
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
四
回
か
ら
第
六
回
を
京
都
府
部
落

解
放
セ
ン
タ
ー
で
、
一
〇
月
二
九
日
・

一
一
月
六
日
・
一
三
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
。

祇
園
祭
の
神
輿
渡
御
と
は
、
七
月
一

七
日
の
山
鉾
巡
行
後
、
西
御
座
、
中
御

座
、
東
御
座
の
三
基
の
神
輿
が
市
中
を

渡
っ
た
後
に
旅
所
に
鎮
座
し
、
二
四
日

に
市
中
を
渡
っ
て
八
坂
神
社
に
還
る
神

事
で
あ
る
。

近
世
ま
で
は
神
輿
を
舁
く
人
は
駕
輿

丁
と
呼
ば
れ
祇
園
社
と
特
別
の
関
係
を

も
つ
人
々
だ
っ
た
が
、
後
に
神
輿
舁
を

雇
う
よ
う
に
な
り
、
幕
末
に
は
三
条
台
、

船
頭
町
の
人
々
が
舁
く
よ
う
に
な
る
。

現
在
、
中
御
座
は
「
三
若
神
輿
会
」
、

西
御
座
は
「
錦
神
輿
会
」
、
東
御
座
は

「
四
若
神
輿
会
」
が
神
輿
渡
御
を
担
っ

て
い
る
。

「
四
若
」
と
は
四
条
船
頭
町
若
中
の
略

で
、
幕
末
頃
か
ら
高
瀬
川
の
船
頭
た
ち

が
神
輿
を
舁
い
て
た
が
、
高
瀬
川
水
運

の
衰
退
と
と
も
に
明
治
末
に
は
若
竹
町

の
人
達
が
担
う
よ
う
に
な
る
。
三
条
大

橋
東
に
あ
る
若
竹
町
は
幕
末
以
降
急
速
に

人
口
増
加
し
、
木
賃
宿
が
急
増
し
た
地
域

で
あ
る
。
近
世
に
は
「
寺
裏
」
と
呼
ば
れ

貧
民
の
集
住
地
域
で
あ
っ
た
。

神
輿
場
と
は
「
神
輿
が
渡
御
す
る
場
」

の
こ
と
で
、
そ
こ
で
の
大
規
模
な
喧
嘩

や
揉
め
事
、
騒
動
を
神
輿
荒
れ
と
い
う
。

明
治
大
正
期
に
「
四
若
」
が
関
わ
っ
た

神
輿
荒
れ
が
数
多
く
起
こ
っ
た
こ
と
が

当
時
の
新
聞
な
ど
か
ら
わ
か
る
。
但
し
、

大
正
一
二
年
以
降
は
起
こ
っ
て
お
ら
ず

近
代
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
神
輿
荒
れ
は
「
公
恕
型
」
「
劇

場
型
」
「
抗
争
型
」
の
三
つ
に
類
型
化

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
公
恕
型
」
は

明
治
大
正
期
に
人
権
意
識
が
芽
生
え
る

中
、
差
別
的
対
応
に
対
す
る
祭
礼
と
い

う
公
共
空
間
で
の
異
議
申
し
立
て
、

「
劇
場
型
」
は
イ
ン
フ
ラ
整
備
で
拡
張

さ
れ
た
道
路
を
舞
台
に
し
て
目
立
と
う

と
す
る
心
理
、
「
抗
争
型
」
は
地
域
同

士
の
対
抗
心
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。

近
代
の
若
竹
町
は
定
職
を
持
た
な
い

雑
業
者
や
流
入
者
が
多
く
、
周
辺
か
ら

の
差
別
的
眼
差
し
を
受
け
て
い
た
。
そ

う
い
う
中
で
、
同
じ
氏
子
、
地
域
住
民

と
し
て
の
強
い
承
認
願
望
や
自
由
奔
放

な
生
活
感
覚
な
ど
が
「
神
輿
荒
れ
」
を

起
こ
し
た
と
い
え
る
。

全
国
水
平
社
創
立
に
よ
る
水
平
運
動

の
成
立
は
、
今
日
ま
で
続
く
自
主
的
・

組
織
的
な
部
落
解
放
運
動
の
出
発
点
で

あ
る
。
そ
し
て
差
別
糺
弾
闘
争
は
全
水

創
立
以
降
、
今
日
ま
で
の
部
落
解
放
運

動
を
代
表
す
る
基
本
的
闘
争
形
態
で
あ

る
。
し
か
し
、
水
平
社
創
立
以
前
に
も

部
落
差
別
に
対
す
る
抗
議
・
異
議
申
し

立
て
は
存
在
し
た
。

「
京
都
駅
差
別
事
件
」
は
一
九
二
一

年
五
月
、
京
都
駅
前
広
場
で
遊
ん
で
い

た
東
七
条
の
少
年
二
人
に
駅
員
ら
が
暴

行
し
「
穢
多
な
ら
殺
し
て
や
っ
て
も
よ

い
」
と
差
別
発
言
を
行
っ
た
事
件
で
あ
る
。

少
年
の
母
親
は
す
ぐ
に
派
出
所
へ
駆

け
込
み
、
殺
し
て
や
っ
て
も
よ
い
と
い

う
よ
う
な
法
律
が
あ
る
の
か
と
抗
議
を

し
て
い
る
。
ま
た
東
七
条
の
住
民
た
ち

は
青
年
団
か
ら
交
渉
委
員
を
選
ん
で
七

條
警
察
署
長
や
京
都
駅
長
と
交
渉
し
、

駅
長
の
口
頭
で
の
陳
謝
と
新
聞
へ
謝
罪

広
告
を
出
す
こ
と
を
受
け
入
れ
さ
せ
た
。

朝
田
善
之
助
は
後
に
「
京
都
で
は
じ
め

て
の
糺
弾
だ
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
京
都
の
部
落
解
放
運
動
の
組
織
化
の
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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
―

講
師

中
西

仁
さ
ん

（
立
命
館
大
学
教
員
）

第
５
回

全
国
水
平
社
創
立
前
の
「
差
別

糺
弾
闘
争
」

―
京
都
・
東
七
条
の
経
験
か
ら
―

講
師

朝
治

武
さ
ん

（
大
阪
人
権
博
物
館
館
長
）



話
が
す
す
め
ら
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

「
上
田
壮
吉
差
別
事
件
」
は
一
九
二

二
年
二
月
、
市
会
議
員
の
上
田
壮
吉
が

特
別
市
政
施
行
運
動
を
巡
る
論
議
の
中

で
「
穢
多
村
の
仲
間
入
り
は
し
な
い
」

と
発
言
し
、
そ
れ
に
抗
議
し
た
市
議
鈴

木
紋
吉
が
上
田
を
殴
打
し
て
上
田
に
告

訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

鈴
木
の
選
挙
基
盤
で
あ
っ
た
東
七
条

で
は
吉
崎
民
之
助
ら
革
新
的
な
青
年
が

先
頭
に
立
っ
て
告
訴
の
取
り
下
げ
、
議

員
辞
職
、
謝
罪
広
告
の
新
聞
掲
載
を
要

求
し
、
「
上
田
市
議
失
言
問
題
に
対
す

る
批
判
演
説
会
」
が
開
催
さ
れ
、
上
田

は
東
七
条
の
住
民
に
失
言
を
陳
謝
す
る
。

そ
の
後
吉
崎
ら
は
、
全
国
水
平
社
創
立

大
会
で
上
田
に
対
す
る
名
誉
棄
損
の
訴

訟
を
提
案
し
、
可
決
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
事
件
に
お
け
る
抗

議
や
異
議
申
し
立
て
、
謝
罪
要
求
は
自

然
発
生
的
で
あ
り
非
組
織
的
で
明
確
な

論
理
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
の
水
平
運
動
に
お
け
る
徹
底
的

糺
弾
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
「
差
別
糺

弾
闘
争
」
の
端
緒
と
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

近
代
京
都
の
被
差
別
部
落
の
主
な
産

業
は
靴
履
物
修
繕
製
造
業
だ
っ
た
が
、

錦
林
地
区
で
は
そ
れ
ら
の
部
落
産
業
は

発
達
せ
ず
、
多
く
は
雑
業
や
日
稼
仕
事

に
従
事
し
て
い
た
。
一
九
一
〇
年
前
後

の
京
都
三
大
事
業
の
ひ
と
つ
、
第
二
琵

琶
湖
疎
水
工
事
が
近
隣
で
行
わ
れ
る
頃

か
ら
人
口
が
急
増
し
、
土
方
仕
事
が
多

く
の
世
帯
の
生
業
と
な
っ
て
い
っ
た
。

錦
林
地
区
と
朝
鮮
人
労
働
者
の
関
係

が
強
ま
る
の
は
京
都
市
都
市
計
画
事
業

が
本
格
化
し
た
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か

ら
で
、
北
大
路
通
、
西
大
路
通
、
九
条

通
の
建
設
、
そ
の
周
辺
の
宅
地
開
発
な

ど
大
規
模
工
事
が
行
わ
れ
、
こ
の
事
業

に
は
錦
林
地
区
の
土
木
請
負
業
者
の
下

で
多
く
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
従
事
し
た
。

錦
林
地
区
内
に
住
む
朝
鮮
人
は
少
な
か
っ

た
が
、
山
科
か
ら
西
ノ
京
ま
で
の
各
工

事
現
場
近
く
に
錦
林
地
区
の
請
負
業
者

配
下
の
朝
鮮
人
飯
場
が
多
く
作
ら
れ
て

い
た
。

戦
前
期
の
京
都
市
に
お
け
る
土
木
建

築
工
事
で
は
、
何
段
階
に
も
分
け
ら
れ

た
工
事
の
下
請
け
構
造
の
下
部
で
、
被

差
別
部
落
の
土
木
請
負
業
者
が
被
差
別

部
落
住
民
と
共
に
朝
鮮
人
労
働
者
を
使
っ

て
い
た
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
た
。

京
都
市
の
骨
格
を
作
っ
た
戦
前
の
都

市
計
画
事
業
は
、
こ
う
し
た
被
差
別
部

落
住
民
や
朝
鮮
人
労
働
者
に
支
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

１
．
は
じ
め
に

「
障
害
者
の
人
権
」
（
の
学
習
）
と
い

う
と
き
、
な
ぜ
学
校
や
行
政
は
そ
れ
を

「
思
い
や
り
、
や
さ
し
さ
」
「
手
助
け

の
方
法
を
学
ぶ
」
に
変
換
し
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
。
部
落
問
題
等
と
比
べ
て
、

な
ぜ
障
害
者
に
つ
い
て
は
「
当
事
者
運

動
の
歴
史
」
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
学

校
で
も
教
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。
障

害
者
差
別
解
消
法
（
二
〇
一
六
年
施
行
）

は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
わ
か
り
に
く
く
、

説
明
を
試
み
て
も
空
回
り
し
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
。
―
―
こ
れ
ら
の
問
い
は
、

障
害
者
運
動
に
長
年
関
わ
り
な
が
ら
障

害
学
を
学
び
、
市
民
・
行
政
職
員
・
企

業
関
係
者
向
け
人
権
研
修
を
行
っ
て
い

る
私
の
日
常
的
な
悩
み
で
あ
る
。
今
回

紹
介
す
る
本
は
、
想
像
以
上
に
直
球
で

私
の
も
や
も
や
に
言
葉
を
与
え
、
大
い

に
力
づ
け
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

著
者
の
荒
井
裕
樹
さ
ん
は
文
学
研
究

者
で
あ
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
罹
っ
た
人

た
ち
の
文
学
作
品
や
精
神
科
病
院
で
の

芸
術
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
の
ほ
か
、

日
本
に
お
け
る
障
害
者
運
動
の
歴
史
に

お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
脳
性

ま
ひ
者
の
団
体
「
青
い
芝
の
会
」
（
以
下

「
青
い
芝
」
と
略
す
）
の
研
究
で
知
ら
れ

る
。
特
に
神
奈
川
の
「
青
い
芝
」
で
活

動
し
た
横
田
弘
氏
（
故
人
）
の
思
想
や
作

品
を
手
掛
か
り
に
し
て
書
か
れ
た
『
差

別
さ
れ
て
る
自
覚
は
あ
る
か
―

横
田
弘

と
青
い
芝
の
会
「
行
動
綱
領
」
―
』
（
現

代
書
館
）
は
障
害
学
研
究
者
の
間
で
も
た

い
へ
ん
評
価
が
高
く
、
私
も
味
わ
っ
て

読
ん
だ
。
荒
井
さ
ん
は
晩
年
の
横
田
弘

さ
ん
と
直
接
の
交
流
を
も
っ
て
い
た
こ

と
が
作
品
に
独
特
の
温
か
み
を
与
え
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
温
か
み
」

は
今
回
の
『
障
害
者
差
別
を
問
い
な
お

す
』
で
も
健
在
だ
。
よ
り
幅
広
く
一
般

読
者
に
宛
て
て
書
か
れ
た
新
書
で
あ
る

が
、
内
容
は
ま
っ
た
く
薄
く
な
っ
て
い

な
い
。
む
し
ろ
現
代
の
ヒ
リ
ヒ
リ
す
る

よ
う
な
問
題
に
切
り
込
ん
で
い
る
分
、
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第
６
回

近
代
京
都
の
被
差
別
部
落
と

在
日
朝
鮮
人
―
錦
林
地
区
と
土
木
事
業

講
師

高
野

昭
雄
さ
ん

（
大
阪
大
谷
大
学
教
員
）

本
の
紹
介

荒
井

裕
樹
著

『
障
害
者
差
別
を
問
い
な
お
す
』松

波

め
ぐ
み

（
大
阪
市
立
大
学
非
常
勤
講
師
）



「
一
通
り
知
識
を
得
て
お
こ
う
」
ぐ
ら

い
の
気
分
で
本
書
を
開
く
と
や
け
ど
を

す
る
ほ
と
だ
。

こ
の
紹
介
文
で
は
、
私
が
考
え
る
こ

の
本
の
意
義
と
し
て
、
ど
う
い
う
こ
と

が
『
差
別
』
か
を
解
き
ほ
ぐ
す
視
点
を

提
供
し
て
い
る
こ
と
と
、
「
青
い
芝
」

に
つ
い
て
の
誤
解
を
解
き
、
現
代
も
大

事
に
さ
れ
て
い
る
考
え
方
に
繋
が
っ
て

い
る
点
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
絞
っ
て

書
い
て
み
た
い
。

２
．
ど
う
い
う
こ
と
が
「
差
別
」
な
の
か

◆
「
差
別
」
の
わ
か
り
に
く
さ

「
差
別
」
を
ど
う
捉
え
る
か
は
難
し

い
。
障
害
者
差
別
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
が
、
日
本
社
会
で
は
「
差
別
」
を

「
心
の
問
題
」
、
「
人
を
嫌
う
、
避
け

る
こ
と
」
と
捉
え
て
い
る
人
が
多
い
。

歴
史
的
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
社
会
構
造

や
力
関
係
の
視
点
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。

「
電
車
の
中
で
障
害
者
ら
し
き
人
を
見

か
け
る
が
、
苦
手
だ
と
感
じ
る
」
と
い

う
こ
と
を
指
し
て
、
「
こ
れ
は
差
別
で

し
ょ
う
か
？
」
と
恐
る
恐
る
私
に
尋
ね

て
く
る
学
生
は
毎
年
い
る
。
否
定
的
感

情
を
抱
く
の
は
確
か
に
居
心
地
が
悪
い
。

そ
れ
を
ご
ま
か
す
た
め
に
「
24
時
間
テ

レ
ビ
」
的
な
も
の
が
用
意
さ
れ
て
い
る

の
で
は
？
と
私
は
思
う
。

差
別
に
つ
い
て
法
律
（
障
害
者
差
別
解

消
法
）
の
中
身
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で

き
る
し
、
私
の
仕
事
の
一
つ
だ
。
し
か

し
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
何
一
つ
伝
わ
ら

な
い
虚
し
さ
が
あ
る
。
社
会
の
バ
リ
ア

を
除
去
す
る
「
合
理
的
配
慮
」
（
例
え
ば

段
差
の
解
消
、
聞
こ
え
な
い
人
へ
の
情
報
保

障
等
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説

明
す
る
と
、
一
応
聞
き
手
は
う
な
づ
い

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
合
理
的
配
慮
」

を
行
わ
な
い
こ
と
は
「
差
別
」
に
な
る
、

と
説
明
し
た
と
た
ん
、
聞
き
手
（
特
に
企

業
関
係
者
）
か
ら
は
感
情
的
反
発
が
返
っ

て
く
る
。
自
分
が
何
気
な
く
暮
ら
し
て

い
る
社
会
が
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
誰
か
を
排
除
し
て
き
た
こ
と
な
ど
認

め
た
く
な
い
と
い
う
頑
な
さ
を
感
じ
る
。

荒
井
さ
ん
は
序
章
で
、
「
差
別
」
の

理
解
さ
れ
に
く
さ
、
な
じ
み
に
く
さ
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

・
自
身
の
行
な
い
や
価
値
観
に
対
し
て

「
差
別
だ
」
と
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

誰
に
と
っ
て
も
心
地
よ
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
誰
も
が
「
差
別
者
」
と
し

て
指
さ
さ
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

「
差
別
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
輪
郭

を
ぼ
や
か
し
て
お
き
た
い
と
い
う
心
理

が
働
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
10
頁
）

・
「
差
別
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
か
ら

差
別
で
な
い
」
と
い
っ
た
主
旨
の
発
言

を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
…
た

と
え
個
々
人
の
内
心
で
「
差
別
へ
の
意

図
」
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
社

会
の
中
に
「
特
定
の
人
た
ち
に
対
し
て

不
利
益
を
与
え
る
構
造
」
が
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
是
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
そ
う
し

た
構
造
に
無
自
覚
だ
っ
た
り
、
是
正
す

る
必
要
性
を
感
じ
な
い
と
い
う
人
が
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
「
差
別
に

荷
担
し
た
」
と
見
な
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。
（
12
頁
）

そ
の
通
り
な
の
だ
。
「
差
別
」
と
い

う
言
葉
が
出
さ
れ
る
と
、
自
分
が
道
徳

的
に
責
め
ら
れ
る
と
感
じ
て
居
心
地
が

悪
く
な
る
人
が
多
い
。
特
定
の
人
に
不

利
益
を
強
い
る
構
造
が
あ
る
こ
と
な
ど
、

考
え
ず
に
済
む
の
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で

あ
り
、
そ
の
構
造
は
是
正
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
―
―
そ
う
認
識
す
る
こ
と
が

大
事
な
の
だ
。
私
自
身
、
何
を
す
れ
ば

「
差
別
し
た
」
こ
と
に
な
る
か
を
幾
度

と
な
く
質
問
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
ん
な

安
易
な
問
い
へ
の
答
え
は
存
在
し
な
い
。

ど
う
い
う
認
識
が
「
差
別
に
荷
担
す
る
」

こ
と
に
な
る
か
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が

人
権
学
習
・
啓
発
で
は
大
切
な
の
だ
ろ
う
。

◆
相
模
原
事
件
と
「
差
別
」

荒
井
さ
ん
は
、
何
を
考
え
る
こ
と
が

「
差
別
を
考
え
る
」
こ
と
に
な
る
の
か

を
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
二
〇
一
六
年
七
月
に
入
所

施
設
で
起
こ
っ
た
相
模
原
事
件
（
相
模
原

障
害
者
殺
傷
事
件
）
は
、
元
職
員
の
手
に

よ
っ
て
一
九
人
も
の
命
が
奪
わ
れ
二
六

人
が
重
軽
傷
を
負
っ
た
大
事
件
だ
が
、

一
般
市
民
に
必
ず
し
も
記
憶
さ
れ
て
い

な
い
。
「
覚
え
て
い
な
い
」
「
知
ら
な

い
」
人
が
少
な
く
な
い
の
だ
。
（
私
自
身
、

非
常
勤
講
師
を
し
て
い
て
事
件
を
取
り
上
げ

る
と
、
「
こ
ん
な
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
書
い
て
く
る
大
学
生

が
多
い
。
）
そ
し
て
こ
の
事
件
は
特
異
な

犯
人
（
現
・
死
刑
囚
）
の
思
想
や
言
動
に

ば
か
り
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
「
差
別
」

「
地
域
社
会
か
ら
の
排
除
」
と
い
う
観

点
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い

な
い
。

・
こ
の
事
件
は
障
害
者
施
設
と
い
う

「
遠
い
と
こ
ろ
」
で
、
「
異
常
な
人
間
」

が
起
こ
し
た
「
例
外
的
な
事
件
」
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
、
他
人
事
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
。
…
こ

の
事
件
を
「
他
人
事
」
と
思
っ
た
瞬
間
、

私
た
ち
は
「
特
定
の
人
た
ち
が
殺
さ
れ

て
も
気
に
な
ら
な
い
社
会
を
生
き
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
社
会
の

無
関
心
と
い
う
壁
の
向
こ
う
で
何
が
起
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き
る
か
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

自
分
や
自
分
の
大
切
な
人
が
、
壁
の
向

こ
う
側
に
押
し
や
ら
れ
な
い
保
障
な
ど
、

ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
特

定
の
人
た
ち
を
無
関
心
と
い
う
壁
の
向
こ

う
側
に
追
い
や
る
こ
と
は
、
「
差
別
」
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
す
。
（
18
頁
）

「
特
定
の
人
た
ち
を
無
関
心
と
い
う

壁
の
向
こ
う
側
に
追
い
や
る
こ
と
」
は

差
別
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
と
い

う
の
は
か
な
り
強
い
表
現
だ
が
、
確
か

に
事
件
の
本
質
を
突
い
て
い
る
と
思
う
。

障
害
者
の
中
で
も
特
に
重
度
の
知
的
障

害
が
あ
り
、
自
分
の
意
思
を
言
葉
で
表

現
し
に
く
い
人
は
、
最
も
権
利
を
、
尊

厳
を
踏
み
に
じ
ら
れ
や
す
い
。
こ
の
事

件
で
遺
族
が
実
名
を
出
す
こ
と
を
か
た

く
な
に
拒
否
し
た
の
も
、
社
会
全
体
が

か
れ
ら
の
生
き
づ
ら
さ
に
無
関
心
な
ま

ま
排
除
し
た
こ
と
の
帰
結
だ
か
ら
だ
。

◆
日
常
に
あ
る
恐
怖
感

荒
井
さ
ん
は
さ
ら
に
、
相
模
原
事
件

が
起
こ
る
前
か
ら
、
「
い
つ
か
障
害
者

が
無
差
別
殺
人
の
被
害
に
遭
う
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
恐
怖
感
を
抱
い
て
い

た
、
障
害
当
事
者
の
知
人
の
声
を
紹
介

し
て
い
る
。
そ
れ
は
在
日
外
国
人
へ
の

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
生
活
保
護
バ
ッ
シ

ン
グ
等
の
時
代
の
雰
囲
気
を
感
じ
て
の

こ
と
で
も
あ
る
。

・
少
し
混
み
合
っ
た
電
車
に
車
椅
子
で

乗
り
合
わ
せ
た
と
い
う
だ
け
で
、
急
い

で
歩
く
人
が
多
い
道
を
ゆ
っ
く
り
と
し

か
移
動
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
た

だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
暴
力
を
振
る
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
相
模
原
事
件

の
後
、
こ
う
し
た
不
安
に
襲
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
話
を
、
障
害
の
あ
る

知
人
か
ら
聞
く
機
会
が
度
々
あ
り
ま
し

た
。
（
20
頁
）

つ
ま
り
、
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
を
受

け
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
、
「
周
り
の

健
常
者
か
ら
反
感
を
買
わ
な
い
よ
う
に
」

慎
重
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
場
面
が
た
び
た
び
あ
る
の
が
、
障

害
当
事
者
の
日
常
だ
。

◆
差
別
を
問
い
直
す
方
法
と
し
て
「
原

点
」
を
探
る

荒
井
さ
ん
は
「
障
害
者
差
別
と
は
何

か
」
を
問
い
直
す
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
に

あ
り
う
る
け
れ
ど
、
自
分
は
「
障
害
者

差
別
が
問
わ
れ
た
原
点
の
こ
と
を
調
べ

直
し
、
現
代
に
通
じ
る
問
題
を
見
つ
け

る
」
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
を
宣
言

す
る
（
21
頁
）
。

具
体
的
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
（
あ
る

い
は
そ
の
前
か
ら
）
、
日
本
社
会
の
片
隅

で
一
群
の
脳
性
ま
ひ
者
た
ち
が
行
っ
た

行
動
や
残
し
た
言
葉
を
書
き
起
こ
し
、

そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
思
想
を
紹
介
し

て
い
く
。
ど
う
い
う
現
象
や
扱
い
を
、

障
害
の
あ
る
本
人
が
「
差
別
」
だ
と
捉

え
た
の
か
を
辿
り
な
お
す
。
そ
れ
は
、

こ
ん
に
ち
の
「
差
別
」
観
や
法
律
上
の

定
義
と
は
若
干
の
ズ
レ
は
あ
る
。
障
害

者
の
な
か
で
も
肢
体
不
自
由
の
身
体
障

害
者
（
多
く
の
場
合
、
言
語
障
害
あ
り
）
の

経
験
し
か
取
り
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
の

限
界
も
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
荒
井
さ
ん
は
そ
れ

に
自
覚
的
だ
）
。

だ
が
、
間
違
い
な
く
本
書
で
た
ど
り

な
お
す
七
〇
年
代
の
言
葉
は
、
二
〇
二

一
年
の
日
本
社
会
に
息
づ
く
「
差
別
」

を
抉
り
出
し
て
い
る
の
だ
。

３
．
「
青
い
芝
」
へ
の
誤
解
を
解
く

◆
誤
解
を
解
く

福
祉
関
係
者
や
障
害
者
運
動
に
携
わ
っ

た
こ
と
が
あ
る
人
の
中
で
、
「
青
い
芝
」

を
知
っ
て
い
る
人
は
多
い
。
だ
が
、
過

去
二
〇
年
ほ
ど
関
西
の
障
害
者
運
動
に

か
か
わ
る
中
で
私
が
耳
に
し
て
き
た
の

は
、
「
昔
は
ぎ
ゃ
ん
ぎ
ゃ
ん
吠
え
て
い

た
」
「
華
々
し
い
活
動
を
し
た
け
ど
、

過
激
す
ぎ
て
、
障
害
者
へ
の
反
発
を
地

域
社
会
に
残
し
た
」
「
〇
〇
養
護
学
校

で
は
、
教
師
が
生
徒
に
『
青
い
芝
に
だ

け
は
近
づ
く
な
』
と
言
っ
て
い
た
」
と

い
っ
た
ト
ー
ン
の
言
葉
が
多
か
っ
た
。

イ
ン
パ
ク
ト
は
認
め
な
が
ら
も
、
現
代

に
「
生
き
残
れ
な
か
っ
た
」
活
動
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
。
そ
し
て

「
青
い
芝
」
の
功
績
を
完
全
に
無
視
し

て
い
る
組
織
も
あ
る
。

そ
ん
な
中
で
私
自
身
、
荒
井
さ
ん
の
本

を
読
ん
で
（
前
著
も
含
め
て
）
、
自
ら
の

認
識
不
足
を
強
く
恥
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・
「
話
の
通
じ
な
い
人
た
ち
」
と
見
な

さ
れ
た
り
…
し
か
し
、
現
時
点
か
ら
振

り
返
れ
ば
、
こ
う
し
た
抗
議
行
動
が
き
っ

か
け
と
な
り
、
そ
の
後
「
障
害
者
差
別

と
は
何
か
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の

議
論
が
大
き
く
進
ん
だ
こ
と
も
事
実
で

す
。
「
障
害
者
差
別
」
と
闘
っ
て
き
た

団
体
は
青
い
芝
の
会
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
障
害
者
本
人
が
「
障
害
者
差

別
と
闘
う
」
と
い
う
姿
勢
を
示
し
は
じ

め
た
の
は
、
青
い
芝
の
会
が
大
き
な
契

機
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
の

意
味
で
、
同
会
の
功
績
は
決
し
て
無
視

で
き
ま
せ
ん
。
（
47
頁
）

荒
井
さ
ん
は
現
代
の
私
た
ち
か
ら
見

て
「
過
激
」
に
見
え
る
言
葉
を
強
調
す

る
こ
と
な
く
、
当
時
発
せ
ら
れ
た
言
葉

を
丁
寧
に
拾
い
な
が
ら
誠
実
に
分
析
し

て
い
く
。

京都部落問題研究資料センター通信 第62号

4

2021年1月25日



「
青
い
芝
」
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
あ

る
誤
解
に
、
「
い
き
な
り
」
過
激
な
行

動
を
と
っ
て
世
間
を
驚
か
せ
た
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
七
七
年

に
国
鉄
（
当
時
）
川
崎
駅
前
で
行
わ
れ
た

「
バ
ス
ジ
ャ
ッ
ク
」
事
件
だ
。
「
何
十

人
も
の
車
い
す
使
用
者
が
駅
前
に
集
合

し
て
、
他
の
乗
客
を
追
い
出
し
、
係
員

の
言
う
こ
と
も
き
か
ず
バ
ス
を
占
拠
し
、

地
域
の
交
通
網
を
大
混
乱
に
陥
れ
た
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
。
し

か
し
事
実
は
全
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

地
道
な
交
渉
や
申
し
入
れ
を
行
い
、
バ

ス
会
社
に
、
行
政
に
政
府
機
関
に
足
を

運
び
、
そ
れ
で
も
埒
が
あ
か
ず
、
そ
の

上
で
決
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
青
い
芝
」
が
掲
げ
た
「
行

動
綱
領
」
の
過
激
さ
が
、
市
民
や
福
祉

関
係
者
を
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
、
ほ
と

ん
ど
の
「
普
通
の
、
平
凡
な
」
障
害
者

に
は
無
縁
だ
っ
た
、
と
い
う
誤
解
も
あ

る
よ
う
に
思
う
。
「
我
々
は
、
愛
と
正

義
を
否
定
す
る
」
「
問
題
解
決
の
路
を

選
ば
な
い
」
と
い
う
文
言
が
躍
る
「
行

動
綱
領
」
は
、
善
意
の
市
民
の
神
経
を

逆
な
で
す
る
よ
う
な
痛
快
さ
が
あ
る
。

こ
の
思
い
切
り
の
良
い
フ
レ
ー
ズ
は
（
特

に
イ
ン
テ
リ
に
は
？
）
魅
力
的
に
映
る
が
、

建
設
的
な
も
の
は
何
も
生
み
出
さ
な
い

か
の
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
行
動
綱

領
の
意
味
に
つ
い
て
は
荒
井
さ
ん
の
本

を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
が
、
こ
こ
で

紹
介
し
た
い
の
は
、
と
り
わ
け
そ
の
時

代
を
生
き
て
い
た
障
害
者
本
人
に
と
っ

て
、
「
青
い
芝
」
の
放
つ
言
葉
が
大
き

な
解
放
感
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。

た
と
え
ば
金
満
里
（
劇
団
態
変
の
主
宰

者
で
、
ポ
リ
オ
の
当
事
者
）
は
「
私
は
施

設
で
育
っ
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
見
て

き
て
、
彼
ら
の
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ

と
が
本
当
に
よ
く
わ
か
っ
た
。
理
屈
で

は
な
く
、
感
覚
・
実
感
の
部
分
で
こ
の

行
動
綱
領
が
大
好
き
に
な
っ
た
の
だ
。

わ
け
は
わ
か
ら
な
く
て
も
痛
快
さ
が
あ
っ

た
。
…
世
間
か
ら
は
ず
い
ぶ
ん
と
反
感

を
も
た
れ
た
。
」
（
57
頁
）
と
語
る
。
つ

ま
り
そ
れ
ま
で
は
、
「
同
情
を
請
う
、

お
願
い
す
る
」
よ
う
な
運
動
し
か
な
か
っ

た
。
も
っ
と
い
え
ば
存
在
を
許
さ
れ
な

か
っ
た
の
だ
。

「
青
い
芝
」
が
一
九
七
〇
年
代
に
行
っ

た
行
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
脱
施
設

や
交
通
ア
ク
セ
ス
の
運
動
が
始
ま
っ
た

こ
と
は
歴
史
を
多
少
勉
強
し
た
者
に
は

自
明
で
あ
る
。
「
こ
う
し
た
解
放
感
を

得
た
障
害
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
七
〇
年

代
を
中
心
に
、
障
害
者
差
別
に
対
す
る

激
し
い
抗
議
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
す
」
（
58
頁
）
。

◆
「
優
し
さ
、
思
い
や
り
」
は
な
ぜ
差

別
な
の
か

「
青
い
芝
」
の
主
張
や
行
動
が
、
そ

れ
ま
で
の
障
害
者
団
体
の
も
の
と
ど
の

よ
う
に
違
っ
た
の
か
を
、
荒
井
さ
ん
は

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

・
青
い
芝
の
会
の
主
張
や
行
動
は
、
そ

れ
ま
で
の
障
害
者
団
体
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
き
た
も
の
と
は
、
ま
っ
た
く
性
質

の
異
な
る
も
の
で
し
た
。
少
し
乱
暴
な

整
理
に
な
り
ま
す
が
、
同
会
の
登
場
以

前
、
障
害
者
差
別
と
は
主
に
「
障
害
者

へ
の
『
優
し
さ
』
や
『
思
い
や
り
』
を

欠
く
こ
と
」
で
あ
り
、
障
害
者
差
別
が

起
き
る
原
因
も
、
「
障
害
者
へ
の
『
優

し
さ
』
や
『
思
い
や
り
』
が
足
り
な
い

か
ら
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
現
在
も
、
こ

う
し
た
認
識
を
も
つ
人
は
少
な
く
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
青
い
芝

の
会
は
、
障
害
者
へ
の
「
優
し
さ
」
や

「
思
い
や
り
」
と
い
っ
た
感
情
そ
れ
自

体
が
「
差
別
」
な
の
だ
と
指
摘
し
ま
し

た
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
感
情
が

「
差
別
」
を
助
長
し
た
り
、
見
え
に
く

く
し
た
り
す
る
の
だ
と
訴
え
ま
し
た
。

（
59
頁
）

優
し
さ
や
思
い
や
り
と
い
う
感
情
、

そ
れ
自
体
が
「
差
別
」
だ
と
い
う
の
は
、

「
言
い
過
ぎ
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
現
在
の
言
葉
で
い
う
と

「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
」
（
支
援
者
等

が
よ
か
れ
と
思
っ
て
介
入
す
る
こ
と
で
障
害

者
の
主
体
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
へ
の
批
判
）

に
近
い
が
、
「
青
い
芝
」
の
提
起
は
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
障
害
者
に
「
優

し
さ
や
思
い
や
り
」
と
い
う
善
意
で
近

寄
っ
て
い
け
ば
そ
れ
で
責
め
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
わ
ん
ば
か
り

の
健
常
者
側
の
思
考
停
止
を
咎
め
る
意

味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

◆
「
青
い
芝
」
の
独
自
性

荒
井
さ
ん
は
「
青
い
芝
」
が
他
の
障

害
者
団
体
と
異
な
る
点
を
四
点
に
整
理

し
て
い
る
。

ま
ず
一
点
目
は
差
別
に
対
し
て
、
明

確
に
「
闘
う
」
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
た

こ
と
。
そ
れ
以
前
に
も
障
害
者
団
体
は

存
在
し
て
い
た
が
リ
ー
ド
し
て
い
た
の

は
親
や
専
門
家
。
本
人
は
、
「
守
ら
れ

る
立
場
」
。
そ
れ
に
対
し
て
「
青
い
芝
」

は
本
人
が
街
頭
で
マ
イ
ク
を
握
っ
た
。

こ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
国
際
的
な

障
害
者
運
動
に
お
い
て
広
ま
っ
た
「
わ

れ
わ
れ
抜
き
に
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
を
何

も
決
め
る
な
！
（N

o
t
i
h
n
g

a
b
o
u
t

u
s

w
i
t
h
o
u
t

u
s

!
）
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
の
上
で
醸
成
さ

れ
て
き
た
も
の
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
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二
点
目
は
、
そ
れ
ま
で
「
常
識
」
だ

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
価
値
観
に
対
し
て
、

障
害
者
の
立
場
か
ら
拒
絶
の
意
思
を
示

し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が

「
障
害
者
の
親
」
を
「
最
大
の
敵
」
と

し
て
批
判
し
た
と
い
う
こ
と
に
象
徴
的

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
世
間
で
は
「
障

害
者
は
育
て
て
く
れ
た
親
に
感
謝
し
て

当
然
」
と
思
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、

な
か
な
か
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
の
は

無
理
も
な
い
。
（
付
言
す
る
と
、
こ
の

「
青
い
芝
」
に
よ
る
「
親
」
批
判
の
言
説
を

知
っ
て
傷
つ
い
た
親
は
少
な
く
な
い
。
し
か

し
そ
の
「
親
」
批
判
の
意
味
を
理
解
し
て
、

自
ら
が
抑
圧
者
に
な
ら
な
い
た
め
の
方
法
を

探
っ
て
い
っ
た
「
親
」
の
立
場
の
人
も
ま
た

多
く
い
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
）

さ
ら
に
「
青
い
芝
」
は
、
障
害
者
を

集
め
て
収
容
す
る
施
設
の
あ
り
方
も
批

判
し
た
（
62
頁
）
。
障
害
者
自
身
が
「
人

権
侵
害
の
温
床
」
と
し
て
施
設
批
判
を

行
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
時
代
で
は
当

た
り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
い
く
し
、
福

祉
政
策
も
「
施
設
か
ら
地
域
へ
」
転
換

し
て
い
く
。
だ
が
一
九
七
〇
年
代
に
お

い
て
は
、
施
設
は
「
進
ん
だ
福
祉
施
策
」

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
、
（
家
族
に
よ
る
）
障
害
児
殺
し

が
起
き
る
た
び
に
、
世
論
は
「
施
設
が

あ
れ
ば
防
げ
た
」
と
断
じ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
「
青
い
芝
」
は
、
「
親
の
立
場

か
ら
の
み
」
施
設
の
必
要
性
が
訴
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
猛
烈
に
反
対
し
た
の

で
あ
る
。

現
代
で
こ
そ
、
障
害
者
自
身
が
運
営

し
「
障
害
者
が
障
害
者
の
支
援
を
行
う
」

自
立
生
活
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｉ
Ｌ
）
が
各
地

に
あ
り
、
Ｃ
Ｉ
Ｌ
に
よ
る
事
業
所
で
公

的
な
介
護
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
る
。
だ
が
一
九
七
〇
年
代
は
そ
の
よ

う
な
も
の
は
影
も
形
も
な
か
っ
た
。
施

設
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
族

に
全
面
的
に
介
護
を
負
わ
せ
る
こ
と
を

是
認
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま

う
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
か
れ

ら
は
「
地
域
か
ら
障
害
者
を
排
除
し
、

見
え
な
い
と
こ
ろ
に
追
い
や
る
」
も
の

と
し
て
施
設
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

三
点
目
は
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
だ

と
私
は
考
え
る
が
、
「
青
い
芝
」
は

「
障
害
者
で
あ
る
こ
と
に
割
り
切
る
」

と
い
う
姿
勢
を
と
り
、
「
克
服
」
「
治

療
」
と
い
う
考
え
方
を
拒
絶
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
障
害
を
軽
減
す

る
た
め
に
」
努
力
を
惜
し
ま
な
い
障
害

者
が
「
立
派
」
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
「
青
い
芝
」
は
、
な
ぜ
障
害
者
が
障

害
者
の
ま
ま
で
生
き
て
い
て
は
い
け
な

い
の
か
と
、
逆
に
社
会
の
価
値
観
を
問

い
返
し
、
仲
間
に
対
し
て
も
「
健
全
者

幻
想
」
に
陥
る
こ
と
を
戒
め
た
（
64
頁
）

の
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
世
間
の
人
か
ら
は
理

解
不
能
な
、
ひ
ね
く
れ
た
も
の
に
見
え

た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
障
害
者
自
身

が
自
ら
の
障
害
を
否
定
的
な
も
の
と
し

て
見
る
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
え

ば
、
い
や
お
う
な
く
自
己
否
定
へ
と
追

い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
現
代
で
は
、
セ

ル
フ
ヘ
ル
プ
グ
ル
ー
プ
や
、
自
立
生
活

セ
ン
タ
ー
で
の
「
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
」
に
お
い
て
自
ら
を
否
定
す
る
価
値

観
を
払
拭
し
て
新
た
な
価
値
観
を
つ
く

り
な
お
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、

「
青
い
芝
」
は
す
で
に
そ
の
端
緒
を
開

い
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
点
目
と
し
て
は
、
現
代
の
資
本
主

義
社
会
や
、
そ
の
価
値
観
を
批
判
し
た
。

人
間
を
「
働
け
る
、
働
け
な
い
」
と
い

う
価
値
観
で
分
断
、
序
列
化
す
る
よ
う

な
合
理
主
義
的
・
経
済
主
義
的
な
価
値
観

を
問
う
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
働
く
こ
と
こ
そ
善
」
と
い
う
価
値

観
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
世
間
に
背
を

向
け
る
姿
勢
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が

こ
れ
は
、
障
害
の
程
度
が
重
く
、
言
語

障
害
も
き
つ
い
脳
性
ま
ひ
の
人
た
ち
が

中
心
に
い
た
「
青
い
芝
」
だ
か
ら
こ
そ
、

主
流
の
価
値
が
根
本
的
に
人
と
人
と
の

間
に
線
を
引
い
て
排
除
す
る
こ
と
を
見

逃
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

◆
「
青
い
芝
」
の
問
題
提
起
は
現
代
の

課
題
を
映
し
出
す

こ
の
よ
う
に
か
れ
ら
の
問
題
提
起
は
、

い
ず
れ
も
本
当
に
根
源
的
な
も
の
だ
っ

た
と
改
め
て
思
う
。
私
自
身
は
、
二
〇

一
〇
年
代
に
「
障
害
者
権
利
条
約
」
を

日
本
社
会
に
普
及
さ
せ
る
た
め
の
地
域

運
動
と
し
て
、
京
都
府
で
条
例
を
つ
く

る
た
め
の
動
き
に
事
務
局
と
し
て
加
わ
っ

た
（
二
〇
一
五
年
三
月
に
「
京
都
府
障
害
の

あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き
生
き
と
暮
ら

し
や
す
い
社
会
づ
く
り
条
例
」
と
し
て
施
行
）
。

権
利
条
約
と
い
う
国
際
的
な
モ
ノ
サ
シ

を
通
し
て
、
日
本
社
会
（
あ
る
い
は
京
都

と
い
う
地
域
）
で
ど
の
よ
う
な
差
別
や
排

除
が
あ
る
の
か
を
洗
い
出
し
、
行
政
に

対
し
て
提
起
す
る
よ
う
な
活
動
を
数
年

に
わ
た
っ
て
行
っ
て
き
た
の
だ
が
、
自

身
の
経
験
に
照
ら
し
て
も
、
「
青
い
芝
」

が
一
九
七
〇
年
代
に
提
起
し
た
こ
と
は

少
し
も
古
く
な
く
、
ま
さ
に
普
遍
的
だ

と
感
じ
る
。

た
と
え
ば
い
く
ら
障
害
者
雇
用
の
制

度
が
発
達
し
、
「
就
労
継
続
Ａ
型
、
Ｂ

型
」
の
事
業
所
が
で
き
、
職
業
訓
練
機

関
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
満
足
な
収
入
を
得
る
こ
と
を
含
め
、

尊
厳
あ
る
職
業
生
活
を
実
現
で
き
て
い

る
人
は
ご
く
ご
く
一
握
り
で
あ
る
。
そ

う
し
た
「
障
害
者
用
の
場
所
」
に
も
通

い
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
家
に
引
き

こ
も
っ
て
い
る
人
を
身
近
な
と
こ
ろ
で
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も
複
数
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
価
値

が
な
い
」
の
か
、
「
努
力
不
足
」
な
の

か
。
逆
説
的
に
、
現
代
こ
そ
「
働
け
る

こ
と
が
人
間
の
価
値
な
の
か
？
」
と
い

う
問
い
の
切
実
さ
が
増
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

４
．
お
わ
り
に

「
青
い
芝
」
は
な
ぜ
「
健
全
者
」
と

い
う
言
葉
を
あ
え
て
使
っ
た
の
か
。
言

語
障
害
の
重
い
人
の
声
を
直
接
聞
か
せ

る
（
簡
単
に
他
人
に
「
代
弁
」
さ
せ
な
い
）

こ
と
に
な
ぜ
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
「
障

害
の
あ
る
子
ど
も
と
し
て
生
ま
れ
、
親

に
な
る
」
こ
と
を
否
定
す
る
優
生
保
護

法
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
抗
っ
た
の
か
。

等
々
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
か
っ
た
事

柄
は
他
に
も
多
く
あ
る
。

半
世
紀
の
間
に
、
都
市
部
に
お
け
る

物
理
的
バ
リ
ア
の
除
去
、
（
違
和
感
の
少

な
い
言
動
が
と
れ
る
人
に
限
っ
て
だ
が
）
障

害
者
の
「
活
躍
」
の
場
の
拡
大
な
ど
、

社
会
の
変
わ
り
や
す
い
と
こ
ろ
は
確
か

に
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
障
害
者
の

生
活
の
幅
を
い
く
ら
か
拡
大
し
た
こ
と

は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
も
運
動
の
成
果

だ
。
公
的
介
護
保
障
の
運
動
に
よ
っ
て

二
〇
〇
三
年
以
降
は
ヘ
ル
パ
ー
制
度
が

全
国
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
も
、
見
逃
せ
な
い
大
き
な
変
化
だ
。

し
か
し
一
方
で
、
介
護
制
度
の
創
設

は
障
害
者
と
「
健
全
者
」
が
街
で
直
接

ふ
れ
あ
う
機
会
を
減
ら
す
こ
と
に
も
な
っ

た
。
そ
し
て
た
と
え
ば
バ
ス
の
利
用
に

つ
い
て
、
「
乗
務
員
や
乗
客
の
迷
惑
に

な
ら
な
い
範
囲
内
で
の
み
、
障
害
者
も

バ
ス
に
乗
っ
て
よ
い
」
と
す
る
考
え
方

（
172
頁
）
は
、
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
健
在

で
あ
る
。
二
〇
一
九
年
七
月
、
私
は
目

の
前
で
車
い
す
使
用
の
友
人
が
バ
ス
乗

車
を
拒
否
さ
れ
る
事
件
に
遭
遇
し
た
が
、

抗
議
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
メ
デ
ィ

ア
の
取
材
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
記

事
の
コ
メ
ン
ト
欄
に
は
「
障
害
者
の
わ

が
ま
ま
」
「
介
護
タ
ク
シ
ー
を
使
え
」

等
の
書
き
込
み
が
殺
到
し
、
「
炎
上
」

に
至
っ
た
。

横
塚
晃
一
氏
（
横
田
弘
と
並
ん
で
「
青

い
芝
」
を
牽
引
し
た
人
物
）
は
バ
ス
ジ
ャ
ッ

ク
を
通
し
て
「
発
想
の
転
換
」
を
求
め

て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
い
か
に
容
易

な
ら
ざ
る
こ
と
か
を
肌
身
で
感
じ
る
契

機
と
な
っ
た
。

ぜ
ひ
直
接
荒
井
さ
ん
の
文
章
に
触
れ

て
、
こ
の
半
世
紀
の
変
化
と
変
わ
ら
な

い
も
の
に
つ
い
て
、
ま
た
自
分
は
社
会

の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
、
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
願
う
。

（
筑
摩
書
房
刊
、
二
〇
二
〇
年
、
八
四
〇
円

＋
税
）

一
、
現
在
の
崇
仁
と
東
九
条
か
ら
み
え

る
風
景
の
中
身

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

―
19
が
世
界
的
に
流
行
す
る
以
前
、
二

〇
二
〇
年
二
月
頃
ま
で
世
界
中
か
ら
の

多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
た
京
都

駅
の
北
西
側
に
崇
仁
地
域
が
あ
る
。
そ

し
て
、
駅
の
南
側
に
は
東
九
条
地
域
が

広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
両
地
域
は
Ｊ
Ｒ

線
を
挟
ん
で
隣
接
し
て
い
る
。
一
方
は
、

被
差
別
部
落
地
域
で
あ
り
、
そ
し
て
一

方
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
が
集
住
す
る
地

域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
差

別
を
受
け
て
き
た
（
も
し
く
は
、
受
け
て

い
る
）
多
く
の
人
々
が
生
活
す
る
両
地
域

は
高
齢
化
が
進
み
、
急
激
に
人
口
が
減

少
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
新
た
に
建

設
さ
れ
た
公
営
住
宅
や
、
本
書
で
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
下
京
い
き
い
き
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー
、
京
都
市
地
域
・
多
文
化

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
な
ど
の

公
共
施
設
、
さ
ら
に
、
観
光
客
増
に
よ

る
集
客
を
見
込
ん
だ
ホ
テ
ル
や
宿
泊
施

設
な
ど
比
較
的
新
し
い
建
物
が
多
い
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

街
並
み
は
お
そ
ら
く
こ
こ
一
〇
年
間
に

急
激
に
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ

て
両
地
域
と
そ
の
周
辺
は
、
都
市
下
層

社
会
で
あ
り
、
「
不
良
住
宅
地
区
」
、

「
ス
ラ
ム
」
、
「
不
法
占
拠
地
域
」
だ

と
考
え
ら
れ
、
そ
う
呼
ば
れ
て
も
い
た
。

現
在
、
多
く
の
公
営
住
宅
や
公
共
施
設

が
で
き
た
の
は
、
両
地
域
に
お
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
住
民
運
動
が
展
開
さ
れ
、
行

政
権
力
と
の
交
渉
と
せ
め
ぎ
合
い
を
重

ね
た
こ
と
の
結
果
に
よ
る
も
の
が
多
い
。

街
並
み
や
建
物
だ
け
を
見
る
と
こ
の

「
交
渉
と
せ
め
ぎ
合
い
」
の
過
程
は
み

え
て
こ
な
い
。
本
書
の
争
点
は
ま
さ
に

そ
の
「
交
渉
と
せ
め
ぎ
合
い
」
の
詳
細

な
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
本
書
は
、
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地
域
に
住
む
「
被
差
別
部
落
民
」
と

「
非
被
差
別
部
落
民
」
、
「
在
日
」
の

・
当
事
者
住
民
、
外
部
か
ら
来
た
学
生
・

活
動
者
、
研
究
者
が
、
地
域
の
生
活
状

況
を
改
善
改
良
す
る
た
め
に
参
画
し
て

い
る
住
民
運
動
と
行
政
権
力
と
の
交
渉

に
よ
っ
て
形
成
し
た
主
体
に
注
目
し
て

い
る
。
こ
の
主
体
は
盤
石
な
も
の
で
は

な
い
。
本
書
で
は
、
住
民
運
動
は
社
会

構
造
、
政
策
・
制
度
、
意
識
／
相
互
行

為
に
よ
る
差
別
の
再
生
産
・
固
定
化
に

対
し
て
、
是
正
と
解
体
を
求
め
つ
つ
、

時
に
は
、
「
部
落
」
や
「
在
日
」
、
外

部
か
ら
の
活
動
者
、
研
究
者
と
い
う
運

動
す
る
個
々
人
の
属
性
、
個
々
そ
れ
ぞ

れ
が
帰
属
す
る
運
動
体
や
組
織
、
グ
ル
ー

プ
な
ど
カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
に
縛
ら
れ

な
が
ら
も
、
差
別
を
是
正
し
よ
う
と
す

る
実
践
と
共
同
性
の
構
築
に
照
準
を
合

わ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
筆
者
で
あ

る
山
本
崇
記
氏
（
以
下
、
山
本
）
自
身
が

長
年
、
崇
仁
・
東
九
条
両
地
域
に
あ
る

複
数
の
団
体
に
深
く
関
わ
り
、
従
来
の

研
究
者
の
役
割
や
領
域
を
越
え
て
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
の
当
事
者
と
関
わ
っ
た
足

跡
で
あ
る
。
山
本
自
身
も
当
事
者
と
ま

で
言
え
な
く
と
も
、
す
で
に
「
関
係
住

民
」
と
な
っ
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
山
本
の
学
術
的
な
成
果
で
あ

る
が
、
山
本
の
存
在
そ
の
も
の
は
崇
仁
・

東
九
条
両
地
域
に
お
い
て
は
学
術
成
果

以
上
の
も
の
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
な
ぜ
、
本
書
の
紹
介
者

で
あ
る
私
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
え

る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
私
自
身
も
山

本
が
行
っ
て
い
る
両
地
域
で
の
研
究
・

活
動
を
通
じ
て
、
わ
ず
か
で
あ
る
が
東

九
条
地
域
に
関
わ
っ
た
経
験
を
も
つ
か

ら
で
あ
る
。
私
は
、
三
章
（
二
章
と
八
章

の
一
部
で
も
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
系
社
会
福
祉
法
人
・

「
希
望
の
家
」
が
京
都
市
の
指
定
管
理

事
業
と
し
て
運
営
す
る
京
都
市
地
域
・

多
文
化
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

に
出
入
り
し
て
い
る
。
こ
の
経
緯
を
書

い
て
よ
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
ま

た
、
余
談
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
手

短
に
説
明
し
よ
う
。
二
〇
一
二
年
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
を
拠
点
と
し
て
活
動
す

る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
グ
ル
ー
プ
が
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
の
活
動
登
録
団
体
に

な
る
こ
と
を
す
す
め
て
ほ
し
い
と
い
う

話
が
山
本
か
ら
あ
っ
た
。
私
は
山
本
と

同
じ
大
学
院
の
院
生
仲
間
で
あ
り
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
グ
ル
ー
プ
と
長
く
関
わ
っ
て

き
た
文
化
人
類
学
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
移

民
の
研
究
者
で
あ
る
。
そ
の
時
、
私
は

す
ぐ
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
グ
ル
ー
プ
の
主

要
メ
ン
バ
ー
に
施
設
を
見
学
し
て
も
ら

う
よ
う
に
お
願
い
し
た
。
主
要
メ
ン
バ
ー

の
一
部
が
東
九
条
地
域
に
居
住
し
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
す
ぐ
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
サ
ロ
ン
へ
の
登
録
が
決
ま
っ
た
。
こ

れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
分
散
し
て
生

活
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
グ
ル
ー
プ
に
と
っ

て
、
あ
る
特
定
の
地
域
と
関
わ
り
を
作

る
と
い
う
点
で
画
期
的
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
本
書
の
文
脈
に
沿
っ
て
考
え
る
と
、

こ
の
こ
と
は
そ
の
多
く
が
カ
ト
リ
ッ
ク

の
信
徒
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を

拠
点
と
し
て
い
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
グ
ル
ー

プ
が
宗
教
的
な
つ
な
が
り
か
ら
カ
ト
リ
ッ

ク
系
の
社
会
福
祉
法
人
が
運
営
す
る
東

九
条
の
団
体
に
関
わ
っ
た
動
き
で
あ
る
。

三
章
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
希

望
の
家
は
、
部
外
者
と
い
う
立
場
か
ら

東
九
条
地
域
で
宣
教
活
動
を
控
え
る
よ

う
に
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と

若
干
の
「
逸
脱
」
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
グ
ル
ー
プ

が
東
九
条
を
活
動
拠
点
と
す
る
動
き
は

「
隣
保
事
業
」
の
後
継
と
し
て
、
在
日

コ
リ
ア
ン
集
住
地
域
で
の
「
都
市
下
層
」

対
策
の
新
し
い
視
点
で
あ
る
「
地
域
・

多
文
化
交
流
」
と
い
う
視
点
に
相
乗
し

た
動
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
逸
脱
」
と
「
相

乗
」
の
お
か
げ
で
、
後
に
な
っ
て
、
東

九
条
地
域
に
も
一
定
数
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
住
民
が
い
る
こ
と
が
み
え
て
き
た
。

さ
て
、
本
題
に
も
ど
る
。
私
は
本
書

に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
中
心
と
し

な
が
ら
も
、
私
も
山
本
の
活
動
に
巻
き

込
ま
れ
る
形
で
東
九
条
地
域
に
わ
ず
か

な
が
ら
関
わ
っ
た
経
験
も
考
慮
し
、
な

か
で
も
、
よ
そ
者
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属

性
に
縛
ら
れ
な
が
ら
も
、
差
別
を
是
正

し
よ
う
と
す
る
実
践
に
関
わ
る
意
味
に

つ
い
て
考
え
な
が
ら
、
本
書
の
意
義
を

紹
介
し
た
い
。

二
、
崇
仁
・
東
九
条
地
域
に
お
け
る
住

民
主
体
の
現
在

本
書
で
の
研
究
に
お
け
る
特
質
的
な

点
は
、
部
落
、
在
日
朝
鮮
人
、
共
産
主

義
、
キ
リ
ス
ト
教
、
地
域
住
民
、
よ
そ

者
、
そ
し
て
、
研
究
者
な
ど
の
人
び
と

が
参
画
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
主
張
を

も
っ
た
社
会
運
動
が
、
崇
仁
・
東
九
条

両
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
差
別
さ
れ
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
に
完
全
に
縛
ら
れ

る
わ
け
で
も
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
か
ら
離
れ
、
個
々
人

が
ば
ら
ば
ら
に
個
人
行
動
を
行
う
こ
と

や
、
ま
っ
た
く
新
し
い
運
動
を
立
ち
上

げ
る
わ
け
で
も
な
い
。
行
政
権
力
と
の

交
渉
や
対
峙
先
と
な
る
主
要
な
社
会
運

動
体
が
移
り
変
わ
り
な
が
ら
も
反
差
別

を
指
向
す
る
実
践
を
展
開
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
筆
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
の
社
会
運
動
の
過
程
に
お
い

て
、
差
別
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属
性

に
縛
ら
れ
ず
、
抜
け
出
る
個
々
人
の

「
被
／
差
別
体
験
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
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焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
は
本

書
に
お
い
て
、
そ
れ
を
行
わ
ず
、
「
カ

テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
」
化
さ
れ
た
運
動
体

の
再
生
産
過
程
が
行
政
権
力
と
の
交
渉

過
程
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
大
き
な

意
義
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
紙
面
の
関

係
上
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
崇
仁
・
東
九
条
両
地
域

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
運
動
体
の
変

容
と
行
政
権
力
の
交
渉
過
程
が
あ
っ
た

の
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

地
域
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を

本
書
の
内
容
に
沿
っ
て
説
明
し
た
い
。

第
Ⅰ
部
１
章
と
２
章
に
お
い
て
、
一

九
五
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で

の
崇
仁
・
東
九
条
両
地
域
に
つ
い
て
の

変
遷
・
歴
史
的
背
景
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
同
和
地
区
と
ス
ラ
ム
の
形
成
、

特
に
「
同
和
地
区
」
で
あ
っ
た
崇
仁
地

域
と
そ
う
で
は
な
い
東
九
条
地
域
で
は

在
日
コ
リ
ア
ン
と
被
差
別
部
落
出
身
者
、

ま
た
外
部
か
ら
の
下
層
民
の
定
着
な
ど

混
住
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
、

東
九
条
地
域
に
お
い
て
「
部
落
」
と

「
在
日
」
の
人
々
が
混
住
す
る
な
か
で
、

住
民
主
体
の
運
動
が
「
部
落
」
、
「
在

日
」
双
方
の
青
年
た
ち
の
運
動
に
よ
っ

て
、
民
族
性
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
「
住

民
性
」
を
強
調
し
、
行
政
権
力
と
対
峙

し
て
い
っ
た
状
況
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
動
き
は
、
の
ち
に
「
不
法
占
拠
地

域
」
と
呼
ば
れ
た
場
所
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
維
持
し
た
ま
ま
住
宅
が
建
設
さ
れ
る

と
い
う
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

３
章
で
は
主
に
、
東
九
条
地
域
に
お

い
て
、
よ
そ
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
者

が
中
心
と
な
っ
て
社
会
福
祉
事
業
の
観

点
か
ら
、
運
動
を
展
開
し
た
カ
ト
リ
ッ

ク
系
社
会
福
祉
施
設
「
希
望
の
家
」
の

活
動
を
中
心
と
し
た
住
民
主
体
形
成
に

つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
「
希
望
の

家
」
は
、
当
初
は
、
よ
そ
者
な
が
ら
も

地
域
に
緊
張
を
も
た
ら
す
宣
教
を
あ
え

て
控
え
、
社
会
福
祉
活
動
の
実
践
を
意

識
し
た
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
そ
れ

は
、
状
況
や
方
法
で
は
異
な
る
も
の
の
、

川
崎
市
の
社
会
福
祉
法
人
「
青
丘
社
」

と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
住

民
の
中
か
ら
は
、
外
部
の
学
生
活
動
者

な
ど
の
参
画
が
地
域
を
「
モ
ル
モ
ッ
ト

扱
い
」
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
り

な
が
ら
も
、
よ
そ
者
で
は
収
ま
ら
な
い

反
差
別
活
動
と
社
会
発
展
の
地
域
化
を

形
成
し
た
。
山
本
の
検
討
に
補
足
す
る

と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

に
よ
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
運
動
の
要

素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

４
章
で
は
、
「
不
法
占
拠
地
域
」
と

考
え
ら
れ
て
き
た
「
松
ノ
木
町
四
〇
番

地
」
の
事
例
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い

る
。
住
民
の
大
半
が
在
日
コ
リ
ア
ン
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
民
族
性
を
意
識
し

た
反
差
別
と
し
て
の
運
動
と
住
民
性
を

前
面
に
出
し
た
生
活
環
境
改
善
の
達
成

の
た
め
の
運
動
と
い
う
双
方
の
側
面
が

ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら
も
、
時
に
は
一

方
、
時
に
は
双
方
を
強
調
す
る
動
き
が

展
開
さ
れ
る
住
民
運
動
の
模
様
、
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
作
ら
れ
る
「
共
同
性
」
が

描
か
れ
て
い
る
。

５
章
で
は
、
東
九
条
に
お
け
る
「
部

落
」
と
「
在
日
」
の
混
住
と
総
合
セ
ツ

ル
メ
ン
ト
と
し
て
の
福
祉
、
教
育
、
文

化
の
充
実
の
た
め
「
希
望
の
家
」
が
社

会
福
祉
法
人
化
さ
れ
た
以
降
の
動
き
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
住
民
、
自
治
会
、

キ
リ
ス
ト
者
、
青
年
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま

な
錯
綜
、
対
立
、
離
合
集
散
状
態
を
経

な
が
ら
も
、
運
動
の
骨
格
を
構
築
し
て

い
く
様
子
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
山
本
が
言
う
と

こ
ろ
の
「
住
民
主
体
」
で
あ
ろ
う
。
私

は
こ
の
動
き
が
現
在
の
「
地
域
・
多
文

化
交
流
」
の
動
き
に
つ
な
が
る
葛
藤
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
６
章
で
は
、
行
政
が
同
和
行

政
に
同
和
地
区
／
非
同
和
地
区
、
同
和

地
区
住
民
／
非
同
和
地
区
住
民
と
い
う

分
断
的
な
政
策
、
属
地
・
属
人
の
執
行

基
準
を
持
ち
込
み
、
結
果
と
し
て
、
住

民
を
分
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
社
会
運
動
の
一
部

が
こ
の
よ
う
な
基
準
の
画
一
化
に
加
担

し
た
側
面
も
あ
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は

一
定
の
「
逸
脱
」
が
み
ら
れ
た
こ
と
や
、

別
途
の
施
策
を
模
索
す
る
実
践
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

７
章
で
は
、
権
力
が
「
ポ
ス
ト
」
同

和
行
政
を
意
識
し
、
同
和
地
区
の
住
民

と
部
落
解
放
団
体
の
要
求
と
相
い
れ
な

い
際
に
持
ち
出
さ
れ
る
、
住
民
の
自
立

と
行
政
の
主
体
性
の
確
保
と
い
う
論
理

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
施
策
の
廃
止
・
撤

退
の
過
程
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
崇
仁

地
域
周
辺
で
は
そ
れ
が
「
隣
保
館
」
の

撤
退
と
、
「
同
和
地
区
」
と
い
う
歴
史

性
の
継
承
を
無
視
し
た
形
で
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
者
選
定
に

み
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

８
章
で
は
、
同
和
行
政
に
よ
る
隣
保

事
業
の
廃
止
後
の
後
継
政
策
と
し
て
の

「
多
文
化
共
生
」
事
業
の
経
緯
に
つ
い

て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
東
九
条
地
域
で

は
、
「
希
望
の
家
」
が
京
都
市
の
指
定

管
理
者
制
度
に
よ
り
運
営
す
る
「
京
都

市
地
域
・
多
文
化
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

セ
ン
タ
ー
」
が
、
崇
仁
地
域
で
は
、
隣

保
館
の
廃
止
後
、
市
民
活
動
の
拠
点
と

し
て
「
い
き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
。
東
九
条
・

崇
仁
両
地
域
で
の
事
業
は
単
な
る
地
域

の
社
会
福
祉
活
動
で
は
な
く
、
「
多
文

化
」
の
中
に
は
、
地
域
の
被
差
別
の
経

験
を
歴
史
の
大
部
分
と
し
て
継
承
し
、
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絶
や
す
こ
と
な
く
「
総
合
セ
ツ
ル
メ
ン

ト
」
を
意
識
し
た
文
化
的
増
進
事
業
を

推
進
す
る
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

９
章
で
は
、
崇
仁
地
域
の
動
き
が
焦

点
化
さ
れ
、
行
政
が
推
進
す
る
地
域
の

町
内
会
・
自
治
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民
団

体
な
ど
を
巻
き
込
ん
で
実
施
す
る
「
エ

リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
方
法
が

や
や
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
山

本
は
、
「
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の

視
点
に
立
ち
、
地
域
内
で
行
わ
れ
る
新

た
な
公
共
施
設
の
設
置
、
柳
原
記
念
銀

行
資
料
館
の
運
営
、
資
料
館
で
開
催
さ

れ
る
地
域
企
画
や
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

の
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
る
際
、
そ
の

動
向
が
住
民
主
体
を
損
ね
な
い
よ
う
に

注
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
て
い

る
。
「
被
差
別
部
落
」
の
歴
史
を
消
し

去
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
歴
史
性
を

継
承
す
る
ま
ち
づ
く
り
こ
そ
が
崇
仁
地

域
の
あ
る
べ
き
住
民
主
体
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
て
い
る
。

以
上
が
、
本
書
に
お
け
る
崇
仁
・
東

九
条
両
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
差

別
と
住
民
主
体
の
〈
京
都
論
〉
」
と
い

う
べ
き
中
身
で
あ
る
。

三
、
既
存
の
社
会
運
動
を
刷
新
す
る
よ

そ
者
？
＝
研
究
者

そ
れ
で
は
、
崇
仁
・
東
九
条
両
地
域

に
お
い
て
、
よ
そ
者
で
あ
る
「
研
究
者
」

が
カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
に
縛
ら
れ
な
が

ら
も
、
差
別
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
実

践
、
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
み
え
る
地

域
づ
く
り
に
関
わ
る
意
味
に
つ
い
て
考

え
た
い
。
山
本
は
主
に
、
序
章
、
終
章

で
社
会
学
に
お
け
る
「
研
究
者
」
の
位

置
に
関
す
る
当
該
議
論
の
変
遷
を
踏
ま

え
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の

す
べ
て
の
読
者
が
必
ず
し
も
研
究
者
で

は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
社
会
学
や

学
術
的
な
視
点
を
重
視
し
つ
つ
も
、
や

や
「
逸
脱
」
し
た
話
を
し
た
い
。

東
九
条
・
崇
仁
両
地
域
に
関
わ
る
非

住
民
の
「
研
究
者
」
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
さ

れ
る
だ
ろ
う
大
学
教
員
、
大
学
院
生
、

大
学
生
は
非
常
に
多
い
。
私
自
身
の
こ

と
を
棚
に
上
げ
る
と
多
す
ぎ
る
と
言
っ

て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
両
地
域
で
何
か

祭
り
や
地
域
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、

会
場
に
行
く
と
必
ず
多
く
の
「
研
究
者
」

を
み
か
け
る
。

そ
し
て
、
多
く
の
論
文
、
レ
ポ
ー
ト

が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
住
民

運
動
や
主
体
形
成
、
社
会
福
祉
活
動
の

推
進
、
ま
ち
づ
く
り
に
「
役
立
つ
」
場

合
も
あ
る
し
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
も

あ
る
。
ま
た
、
地
域
内
の
人
間
関
係
の

潤
滑
油
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
重
宝
さ

れ
る
「
研
究
者
」
が
い
る
の
も
事
実
で

あ
る
。
私
自
身
も
こ
の
点
は
ま
っ
た
く

大
き
な
こ
と
は
言
え
ず
、
批
判
す
る
立

場
で
は
な
い
。
し
か
し
、
地
域
へ
の
関

わ
り
方
の
度
合
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々

人
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
も
の
の
、
研
究
者

の
活
動
範
囲
や
関
わ
り
方
に
は
常
に
地

域
に
住
む
人
々
の
視
線
が
そ
そ
が
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
地
域
の
人
々
は
「
研

究
者
」
を
「
頼
り
に
な
る
人
」
、
「
肝

心
な
と
き
に
い
な
い
人
」
な
ど
と
み
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
山
本
は
彼
自
身

の
活
動
が
一
部
の
研
究
者
か
ら
み
る
と

フ
ィ
ー
ル
ド
に
深
入
り
し
過
ぎ
て
い
る

と
映
る
と
い
う
自
己
分
析
を
行
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
私
は
む
し
ろ
、
深
入
り

は
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
崇
仁
・
東
九
条
地

域
に
お
い
て
、
住
民
た
ち
が
「
部
落
」
、

「
在
日
」
ま
た
そ
れ
以
外
の
存
在
と
し

て
カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
に
縛
ら
れ
な
が

ら
も
時
に
ひ
と
つ
の
住
民
運
動
に
参
加

し
た
り
、
同
時
に
複
数
の
団
体
に
関
わ
っ

た
り
、
運
動
体
を
渡
り
歩
い
た
り
、
離

合
集
散
し
た
り
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り

返
し
な
が
ら
行
政
権
力
と
や
り
合
う
住

民
主
体
を
形
成
し
て
い
る
。
私
は
、
山

本
が
実
践
し
た
関
係
す
る
時
期
を
変
え

な
が
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
に
関
与
す

る
姿
勢
は
、
住
民
が
行
う
運
動
体
間
の

往
来
や
、
同
時
に
複
数
と
関
わ
り
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
を
模
倣
し

て
い
る
よ
う
な
動
き
で
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
住
民
運
動
の
エ
ス
ノ

グ
ラ
フ
ィ
の
作
成
に
は
こ
の
よ
う
な
動

き
が
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
山
本
が
実

践
し
た
よ
う
な
、
時
に
「
研
究
者
」
、

「
活
動
家
」
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
／
支
援

者
」
と
い
う
複
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属

性
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
決
し
て
フ
ィ
ー

ル
ド
に
深
入
り
す
る
「
オ
ー
バ
ー
ラ
ポ
ー

ル
」
で
は
な
い
。
い
や
む
し
ろ
「
オ
ー

バ
ー
ラ
ポ
ー
ル
」
な
研
究
・
実
践
が
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
山
本
が
論
じ
る

よ
う
に
、
各
層
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な

認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
の
検
証
や
、

あ
る
紛
争
や
係
争
課
題
が
一
端
終
息
を

迎
え
た
あ
と
、
「
研
究
者
」
自
身
の
関

わ
り
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の

か
な
ど
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
研
究
者
」
自
身
が
現
場
で
複
数
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
を
完
全
に
固
定
化
・

相
対
化
せ
ず
、
常
に
住
民
と
共
に
で
は

な
い
に
し
て
も
、
住
民
の
動
き
を
模
倣

す
る
か
の
よ
う
に
動
い
て
こ
そ
は
じ
め

て
、
行
政
権
力
と
交
渉
し
て
き
た
主
体

そ
の
も
の
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
差
別
の
住
民
運
動
に
お
け

る
主
体
形
成
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
／
属
性
に
縛
ら
れ
な
が
ら
、

す
べ
て
を
破
壊
し
、
刷
新
す
る
の
で
は

な
く
、
既
存
の
運
動
の
中
で
、
右
往
左

往
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
主

体
が
必
ず
あ
る
。
そ
う
確
信
さ
せ
て
く

れ
る
一
冊
で
あ
る
。

（
晃
洋
書
房
刊
、
二
〇
二
〇
年
、
四
二
〇
〇
円
＋
税
）
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特集 世界のなかの部落問題 近現代史

水平社と衡平社 連帯への試練 八箇亮仁／部落出身者の

ハワイ・北米移民 友常勉／松本治一郎と中国・アジア

森山沾一／ガンディーの思想と西光万吉の和栄政策 加

藤昌彦

本の紹介

竹内渉『戦後アイヌ民族活動史』 岡和田晃／豊里友行

『おきなわ 辺野古の貌―今を撮る 豊里友行フォト・ア

イ』 川瀬俊治／ナナ・クワメ・アジェイ＝ブレニヤー

著，押野素子訳『フライデー・ブラック』 善野烺

短大で人権同和教育を授業してみた 加藤陽一

大坂なおみさん「黒人虐殺」への怒り BLM運動に呼応す

るプロスポーツ選手 藤田正

もう一つの隔離 ハンセン病療養所附属保育所を生きて

1 「本妙寺部落」狩込みに遭う 福岡安則

春告鳥は地を這う 戦後部落解放運動史の検証と再考 1

戦後部落解放運動の再建と水平社運動の継承 谷元昭信

部落解放 798（解放出版社刊，2020.12）：600円

特集 ＳＤＧｓと教育

本の紹介

善野烺『旅の序章』 佐伯一麦／黒川みどり・山田智

『評伝 竹内好―その思想と生涯』 手島一雄

デジタルアーカイブと部落史研究 矢野治世美

西成で学びあう 下 谷元摩矢，黒川優子

もう一つの隔離 ハンセン病療養所附属保育所を生きて

2 一歳のときに「湯之沢部落」解散 福岡安則

春告鳥は地を這う 戦後部落解放運動史の検証と再考 2

戦後民主改革をめぐる保革の激闘 谷元昭信

部落解放研究 213（部落解放・人権研究所刊，2020.11）：

2,000円

特集 部落差別解消推進法の具体化に向けた課題と可能性

法務省実態調査報告書の不十分点と結果から見えてきた

課題―差別事例調査とインターネット調査結果を中心に

― 北口末広／部落差別事象の現状把握と対応をめぐる

諸課題 内田龍史・妻木進吾・齋藤直子／「ネット上の

差別書き込みのモニタリング削除依頼の実施状況につい

てのアンケート調査報告」を差別解消への政策につなげ

る 松村元樹／差別解消の視点をもった地域共生社会実

現に向けた隣保館の活用 川口寿弘

衡平社社則第四条をめぐって 渡辺俊雄

中世におけるユダヤ人・「ジプシー」・河原者をめぐる

「特権」言説 竹沢泰子

第一次部落解放教育計画において提示された「反差別の

論理」の必然性―日本教職員組合教育制度検討委員会報

告批判という文脈に着目して 板山勝樹

コミュニティ・オーガナイジングによる社会変革の共創

―高槻富田地区子どもの居場所づくりの取り組み― 岡

本工介

資料解説 「全国部落調査・復刻版」出版差し止め裁判

に対する内田「意見書」 内田龍史

部落解放研究 27（広島部落解放研究所刊，2020.12）：

2,000円

すべての子どもに豊かな教育と進路を保障するために―

広島県「子供の生活に関する実態調査」から見える課題

山下真澄

スクラムユニオン・ひろしまの歩みから 土屋信三

外国人労働者の現場からの報告 小松公寛

性の多様性の認めらる社会に向けて―人権と社会意識の

狭間で 河口和也

方法としての「朝鮮」―森崎和江におけるインターセク

ショナリティ 松井理恵

朝鮮戦争と２つの家族―個人の歴史的経験と意識の変容

安錦珠

「是旃（栴）陀羅」解釈に関する備後教区方法論の問題

1 沖和史

福山市のモニタリング事業と啓発活動―インターネット

による人権侵害に対する取組について 高橋雅和

部落解放研究くまもと 80（熊本県部落解放研究会刊，

2020.11）

特集 感染症と差別

感染症、洋の東西とその歴史―新型コロナによせて 花

田昌宣／新型コロナウイルス感染症と人権 矢野治世美

河原巻物との出会い 吉田文男

部落史研究 5（全国部落史研究会刊，2020.3）：2,000円

特集 第25回全国部落史研究大会

全体会 パネルディスカッション 情報化社会と部落史研

究の課題―人名、地名、絵図などの公開にふれて 鈴木

英生・花井十伍・廣岡浄進・割石忠典

前近代史分科会

長宗我部検地帳に見る赤岡浦坂者とその後の生業 宇賀

平／近世初期検地と被差別民―「肥後国検地諸帳」を手

掛かりに 矢野治世美

近現代史分科会

高度経済成長と被差別部落における生活実態の変化 石

元清英／コメント 高度経済成長期への胎動―1950年代

の部落問題 渡辺俊雄

資料 長谷川豊氏の発言問題についての総会決議 全国部

落史研究会

戦後の静岡県における被差別部落―同和対策事業特別措

置法制定まで 篠原那由多

全国部落史研究会会員 著書・論文等目録（2019年1月～

2019年12月）

各地研究所（会）紀要などの紹介（2019年1月～12月）

むこうにみえるは ウェーブ21通信 19（人権ネット

ワーク・ウェーブ21刊，2020.11）

国勢調査小地域集計から見る改進地区 3 妻木進吾

ルシファー 23（水平社博物館刊，2020.10.31）：500円

公開講座報告

全国水平社創立宣言の歴史的意義 朝治武／西光万吉と

和栄政策―日本最初の国際平和貢献政策 加藤昌彦

和歌山研究所通信 71（和歌山人権研究所刊，2021.1）

ＢＬＭ運動に連帯するために 小笠原正仁

2021年1月25日
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渡辺正恵

在日朝鮮人運動史研究会編『在日朝鮮人史研究』総目次

（第1号～第50号） 平田賢一

人権と部落問題 941（部落問題研究所刊，2020.11）：

600円

特集 コロナ禍が浮き彫りにした日本の教育

コロナ禍と差別問題 藤原辰史

ごった煮人生をふり返って 28 卒業論文と修士論文を巡っ

て 成澤榮壽

人権と部落問題 942（部落問題研究所刊，2020.12）：

600円

特集 法務省「部落差別の実態に係る調査結果」の検証

日本学術会議新期会員の任命拒否について（声明） 部

落問題研究所理事会・研究委員会

本棚 北大開示文書研究会編『アイヌの権利とは何か』

殿平善彦

文芸の散歩道 高山羽根子『首里の馬』 松井浩

ごった煮人生をふり返って 29 院生から高校教員に 成

澤榮壽

振興会通信 154（同和教育振興会刊，2020.9）

同朋運動史の窓 60 左右田昌幸

振興会通信 155（同和教育振興会刊，2020.11）

同朋運動史の窓 61 左右田昌幸

月刊スティグマ 291（千葉県人権センター刊，2020.1

0）：500円

特集 同和教育で学んだことを教室で返す

月刊スティグマ 292（千葉県人権センター刊，2020.1

1）：500円

特集 「福田村事件」が現代に問いかけるもの

月刊スティグマ 293（千葉県人権センター刊，2020.1

2）：500円

差別とは何か、偏見とは何か その1―ハンセン病家族訴

訟にかかわって― 福岡安則

月刊地域と人権 438（全国地域人権運動総連合刊，20

20.10）

法務省「推進法」6条調査 「解同」に忖度の「差別意識」

実態調査 調査結果は部落問題の解消示す 植山光朗

部落差別の実態に係る調査結果報告書について私見 吉

岡昇

月刊地域と人権 439（全国地域人権運動総連合刊，20

20.11）

水平社創立百周年を部落問題解消のゴールに 1 新しい

「差別意識」解消は法・条例より、人権を本音で語れる

地域づくりで 植山光朗

月刊地域と人権 440（全国地域人権運動総連合刊，20

20.12）

全国水平社創立100周年 部落解放運動100年の歴史 1 丹

波正史

地域と人権京都 822（京都地域人権運動連合会刊，20

20.10.1）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 9 川部昇

地域と人権京都 823（京都地域人権運動連合会刊，20

20.10.15）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 10 川部昇

地域と人権京都 824（京都地域人権運動連合会刊，20

20.11.1）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 11 川部昇

地域と人権京都 825（京都地域人権運動連合会刊，20

20.11.15）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 12 川部昇

地域と人権京都 826（京都地域人権運動連合会刊，20

20.12.1）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 13 川部昇

地域と人権京都 827（京都地域人権運動連合会刊，20

20.12.15）：150円

戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革 14 川部昇

であい 702（全国人権教育研究協議会刊，2020.9）：1

60円

人権文化を拓く 274 “台所”で人権文化を耕しません

か？ 富田富士也

であい 703（全国人権教育研究協議会刊，2020.10）：

160円

ハンセン病と新型コロナウイルス 小川秀幸

日本の公立学校で働く外国籍教員について～共に子ども

たちと向き合うために～ 1 古川正博

人権文化を拓く 275 夜間中学が切り拓いてきた人権文

化を継承するために 江口怜

であい 704（全国人権教育研究協議会刊，2020.11）：

160円

差別が根差す社会に生きるすべての人が「当事者」であ

る～「水平社」がめざす「人類最高の完成」に向かって

～ 松村元樹

日本の公立学校で働く外国籍教員について～共に子ども

たちと向き合うために～ 2 古川正博

人権文化を拓く 276 「私は差別に反対する」の意思表

明を！ 木村元彦

日本史研究 698（日本史研究会刊，2020.10）：750円

書評 村上紀夫著『近世京都寺社の文化史』 石津裕之

ヒューマンライツ 391（部落解放・人権研究所刊，20

20.10）：500円

特集 パワハラ防止法―事業主に課せられた義務とは

ヒューマンライツ 392（部落解放・人権研究所刊，20

20.11）：500円

特集 教育現場におけるこれからの人権教育―佐賀県の

取り組みから

ヒューマンライツ 393（部落解放・人権研究所刊，20

20.12）：500円

特集 部落差別解消の取り組みをどう進めるか

部落解放 796（解放出版社刊，2020.10）：1,000円

特集 解放教育 学校を変える被差別マイノリティの子ど

もたち 7

部落解放 797（解放出版社刊，2020.11）：600円
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品川支部結成から47年のあゆみ 高橋篤子

解放新聞東京版 994（解放新聞社東京支局刊，2020.1

2.15）：95円

私と荒川支部女性部 差別に立ち向かう強さと明るさに

溢れた姿を見てきた 小野崎佳代

解放新聞奈良県版 1136（解放新聞社奈良支局刊，202

0.11.25）：50円

「両側から超える」部落解放運動とは 1 伊藤満

解放新聞奈良県版 1137（解放新聞社奈良支局刊，202

0.12.10）：50円

「両側から超える」部落解放運動とは 2 伊藤満

解放新聞奈良県版 1138（解放新聞社奈良支局刊，202

0.12.25）：50円

「両側から超える」部落解放運動とは 3 伊藤満

解放新聞広島県版 2364（解放新聞社広島支局刊，202

0.9.25）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 10

解放新聞広島県版 2365（解放新聞社広島支局刊，202

0.10.5）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 11

解放新聞広島県版 2366（解放新聞社広島支局刊，202

0.10.15）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 12

解放新聞広島県版 2367（解放新聞社広島支局刊，202

0.10.25）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 13

解放新聞広島県版 2368（解放新聞社広島支局刊，202

0.11.5）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 14

解放新聞広島県版 2369（解放新聞社広島支局刊，202

0.11.15）

小森龍邦─『わが闘魂の半生』 15

語る・かたる・トーク 308（横浜国際人権センター刊，

2020.10）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「写真に写るカレン」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 309（横浜国際人権センター刊，

2020.11）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「ミナコの本音」 吉成タダシ

カトリック大阪教会管区部落差別人権活動センター

たより 57（カトリック大阪教会管区部落差別人権活動

センター刊，2020.10）

コロナ禍と日本社会の差別構造に関する一考察 谷元昭信

かわとはきもの 193（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2020.9）

靴の歴史散歩 138 稲川實

皮革関連統計資料

関西大学人権問題研究室紀要 80（関西大学人権問題

研究室刊，2020.10）

公開シンポジウム スポーツとジェンダー～「男らしさ」

の競技場と性／別～

オリンピックニュースとジェンダー 日本の報道傾向と

新たなコミュニケーションの構築に向けて 小林直美／

サーフィンのオリンピック種目化がもたらす意義と課題

水野英莉／スポーツにおける公平性と多様な性 IAAFに

よるDSD規定に関して 松下千雅子

高い敏感性をもつ人（Highly Sensitive Person）と敏

感肌 串崎真志

大阪渡辺村の発生期について―歴史研究への絵画史料の

使用意義に触れつつ― 上杉聰

関西学院大学人権研究 24（関西学院大学人権教育研

究室刊，2020.3）

学生YMCAハンセン病療養所訪問プログラム50年史の研究

―若者のボランティア行動がひらくライフストーリー―

岩坂二規

日本語指導が必要な外国人生徒への進路支援と課題―兵

庫県の公立高校入試の外国人特別枠制度と帰国生推薦入

試― 辻本久夫

2019年度人権教育研究室研究部会主催・公開研究会報告

―日常生活を脅かす人権侵害に抗って― 阿部潔

難民問題への本学の取り組み―2019年度― 打樋啓史

第7回関学レインボーウィークを中心とした関西学院に

おける多様性尊重の取り組み：Kwansei Grand Challeng

e2039にむけて 武田丈，織田佳晃

京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信

35（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊，20

20.10）

接しなくても心が通う交流で縁をつなげたい 南珣賢

「東九条の語り部たち」朴実さん青年期編

グローブ 103（世界人権問題研究センター刊，2020.10）

京都市中央卸売市場と崇仁 奥山典子

テラスのような大学を目指して～2023年度、京都の玄関

口・京都駅の東部エリアへ移転～ 赤松玉女

ＫＧ人権ブックレット 26（関西学院大学人権教育研

究室刊，2020.3）

自分らしくいきる～多様性を認めていく中から生まれる

フルインクルージョン～ 玉木幸則

「未開の知」に触れる―2020東京オリパラを迎える前に

― 広瀬浩二郎

原発事故後を共に生きる 石塚裕子，志賀徳子

国際人権ひろば 154（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2020.11）：350円

特集 ジェンダー平等はどこまで達成？～北京女性会議2

5年に寄せて

在日朝鮮人史研究 50（在日朝鮮人運動史研究会編，2

020.10）：2,400円

鄭泰重の生涯と活動―1930年代京都における活動を中心

に 水野直樹

取調記録を通じてたどる「2.8独立宣言」への道程 宮本

正明

宝塚韓国小学校 残された記録から―1957年度史料紹介

2021年1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～水曜日・金曜日・第２・４土曜日 10時～17時（祝日・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 827（長島愛生園刊，2020.10）
コロナ禍に思う事 2 感染症でゼロリスクを追及する弊

害、ハンセン病の歴史を繰り返さないために何を教訓と

するか 山本典良

コロナウィルス流行の陰に 尾崎元昭

明日を拓く 125（東日本部落解放研究所刊，2020.9）：

1,000円

特集 アイヌ施策推進法と首都圏のアイヌ民族

明日を拓く 126（東日本部落解放研究所刊，2020.10）：

1,000円

特集 中央大学生、皮革のまちを訪ねる

IMADR通信 204（反差別国際運動刊，2020.11）

特集 コロナ・パンデミックと制度的差別

現代の部落差別を支える「制度」とは何か 川﨑那恵

ウィングスきょうと 160（京都市男女共同参画推進協

会刊，2020.10）

図書情報室新刊案内

うぃめん メディアで働く女性ネットワーク編著『マス

コミ・セクハラ白書』／CCCメディアハウス編刊『PEN

ペンno.497 2020 いまこそ、「ジェンダー」の話をしよ

う。』

ウィングスきょうと 161（京都市男女共同参画推進協

会刊，2020.12）

図書情報室新刊案内

東谷由香著『働き方改革で伸びる女性 つぶれる女性』

／清田隆之著『さよなら、俺たち』

解放新聞 2969（解放新聞社刊，2020.10.25）：115円

本の紹介 大阪府・大阪府済生会ハンセン病回復者支援

センター・ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会編

著『いのちの輝き ハンセン病療養所退所者の体験記』

解放新聞 2971（解放新聞社刊，2020.11.15）：115円

部落解放運動と文学表現活動の可能性と希望 善野烺

解放新聞 2972（解放新聞社刊，2020.11.25）：115円

リバティセミナー2020 大阪の中の沖縄を歩く

本の紹介 源淳子編著『いつまで続く「女人禁制」 排除

と差別の日本社会をたどる』 石元清英

解放新聞 2973（解放新聞社刊，2020.12.5）：115円

本の紹介 兵庫在日外国人人権協会刊『閉じ込められた

命―ハンセン病と朝鮮人差別』 福岡安則

解放新聞 2975（解放新聞社刊，2020.12.25）：115円

本の紹介 奥田均・高橋典男・土田光子著『暴露と曲解

部落ってどこ？』 谷川雅彦

解放新聞京都版 1193（解放新聞社京都支局刊，2020.

10.15）：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 2 橋本幸樹

解放新聞京都版 1194（解放新聞社京都支局刊，2020.

11.1）：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 3 橋本幸樹

解放新聞京都版 1195（解放新聞社京都支局刊，2020.

11.15）：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 4 橋本幸樹

解放新聞東京版 990（解放新聞社東京支局刊，2020.1

0.15）：95円

企業の社会的責任として部落差別をなくすために 2 水

野松男

解放新聞東京版 991（解放新聞社東京支局刊，2020.1

1.1）：95円

企業の社会的責任として部落差別をなくすために 3 水

野松男

皮革のまち木下川地区と墨田支部の歩み～1970年代を振

り返って～ 藤本忠義

解放新聞東京版 992（解放新聞社東京支局刊，2020.1

1.15）：95円

江東支部のあゆみ 差別への怒りを原点に部落解放運動

を展開 飯塚康浩

解放新聞東京版 993（解放新聞社東京支局刊，2020.1

2.1）：95円

収集逐次刊行物目次（2020年10月～12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」が無事に終了しました。3月末には講演録を発刊予定です。
ご希望の方は下記までご連絡下さい。


