て
も
、
大
阪
以
外
に
は
な
い
と

思
い
定
め
て
い
た
」
と
い
う
の
が
、
著

者
の
見
立
て
で
あ
る
。

植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
人
が
経
験
し

た
貧
し
さ
や
苦
し
み
に
つ
い
て
構
造
的

に
理
解
す
る
努
力
を
放
棄
し
て
は
な
ら

な
い
が
、
そ
の
下
で
よ
り
よ
く
生
き
よ

う
と
し
た
人
々
の
選
択
の
主
体
性
を
否

定
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
人
一
人
が
選
ん
だ
生
を
尊
重
し
、
そ

の
目
線
に
た
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
が
、
右
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
限
ら
ず
、

本
書
の
人
物
造
形
全
体
に
貫
か
れ
て
い
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る
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
当
然

の
こ
と
と
言
え
る
が
、
在
日
朝
鮮
人
と

い
っ
て
も
生
き
方
は
一
様
で
な
か
っ
た

し
、
そ
の
中
で
の
格
差
や
分
断
、
孤
立

も
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
随
所
で

描
か
れ
て
い
る
。
様
々
な
背
景
を
持
つ

人
た
ち
が
働
く
コ
ウ
バ
で
は
特
に
そ
う

で
、
雇
用
関
係
と
親
族
、
同
郷
関
係
が

絡
み
合
う
な
か
で
起
こ
り
が
ち
だ
っ
た

葛
藤
が
さ
ま
ざ
ま
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
第
三
部
に
登
場
す
る
「
お

じ
さ
ん
」
は
、
母
親
の
遠
縁
の
妹
分
に

あ
た
る
人
の
夫
で
、
手
が
け
て
き
た
仕

事
を
失
い
、
中
年
に
な
っ
て
か
ら
コ
ウ

バ
に
入
っ
て
き
た
。
車
の
免
許
が
な
く

力
仕
事
も
で
き
な
い
た
ち
で
、
一
日
一

四
時
間
、
機
械
の
前
に
座
っ
て
一
分
間

隔
で
製
品
を
取
り
出
す
作
業
を
三
〇
年

近
く
続
け
た
。
こ
う
し
た
お
じ
さ
ん
に

と
っ
て
、
著
者
の
父
親
は
雇
い
主
で
あ

る
だ
け
で
な
く
親
族
関
係
に
お
け
る
兄

貴
分
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
頭
が
あ

が
ら
ず
、
ま
た
著
者
の
父
親
は
、
お
じ

さ
ん
の
ゆ
っ
く
り
し
た
仕
事
ぶ
り
へ
の

不
満
も
あ
り
「
助
け
て
や
っ
た
」
と
い

う
目
線
で
見
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

と
い
う
。

あ
る
日
、
こ
う
し
た
関
係
の
わ
だ
か

ま
り
が
爆
発
す
る
。
き
っ
か
け
は
、
コ

ウ
バ
の
資
金
繰
り
が
苦
し
く
な
っ
た
著

者
の
父
親
が
、
職
人
へ
の
ボ
ー
ナ
ス
を

半
減
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
不
満
を
漏

ら
し
た
お
じ
さ
ん
に
、
父
親
は
「
恩
義

を
忘
れ
て
」
と
口
走
っ
た
。
我
慢
で
き

な
く
な
っ
た
お
じ
さ
ん
は
、
コ
ウ
バ
の

箒
を
持
っ
て
父
親
と
向
き
合
う
騒
ぎ
に

な
っ
た
。
後
日
、
母
親
に
頼
ま
れ
て
お

じ
さ
ん
の
家
を
訪
ね
た
著
者
は
、
お
じ

さ
ん
が
大
事
に
保
管
し
て
い
た
こ
れ
ま

で
の
給
与
明
細
の
束
を
見
せ
ら
れ
て
、

こ
う
言
わ
れ
た
と
い
う
。
「
も
っ
と
、

も
ら
っ
て
も
良
さ
そ
う
な
気
も
す
る
け

ど
、
そ
れ
は
ま
あ
仕
方
な
い
。
そ
れ
に
、

こ
の
程
度
の
額
で
も
、
励
み
に
な
る
。

そ
れ
を
経
営
者
の
勝
手
な
都
合
で
減
ら

す
と
い
う
の
は
、
こ
っ
ち
を
認
め
て
い

な
い
証
拠
や
。
人
間
扱
い
し
て
い
な
い

証
拠
や
な
い
か
。
」
（
三
三
〇
ペ
ー
ジ
）
。

お
じ
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
そ
の
給
与
明

細
の
束
が
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
誇
り

で
も
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
。

普
段
の
お
じ
さ
ん
は
大
人
し
く
、
著

者
た
ち
経
営
者
一
家
の
き
ょ
う
だ
い
を

可
愛
が
っ
て
く
れ
、
「
羨
ま
し
そ
う
に
、

そ
し
て
ま
た
誇
ら
し
そ
う
な
顔
で
」
見

つ
め
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
本
当
は
、

「
僕
ら
の
姿
を
と
お
し
て
自
分
の
あ
り

得
た
か
も
し
れ
な
い
人
生
を
夢
見
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
」
（
三
三
四
ペ
ー
ジ
）
。

在
日
朝
鮮
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
な
っ

て
生
活
を
営
み
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
る
境
遇
に
あ
っ
た
人
た
ち
が
、
何

に
誇
り
を
持
ち
、
ど
ん
な
夢
を
抱
い
て

い
た
の
か
が
思
い
や
ら
れ
る
。

摩
擦
は
世
代
と
世
代
の
間
で
も
起
き

る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
祭
祀
の
場
で

あ
る
。
著
者
の
母
親
は
加
齢
に
と
も
な

い
祖
先
へ
の
祭
祀
に
異
常
に
こ
だ
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
現
実
に
取
り
残
さ
れ

つ
つ
あ
る
母
親
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な

系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
り
ど

こ
ろ
な
の
で
あ
る
が
、
母
親
は
自
分
た

ち
が
「
ま
っ
と
う
な
」
祭
祀
を
で
き
て

い
る
か
心
配
で
仕
方
が
な
い
。
父
親
の

葬
儀
は
、
近
所
の
日
本
の
仏
教
寺
院
で

営
ん
だ
ほ
か
、
儒
教
的
な
祭
礼
と
、
済

州
島
の
巫
俗
儀
式
ま
で
取
り
合
わ
せ
て

行
っ
た
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
著
者

か
ら
み
れ
ば
「
在
日
は
偽
物
」
と
い
う

一
世
的
自
意
識
の
現
れ
に
見
え
て
、
い

た
た
ま
れ
な
い
。
し
か
し
「
僕
の
そ
う

し
た
感
じ
方
の
ほ
う
が
、
純
粋
を
過
剰

に
求
め
る
二
世
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の

所
産
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
（
三
四
六
ペ
ー

ジ
）
と
も
思
い
直
す
。
「
い
か
な
る
矛
盾

を
孕
ん
で
い
よ
う
と
、
生
き
る
た
め
に

必
要
な
も
の
な
ら
何
だ
っ
て
取
り
入
れ
、

そ
れ
を
自
分
な
り
に
加
工
し
な
が
ら
恬

然
と
し
て
い
る
一
世
」
の
ほ
う
が
、
日

韓
の
文
化
の
二
重
性
を
体
現
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

以
上
、
雑
駁
な
形
で
は
あ
っ
た
が
、

筆
者
が
印
象
に
残
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

い
く
つ
か
紹
介
し
て
き
た
。
本
書
は
、

自
分
で
は
語
り
残
さ
な
か
っ
た
生
活
者

と
し
て
の
在
日
朝
鮮
人
が
ど
の
よ
う
な

「
精
神
史
」
を
生
き
て
い
た
か
、
豊
か

な
示
唆
を
提
供
し
て
い
る
。
筆
者
の
受

け
止
め
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
精
神

史
」
は
、
家
族
を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ

に
自
立
し
な
が
ら
伴
走
し
て
い
る
人
間

ど
う
し
の
関
係
、
す
な
わ
ち
「
同
伴
者
」

と
の
交
流
を
通
じ
て
生
ま
れ
る
も
の
と

い
う
の
が
本
書
の
結
論
で
あ
り
、
タ
イ

ト
ル
の
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
本
書
そ
の

も
の
が
、
著
者
に
と
っ
て
は
、
自
分
と

父
母
や
き
ょ
う
だ
い
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
同
伴
者
」
と
の
関
係
を
振
り
返
り
、

自
身
の
「
精
神
史
」
を
跡
づ
け
る
た
め

の
作
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
同
時
代
社
刊
、
二
〇
一
七
年
八
月
、
二
九
〇
〇

＋
税
）
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マンライツ・クリエイターが提起するSNS相談援助の

前線 友永まや

ヒューマンライツ 390（部落解放・人権研究所刊，20

20.9）：500円

特集 「コロナ差別」～感染症との共存を考える

部落解放運動のこれから―引き継ぎそして変革へ 10 解

放運動にかかわりつづける理由 籾山彩

ひょうご部落解放 175（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2019.12）：700円

部落解放研究第40回兵庫県集会報告書

ひょうご部落解放 176（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2020.3）：700円

特集 朝鮮学校―直面する困難と学校を支える人たち

戦後期兵庫部落解放運動史ノート 小西弥一郎を中心に

後編 高木伸夫

本の紹介

外川正明著『格差と不平等を乗り越える 教育事始』 菅

原淳也／ナディ著『ふるさとって呼んでもいいですか 6

歳で「移民」になった私の物語』 辻本久夫

部落解放 792（解放出版社刊，2020.7）：1,000円

第46回部落解放文学賞

部落解放 793（解放出版社刊，2020.8）：600円

特集 日本語・識字教育 同化主義を問う

本の紹介 内田龍史著『被差別マイノリティのアイデン

ティティと社会関係』 出口真紀子

リバティおおさか裁判に関する和解についての共同声明

大阪人権博物館，リバティおおさか裁判弁護団

部落問題をキチンと取り上げる教科書、取り上げない教

科書 人権の視点から、どう教科書を選ぶか？ 上杉聰

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 44 まと

め 3 社会的分業と水平化―そのイメージ 川元祥一

部落解放 794（解放出版社刊，2020.9）：600円

特集 コロナ・パンデミックと人権問題

西成で学びあう 中 黒川優子

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 45 まと

め 4 部落差別の現実を超える思想 川元祥一

部落解放 795（解放出版社刊，2020.10）：600円

特集 ヘイトハラスメント裁判判決

本の紹介

熊本理抄著『被差別部落女性の主体性形成に関する研究』

徐阿貴／指宿昭一著『使い捨て外国人―人権なき移民

国家、日本』 藤本伸樹／神原文子著『子づれシングル

の社会学―貧困・被差別・生きづらさ―』 高吉美

小特集 大阪人権博物館休館

再出発に向けた大阪人権博物館の課題と展望 朝治武／

壁画「絆」の想いをつなごう！ 太田恭治／「公益性」

の復権を リバティおおさかとコロナ禍 西村秀樹

社会同和教育の開拓者・太田善照さん逝く 田村賢一，

加藤昌彦

調査の基本認識を問う 部落差別解消推進法第六条に基

づく調査を受けて 奥田均

部落史研究報告集 24（八幡浜部落史研究会刊，2020.

6）

小6社会科で被差別身分をどう教えるか 2～模擬授業に

基づく追試を通じて～ 菊池正

部落の人たちが、日本の歴史に影響を与えたすごいこと

（パート2） 水本正人

「節季候」を演じた人たちは、どんな人たちか―和歌山

城下の岡嶋「かわた」村の場合― 水本正人

続・盃状穴の民俗誌～継承されている実例と二次的用途

について～ 五藤孝人

部落問題研究 234（部落問題研究所刊，2020.9）：1,0

58円

道頓堀周辺の非人行倒れ 塚田孝

戦後京都の部落調査の変遷―同対審答申期までの調査事

例を中心に― 河野健男

国連・子どもの権利条約と広報・普及活動の意義―第四

二条（条約の広報義務）の意義と重要性―（上） 三上

昭彦

書評 松岡弘之著『ハンセン病療養所と自治の歴史』 木

村哲也

部落問題文芸作品発掘 その15 誤解―続 彼の僧―（沖

野岩三郎） 作品解題 秦重雄

本願寺史料研究所報 59（本願寺史料研究所刊，2020.

8）

書評 『増補改訂 本願寺史』第三巻 福島栄寿

近世の本願寺、その日その日 写真鏡などあれこれ 左右

田昌幸

水と村の歴史 32（信州農村開発史研究所刊，2019.3）

犀川の「船越長吏」 瀧澤英夫

史料紹介 「戊辰之記」―五郎兵衛新田村名主の慶応四

年（一八六八）日記 （二） 浅科村古文書研究会

密教学 56（種智院大学密教学会刊，2020.3）

近世の本願寺、その日その日―（続編）近世本願寺の別

荘をめぐって― 左右田昌幸

むこうにみえるは ウェーブ21通信 18（人権ネット

ワーク・ウェーブ21刊，2020.7）

国勢調査小地域集計から見る改進地区 2

リベラシオン 179（福岡県人権研究所刊，2020.9）：1,

000円

被差別部落における祖先の＜物語化＞について―福岡市

松原地区・井元政太郎による＜物語化＞に注目して―

関儀久

川向秀武氏の「教育への問い」とライフストーリー 3―

教育研究者としての初期― 板山勝樹

民衆史こぼれ話 片隅に生きた人たち 39 「ひえもんと

り」の周辺 6 石瀧豊美

和歌山研究所通信 69（和歌山人権研究所刊，2020.7）

夜間中学の歴史・現在・未来―全国と和歌山の動向―

江口怜

2020年10月25日
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八重原村の被差別部落の歴史 9 柳沢惠二

史料紹介・柳沢家から市川家へ五両届ける 斎藤洋一

身同 39（真宗大谷派解放運動推進本部刊，2020.5）：1,

200円

特集 聖教と私―差別問題から問われること

部落解放運動から問われてきたこと―「是旃陀羅」問題

を中心に― 解放運動推進本部／一人ひとりの課題とし

て―「是旃陀羅」問題に関する教区学習会での声を通し

て― 解放運動推進本部／聖教にみる性差別言辞の検証

―『御文』を中心として― 女性室／解放の神学―生活

の場と聖書の関係をめぐって― 浜崎眞実

「女子」の得度 山内小夜子

教育勅語と全国水平社創立宣言から問われる課題 吉田

和豊

2018年度人権週間ギャラリー展企画内容変更の経緯につ

いて 解放運動推進本部

人文学報 114（京都大学人文科学研究所刊，2019.12）

統治テクノロジーのグローバルな展開と「人種化」の連

鎖―日本近代の部落問題の成立をめぐって― 関口寛

世界人権問題研究センター研究紀要 25（世界人権

問題研究センター刊，2020.7）：2,500円

ネパール・ポカラ『さくら寮』卒業生教師の追跡調査

山下泰子

「安産中心史観」再考 伏見裕子

「法期限後」につなぐ同和教育 若手世代の部落出身教

師への聞き取りから 阿久澤麻理子

日本の植民地支配に対する未来責任と特別永住者への処

遇 李洙任

巫女の諸形態―賤視される巫女・されない巫女― 山路

興造

梁民基とマダン劇―「自らの文化」創造の過程― 西川

紗生

＜隣保事業的実践＞と住民交流―京都市Ｋ同和地区の祭

りの復活を事例として 中川理季

Livelihood Security System in Japan:Focusing on Po

licies and History on Buraku 矢野亮

全国隣保館連絡協議会情報誌 83（全国隣保館連絡協

議会刊、2020.8）

寄稿 兵庫県における隣保館調査について 山本崇記

月刊地域と人権 437（全国地域人権運動総連合刊，20

20.9）

「部落」の「今」はどうなのか 6 地域に住む人々から

の聞き取り 丹波真理

地域と人権 1212（全国地域人権運動総連合刊，2020.9.

15）：147円

全水100周年を迎え、考えること 5 人見亨と未発の「徹

底的融和教育」 梅田修

地域と人権京都 816（京都地域人権運動連合会刊，20

20.7.1）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 3 川部昇

地域と人権京都 817（京都地域人権運動連合会刊，20

20.7.15）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 4 川部昇

地域と人権京都 818（京都地域人権運動連合会刊，20

20.8.1）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 5 川部昇

地域と人権京都 819（京都地域人権運動連合会刊，20

20.8.15）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 6 川部昇

地域と人権京都 820（京都地域人権運動連合会刊，20

20.9.1）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 7 川部昇

地域と人権京都 821（京都地域人権運動連合会刊，20

20.9.15）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 8 川部昇

であい 699（全国人権教育研究協議会刊，2020.6）：1

60円

人権文化を拓く 271 難民移住者の子どもたちが「日本

に生きて幸せだ」と思える社会に 松浦・デ・ビスカル

ド篤子

であい 700（全国人権教育研究協議会刊，2020.7）：1

60円

人権文化を拓く 272 一人ひとりに向き合いながら、新

しい社会の風景を作り出す 為末大

であい 701（全国人権教育研究協議会刊，2020.8）：1

60円

食肉の授業の取組 広沢佑さん

人権文化を拓く 273 非難から理解へ、叱責からケアへ

～こころのケガへのアプローチ～ 野坂祐子

はらっぱ 394（子ども情報研究センター刊，2020.9）

特集 新型コロナウイルスと子どもの人権

ヒューマン・アルカディア 84（福岡県人権啓発情報

センター刊，2020.7）

特集 新型コロナウイルス感染症と社会

人権からみた、コロナウイルス感染症（COVID-19） 阿

久澤麻理子／新型コロナウイルスとこども食堂―その活

動から見えたもの― 釜池雄高／コロナ禍における韓国

の市民生活について―ある地方都市への留学経験より―

溝内亮佑／社会が感染症と向き合うためには 内田博文

ヒューマンJournal 233（自由同和会中央本部刊，202

0.6）：500円

新しい部落史 3 村落共同体からの排除 灘本昌久

ヒューマンJournal 234（自由同和会中央本部刊，202

0.9）：500円

新しい部落史 4 災害・疫病と中世賤民 灘本昌久

ヒューマンライツ 388（部落解放・人権研究所刊，20

20.7）：500円

特集 認知症と人権―当事者と考える

書評 内田龍史著『被差別部落マイノリティのアイデン

ティティと社会関係』 野口道彦

ヒューマンライツ 389（部落解放・人権研究所刊，20

20.8）：500円

特集 相談事業・いじめ対策のいま

誰のいのちも置きざりにしない社会をめざして―ヒュー
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解放新聞広島県版 2358（解放新聞社広島支局刊，202

0.7.25）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 4

解放新聞広島県版 2359（解放新聞社広島支局刊，202

0.8.5）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 5

解放新聞広島県版 2360（解放新聞社広島支局刊，202

0.8.15）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 6

解放新聞広島県版 2361（解放新聞社広島支局刊，202

0.8.25）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 7

解放新聞広島県版 2362（解放新聞社広島支局刊，202

0.9.5）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 8

解放新聞広島県版 2363（解放新聞社広島支局刊，202

0.9.15）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 9

架橋 43（鳥取市人権情報センター刊，2020.8）

特集 コロナ時代を迎えて

インターネットモニタリングをとおして感じたこと 田

川朋博

みんなの架橋～架橋でめぐる全国の人権機関～ 徳島県

立人権教育啓発推進センター（愛称：あいぽーと徳島）

について

語る・かたる・トーク 304（横浜国際人権センター刊，

2020.6）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「届いていない当事者の声」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 305（横浜国際人権センター刊，

2020.7）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「弟は天使！」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 306（横浜国際人権センター刊，

2020.8）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「大人の仕事」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 307（横浜国際人権センター刊，

2020.9）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「人権作文という取り組み」 吉成タダシ

かわとはきもの 192（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2020.6）

靴の歴史散歩 137 稲川實

皮革関連統計資料

京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信

33（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊，20

20.6）

＜密＞の文化、取り戻したい 渡辺毅

「東九条の語り部たち」朴実さん幼少期編

京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信

34（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊，20

20.7）

「東九条の語り部たち」朴実さん少年期編

熊野 158（紀南文化財研究会刊，2020.5）

部落史素描 8 紀勢西線礫山トンネル工事の事故とその

周辺 藤井寿一

グローブ 102（世界人権問題研究センター刊，2020.7）

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― 小林ひろみ

国際人権ひろば 152（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2020.7）：350円

特集 国籍って何ですか？

国際人権ひろば 153（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2020.9）：350円

特集 新型コロナウイルス感染症と人権

試行社通信 405（八木晃介刊，2020.7）

2年後の水平社創立百年を部落解放運動はどう迎える

人権と部落問題 937（部落問題研究所刊，2020.7）：

600円

特集 ジェンダー平等の社会を

文芸の散歩道 どこかで見たような嘘の話―『関東潔競

伝』より― 小原亨

ごった煮人生をふり返って 25 続々・早稲田大学部落問

題研究会 成澤榮壽

人権と部落問題 938（部落問題研究所刊，2020.8）：

600円

特集 “戦後の平和”を見つめて

ごった煮人生をふり返って 26 早大部落研と東京部落問

題研究会 成澤榮壽

人権と部落問題 939（部落問題研究所刊，2020.9）：

600円

特集 環境破壊に立ち向かう

文芸の散歩道 封印を解かれた小説―大江健三郎「政治

少年死す」― 福地秀雄

人権と部落問題をめぐる主な動き（2019年4月～2020年3

月） 尾川昌法

人権と部落問題 940（部落問題研究所刊，2020.10）：

600円

特集 介護保険20年の検証

文芸の散歩道 「飯倉断片」―島崎藤村の新発見の談話

― 秦重雄

ごった煮人生をふり返って 27 東京部落問題研究会の活

動 成澤榮壽

じんけん ぶんか まちづくり 68（とよなか人権文化

まちづくり協会刊，2020.7）

記憶から記録の時代へ 高田敏子さんのお話し

季刊人権問題 400（兵庫人権問題研究所刊，2020.7）：

770円

季刊「人権問題」の総目次（第57号～第60号）

振興会通信 153（同和教育振興会刊，2020.7）

同朋運動史の窓 59 左右田昌幸

信州農村開発史研究所報 152（信州農村開発史研究

所刊，2020.6）

2020年10月25日
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□所 在 地 〒603-8151 京都市北区小山下総町5-1 京都府部落解放センター３階

□TEL/FAX 075-415-1032

□U R L http://shiryo.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

愛生 825（長島愛生園刊，2020.6）

新型コロナウイルスとライ菌 山本典良

IMADR通信 203（反差別国際運動刊，2020.7）

特集 コロナ・パンデミックと市民による危機対応

ウィングスきょうと 159（京都市男女共同参画推進協

会刊，2020.8）

図書情報室新刊案内

一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著『ジェンダーに

ついて大学生が真剣に考えてみた―あなたがあなたらし

くいられるための29問』／白河桃子著『ハラスメントの

境界線 セクハラ・パワハラに戸惑う男たち』

解放新聞 2958（解放新聞社刊，2020.7.5）：115円

コロナ禍に想う 2 駒井忠之

解放新聞 2962（解放新聞社刊，2020.8.15）：115円

本の紹介 内田龍史著『被差別部落のマイノリティのア

イデンティティと社会関係』 澤井未緩

解放新聞 2964（解放新聞社刊，2020.9.5）：115円

本の紹介 熊本理抄著 『被差別部落女性の主体性形成に

関する研究』 藤岡美恵子

解放新聞 2965（解放新聞社刊，2020.9.15）：115円

本の紹介 竹内渉著『戦後アイヌ民族活動史』 浅川肇

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 1186（解放新聞社京都支局刊，2020.

7.1）：70円

普遍的な価値を追い求めて 朝治武館長インタビュー

解放新聞京都版 1192（解放新聞社京都支局刊，2020.

10.1）：70円

でっち上げ痴漢冤罪事件 私は「やっていない」！それ

が真実 1 橋本幸樹

解放新聞東京版 983（解放新聞社東京支局刊，2020.7.

1）：95円

荒川支部結成の頃をふり返って 高岩昌興

解放新聞東京版 984（解放新聞社東京支局刊，2020.7.

15）：95円

大学における人権教育の取り組み 木下川のＦＷで確認

できたこと 池田賢市

東京の「現地学習（フィールドワーク）」の現状と課題

1 「差別の現実に学ぶ」ことの柱に部落の地域・仕事・

生活を据える 藤本忠義

解放新聞東京版 985（解放新聞社東京支局刊，2020.8.

1：95円

法務省「部落差別の実態に係る調査報告書」から 東京

の実態と課題 1 近藤登志一

東京の「現地学習（フィールドワーク）」の現状と課題

2 「差別の現実に学ぶ」ことの柱に部落の地域・仕事・

生活を据える 藤本忠義

解放新聞東京版 986（解放新聞社東京支局刊，2020.8.

15）：95円

法務省「部落差別の実態に係る調査報告書」から 東京

の実態と課題 2 近藤登志一

東京の「現地学習（フィールドワーク）」の現状と課題

3 「差別の現実に学ぶ」ことの柱に部落の地域・仕事・

生活を据える 藤本忠義

解放新聞東京版 987（解放新聞社東京支局刊，2020.9.

1）：95円

法務省「部落差別の実態に係る調査報告書」から 東京

の実態と課題 3 近藤登志一

東京の「現地学習（フィールドワーク）」の現状と課題

4 「差別の現実に学ぶ」ことの柱に部落の地域・仕事・

生活を据える 藤本忠義

解放新聞東京版 988（解放新聞社東京支局刊，2020.9.

15）：95円

水平社100年を迎えるにあたって 台東支部運動50年を振

り返る 近藤登志一

解放新聞広島県版 2355（解放新聞社広島支局刊，202

0.6.25）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 3

収集逐次刊行物目次（2020年7月～9月受入）

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

事務局よりお知らせ

◇「2020年度差別の歴史を考える連続講座」の前半３回が無事に終了しました。今年度も興味深いお話
ばかりです。年度末の講演録をどうぞお楽しみに。


