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今
年
度
も
当
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
の

「
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続
講
座
（
全

六
回
）」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
今
回

は
、
第
一
回
（
六
月
十
六
日
）
と
第
二

回
（
六
月
三
十
日
）
の
講
演
の
要
旨
を
紹

介
し
ま
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
。

ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
州
出
身
日

系
四
世
の
エ
イ
ミ
ー
・
ツ
ジ
モ
ト
さ
ん

は
自
ら
の
出
自
か
ら
「
移
民
問
題
」
を

か
ね
て
よ
り
研
究
。
と
り
わ
け
「
差
別
」

と
い
う
視
点
を
常
に
研
究
の
中
心
に
据

え
て
き
た
。
そ
の
一
つ
の
集
大
成
と
し

て
「
満
州
分
村
移
民
と
部
落
差
別―

熊

本
『
来
民
開
拓
団
』
の
悲
劇―

」

（
え
に
し
書
房
刊
二
〇
二
二
年
八
月

二
二
〇
〇
円
＋
税
）
を
出
版
。
※
本

書
に
つ
い
て
は
本
セ
ン
タ
ー
通
信
の

次
号
（
第
七
三
号
）
で
紹
介
の
予
定
。

熊
本
県
の
被
差
別
部
落
で
あ
る
来
民

(

く
た
み)

村
の
人
た
ち
は
融
和
政
策
と

し
て
満
州
に
行
け
ば
差
別
が
な
く
な
る
。

分
村
移
民
と
し
て
村
の
半
分
の
人
が
満

州
に
渡
っ
た
な
ら
、
村
に
は
そ
の
人
た

ち
の
土
地
が
残
り
、
そ
の
土
地
を
来
民

に
残
っ
た
人
た
ち
が
耕
作
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
満
州
に
渡
っ
た
人
た

ち
に
は
「
王
道
楽
土
」
と
謳
わ
れ
た
満

州
の
一
〇
町
歩
の
地
主
に
な
れ
る
。
自
分

た
ち
が
豊
か
に
な
っ
て
、
少
し
で
も
そ
の

財
を
故
郷
の
来
民
に
送
れ
ば
、
自
分
た

ち
も
来
民
も
よ
り
豊
か
に
な
っ
て
栄
え

て
い
く
。

そ
の
よ
う
な
融
和
事
業
の
一
つ
の
在

り
方
を
決
し
て
手
放
し
で
喜
ん
で
満
州
に

行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
差
別
を
乗
り

越
え
る
と
い
う
大
き
な
覚
悟
と
、
苦
し

い
日
々
を
強
い
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
を

少
し
で
も
豊
か
に
し
た
い
と
い
う
思
い

か
ら
一
九
四
一
年
に
総
勢
三
百
余
人
の

来
民
村
の
人
た
ち
は
満
州
に
入
植
し
た
。

そ
の
時
の
重
要
な
条
件
と
し
て
、
満

州
に
渡
れ
ば
ど
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ

て
も
兵
役
を
課
さ
な
い
。
つ
ま
り
兵
隊

に
行
か
な
く
て
も
い
い
と
い
う
約
束
が

あ
っ
た
の
だ
。
来
民
開
拓
団
は
非
常
に

豊
か
な
土
地
を
与
え
ら
れ
て
、
豊
か
な

開
拓
団
と
し
て
ど
ん
ど
ん
発
展
し
た
。

と
こ
ろ
が
戦
況
が
著
し
く
激
化
し
て

い
く
中
で
、
あ
れ
だ
け
強
く
約
束
し
て

い
た
国
が
や
む
な
く
来
民
開
拓
団
に
も

兵
役
を
課
す
よ
う
に
な
っ
た
。
来
民
開

拓
団
の
頑
健
な
若
者
た
ち
は
一
人
、
二

人
、
ま
た
一
人
と
、
兵
役
を
課
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
の
若
者
た
ち
が
兵
隊
に
と
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。
残
っ
た
の
は
女
性
と

子
ど
も
と
老
人
ば
か
り
だ
っ
た
。

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
敗
戦
。

来
民
開
拓
団
に
は
そ
の
事
実
は
知
ら
さ

れ
な
か
っ
た
。
逆
に
現
地
の
農
民
た
ち

は
日
本
の
敗
戦
を
知
り
、
そ
れ
を
機
に

開
拓
団
へ
の
略
奪
を
始
め
る
。
も
と
も

と
日
本
軍
に
奪
い
取
ら
れ
た
土
地
で
あ

る
。
自
分
た
ち
の
土
地
に
我
が
物
顔
で

入
植
し
て
き
た
開
拓
団
に
対
す
る
恨
み

は
計
り
知
れ
な
い
。
自
分
た
ち
の
土
地

を
取
り
戻
す
、
あ
る
い
は
よ
そ
か
ら
来

た
も
の
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
の
は
至

極
当
然
の
道
理
で
あ
る
。

現
地
農
民
の
暴
動
は
次
第
に
勢
い
を

増
し
大
規
模
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
く
。

来
民
開
拓
団
は
戦
い
の
道
を
選
ば
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
頼
み
の
関

東
軍
に
も
見
棄
て
ら
れ
た
究
極
の
選
択

が
、
最
後
ま
で
戦
い
抜
い
て
、
最
期
は

自
害
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
八
月

一
七
日
、
二
七
五
人
全
員
が
集
団
自
決

を
決
行
。
来
民
開
拓
団
の
壮
絶
な
最
期

を
来
民
の
人
々
に
伝
え
る
証
言
者
と
し

て
一
人
だ
け
生
還
し
た
。
そ
れ
が
宮
本

貞
喜
だ
。
ツ
ジ
モ
ト
さ
ん
は
集
団
自

決
す
る
に
至
っ
た
歴
史
背
景
か
ら
当

事
者
の
証
言
、
資
料
を
丹
念
に
積
み

重
ね
、
現
在
ま
で
を
追
っ
た
。
手
負

い
の
宮
本
が
簡
単
に
生
還
で
き
る
は

ず
が
な
く
現
地
農
民
の
助
け
が
あ
っ

た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
。当

日
の
講
演
は
、
来
民
の
解
放
子
供

会
が
作
成
し
た
紙
芝
居
を
も
と
に
行

わ
れ
た
。
ツ
ジ
モ
ト
さ
ん
は
、
開
拓
団
も
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満
州
民
衆
に
と
っ
て
は
侵
略
者
だ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
上

で
、
最
大
の
加
害
者
は
、
移
民
政
策
を
推

進
し
な
が
ら
敗
戦
と
同
時
に
移
民
を
見

棄
て
た
国
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

下
の
四
角
囲
み
は
、
滋
賀
県
の
地
域
振

興
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、
滋
賀
県

畜
産
課
が
近
江
牛
を
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
す

る
た
め
の
小
冊
子
の
一
部
抜
粋
で
あ
る
。

い
わ
ば
滋
賀
県
の
公
式
な
も
の
で
あ
る
。

亀
岡
さ
ん
は
講
演
の
冒
頭
で
こ
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
取
り
上
げ
、
よ
く
ま
と

ま
っ
た
文
章
で
は
あ
る
が
、
畜
産
課
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
章
で
は
な
い
。
吉
田

忠
さ
ん
著
『
牛
肉
と
日
本
人
和
牛
礼

賛
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
一
九
九
二

年
）
と
瀧
川
昌
宏
さ
ん
著
『
近
江
牛

お
う
み
う
し
物
語
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出

版
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
し
て
い
る
。

ま
た
、
吉
田
さ
ん
も
瀧
川
さ
ん
も
『
彦

根
市
史
』
一
九
六
二
年
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
い
る
と
紹
介
し
た
。

そ
し
て
下
線
部
の
「
味
噌
漬
け
に
し

た
牛
肉
を
『
反
本
丸
へ
ん
ぽ
ん
が
ん
』

と
い
う
養
生
薬
と
し
て
売
り
出
し
た
」

と
い
う
一
文
に
疑
義
を
唱
え
た
。

そ
の
趣
旨
は
、
吉
田
さ
ん
も
瀧
川
さ

ん
も
『
彦
根
市
史
』
も
「
反
本
丸
」
は

味
噌
漬
け
に
し
た
牛
肉
で
あ
る
と
断
定

は
し
て
な
い
の
に
、
滋
賀
県
の
正
式
な

出
版
物
に
こ
う
い
う
記
述
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
。

一
方
、
江
戸
末
期
の
相
州
厚
木
宿
の

写
真
の
中
に
「
牛
肉
漬
」
と
「
薬
種
」

の
看
板
が
隣
り
あ
い
、
「
江
州
彦
根
」

の
文
字
も
読
み
取
れ
る
こ
と
を
示
し
、

滋
賀
県
の
牛
肉
が
遠
く
関
東
で
も
薬
を

取
り
扱
う
店
で
売
ら
れ
て
い
た
事
実
を

指
摘
し
た
。

肉
食
が
禁
忌
だ
っ
た
と
さ
れ
る
江
戸

期
だ
が
、
実
際
に
は
〈
く
す
り
喰
ひ
〉

と
称
し
て
か
な
り
広
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
。

彦
根
藩
で
は
将
軍
家
や
他
藩
に
牛
肉
を

贈
っ
て
い
た
史
料
が
あ
り
、
皮
田
村
が

精
肉
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
記
録
も

残
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
生
き
物
が
自
然

死
で
あ
れ
事
故
死
で
あ
れ
死
ぬ
と
地
域

に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
大

型
の
生
き
物
、
牛
と
か
馬
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
必
ず
皮
田
身
分
の
人
が
処
理
す

る
と
い
う
決
ま
り
が
あ
っ
た
。
大
き
な

牛
、
馬
の
命
を
、
亡
く
な
っ
た
後
、
そ

の
牛
、
馬
か
ら
肉
を
と
る
作
業
を
す
る
。

ま
た
肉
に
限
ら
ず
皮
、
ま
た
皮
以
外
に

も
骨
で
も
尾
っ
ぽ
で
も
い
ろ
ん
な
も
の

を
獣
の
体
を
人
間
の
生
活
に
役
立
て
い

く
よ
う
な
作
業
を
す
る
の
に
皮
田
身
分

の
村
で
処
理
を
さ
れ
る
こ
と
が
大
事
な

わ
け
で
、
被
差
別
部
落
の
存
在
の
歴
史

に
つ
な
が
っ
て
く
る
。

彦
根
藩
の
史
実
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

食
肉
の
生
産
は
文
明
開
化
に
よ
っ
て
に
わ

か
に
勃
興
し
た
産
業
で
は
な
く
、
近
世

後
期
に
公
然
化
し
た
生
業
で
あ
り
、
中

河
内
に
は
最
も
早
期
に
食
肉
生
産
圏
が
形

成
さ
れ
る
。
中
河
内
と
い
う
地
域
は
更
池

村
と
向
野
村
と
富
田
新
田
で
あ
り
、
だ
い

た
い
一
九
世
紀
の
ご
く
は
じ
め
享
和
三

年
く
ら
い
に
は
も
う
こ
の
地
域
で
食
肉

の
仕
事
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
資
料

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
食
肉
文
化
を
支
え
た
の
は
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
被
差
別
民
で
あ
っ
た
。

第
二
回

近
江
と
食
肉
文
化

講
師

亀
岡
哲
也
さ
ん

（
滋
賀
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
） 〈来民解放子供会が作成した紙芝居〉

ま横浜開港資料館蔵
っ
て
っ

横浜開港資料館蔵
『Ｆ

〈「近江牛」に関する滋賀県の公式パンフレット一部抜粋〉
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耳
塚
で
勇
山
岩
次
郎
と
遭
遇
し
た
。

「
お
お
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に…

」。
と
、

初
め
て
気
づ
い
た
の
は
い
つ
の
こ
ろ
だ

っ
た
か
。

耳
塚
は
、
現
在
の
豊
国
神
社
か
ら
大

和
大
路
を
隔
て
て
す
ぐ
西
側
に
あ
る
。

土
台
を
石
垣
で
固
め
た
築
山
は
芝
に
覆

わ
れ
、
て
っ
ぺ
ん
に
巨
大
な
五
輪
塔
が

あ
る
。
五
輪
塔
は
江
戸
初
期
の
絵
図
に

す
で
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、

洛
東
の
風
光
に
さ
ら
さ
れ
て
四
百
年
余

り
、
高
み
か
ら
四
囲
を
見
下
ろ
し
て
き

た
こ
と
に
な
る
。

耳
塚
の
正
面
か
ら
側
面
に
か
け
て
石

柵
が
連
な
っ
て
い
る
。
神
社
を
囲
う
玉

垣
の
よ
う
な
も
の
で
、
石
柱
の
一
つ
一

つ
に
寄
進
者
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

十
一
代
目
片
岡
仁
左
衛
門
、
中
村
鴈
治

郎
、
松
本
幸
四
郎
、
市
川
段
四
郎…

。

錚
々
た
る
歌
舞
伎
役
者
た
ち
。
義
太
夫

の
三
代
目
竹
本
越
路
太
夫
や
オ
ッ
ペ
ケ

ペ
ー
節
の
川
上
音
二
郎
、
新
派
の
伊
井

蓉
峰
の
名
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
新
旧
の

芝
居
連
中
が
こ
ぞ
っ
て
石
柵
を
寄
進
し

て
い
る
。
寄
進
を
呼
び
か
け
た
の
が
、

誰
あ
ろ
う
勇
山
岩
次
郎
。
五
輪
塔
の
正

面
、
鉄
の
扉
の
右
側
に
、「
伏
見

勇

山
事
小
畑
岩
次
郎
」
と
刻
ま
れ
た
、
や

や
大
き
め
の
石
柱
が
あ
る
。
お
お
、
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
。
そ
れ
に
し
て
も
勇
山

は
、
ど
ん
な
思
い
で
こ
の
石
柵
を
寄
進

し
た
の
か
。

私
が
勇
山
に
興
味
を
抱
い
た
そ
も
そ

も
は
、
彼
が
明
治
期
の
京
都
相
撲
の
た

め
に
尽
力
し
た
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
私

は
無
類
の
、
と
自
称
す
る
ほ
ど
の
相
撲

好
き
。
相
撲
が
ら
み
の
人
物
を
、
知
ら

ぬ
存
ぜ
ぬ
の
ま
ま
に
は
し
て
お
け
な
い
。

勇
山
事
、
小
畑
岩
次
郎
は
伏
見
の
人
。

宮
相
撲
で
名
を
上
げ
て
、
侠
客
の
仲
間

入
り
。
今
で
い
う
土
木
建
設
業
で
財
を

成
し
た
。
相
撲
興
行
で
幾
度
と
な
く
勧

進
元
を
引
き
受
け…

。
勇
山
の
プ
ロ
フ

ィ
ー
ル
紹
介
は
い
っ
た
ん
こ
の
程
度
に

し
て
お
き
、
そ
の
勇
山
が
石
柵
を
寄
進

し
た
耳
塚
と
は
何
ぞ
や
、
そ
れ
を
ま
ず

は
一
通
り
お
さ
ら
い
し
て
お
こ
う
か
。

耳
塚
は
、
本
来
は
鼻
塚
。
い
つ
の
こ

ろ
か
ら
か
耳
塚
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
晩
年
の
豊
臣
秀
吉
が
大
陸
へ
の

覇
権
拡
大
を
妄
想
し
て
朝
鮮
に
出
兵
し

た
、
い
わ
ゆ
る
文
禄
・
慶
長
の
役
の
う

ち
、
後
半
の
慶
長
の
役
の
さ
い
、
加
藤

清
正
ら
諸
将
の
率
い
る
侵
略
軍
は
、
首

級
の
代
わ
り
に
敵
の
耳
や
鼻
を
削
ぎ
取

っ
て
塩
漬
け
に
し
て
、
肥
前
名
護
屋
に

陣
取
る
秀
吉
に
送
り
付
け
た
。
首
級
だ

と
重
く
て
か
さ
ば
る
が
、
耳
鼻
な
ら
ば

軽
く
て
か
さ
ば
ら
な
い
。
こ
れ
を
検
分

す
れ
ば
、
海
の
向
こ
う
の
朝
鮮
で
ど
の

軍
勢
が
ど
れ
だ
け
戦
果
を
挙
げ
て
い
る

か
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
判
る
と
い
う
の
で
、

秀
吉
は
満
悦
至
極
だ
っ
た
ら
し
い
。
も

っ
と
も
耳
だ
と
、
二
つ
の
耳
の
塩
漬
け

が
あ
っ
た
場
合
、
一
人
の
敵
の
両
の
耳

な
の
か
、
二
人
の
敵
の
一
つ
ず
つ
の
耳

な
の
か
が
判
ら
な
い
。
そ
の
点
、
鼻
の

塩
漬
け
は
数
を
勘
定
す
れ
ば
討
ち
取
っ

た
敵
の
数
も
知
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
、

耳
も
幾
ら
か
混
じ
っ
て
は
い
た
の
だ
ろ

う
が
、
朝
鮮
か
ら
日
本
へ
送
ら
れ
る
塩

漬
け
の
大
半
は
鼻
に
な
っ
た
。
戦
闘
員

で
も
な
い
一
般
民
衆
を
手
あ
た
り
次
第

に
襲
っ
て
、
男
だ
ろ
う
と
女
だ
ろ
う
と

お
構
い
な
し
に
鼻
を
削
ぎ
取
る
蛮
行
も
、

朝
鮮
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
い
う
。

耳
鼻
塩
漬
け
の
大
樽
大
桶
は
名
護
屋

か
ら
、
凱
旋
さ
な
が
ら
の
仰
々
し
さ
で

京
都
ま
で
運
ば
れ
た
。
そ
れ
を
秀
吉
は

慶
長
二
年
九
月
末
、
洛
東
大
仏
前
に
埋

め
て
盛
大
に
「
供
養
」
す
る
。
こ
れ
が
、

後
に
耳
塚
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
鼻

塚
の
始
ま
り
。

と
、
私
が
く
だ
く
だ
書
き
綴
る
ま
で

も
な
い
。
耳
斬
り
鼻
斬
り
を
は
じ
め
と

す
る
侵
略
軍
の
蛮
行
の
数
々
、
大
仏
前

で
の
「
供
養
」
の
仔
細
、
さ
ら
に
は
後
に

触
れ
る
豊
公
三
百
年
祭
の
耳
塚
修
復
に

関
す
る
事
共
に
至
る
ま
で
、
執
念
く
調

べ
尽
く
し
て
一
冊
の
本
に
ま
と
め
上
げ

た
先
達
が
い
る
。
耳
塚
を
知
り
た
け
れ

ば
、
こ
の
人
の
こ
の
本
を
読
め
ば
い
い
。

琴
秉
洞
。
日
朝
関
係
史
を
研
究
し
て

き
た
在
日
朝
鮮
人
。
書
名
は
『
耳
塚

～
秀
吉
の
鼻
斬
り
・
耳
斬
り
を
め
ぐ
っ

て
』。
一
九
七
八
年
に
初
版
が
、
九
四

年
に
増
補
改
訂
版
が
出
た
。

琴
さ
ん
の
執
念
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
、

四
百
年
前
の
秀
吉
の
日
本
が
、
祖
国
を

理
不
尽
に
も
侵
略
し
、
蹂
躙
し
、
多
く

の
無
辜
の
民
衆
を
殺
戮
し
た
こ
と
へ
の

怒
り
。
さ
ら
に
は
近
代
の
日
本
が
、
反

省
も
後
悔
も
な
く
ま
た
ぞ
ろ
祖
国
を
侵

略
し
、
果
て
は
植
民
地
支
配
し
た
こ
と

へ
の
怒
り
。
時
を
隔
て
な
が
ら
も
両
度

の
侵
略
行
為
は
み
ご
と
な
相
似
形
を
示

し
、
し
か
も
両
度
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
、
侵
略
を
美
化
し
称
賛
す
る
装
置
が

し
つ
ら
え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
耳
塚
。

琴
さ
ん
は
耳
塚
を
調
べ
抜
く
。
調
査

は
石
柵
寄
進
の
発
起
人
、
勇
山
岩
次
郎

に
も
及
ん
で
い
る
。
だ
が
そ
の
話
は
ま

だ
早
い
。
ま
た
後
ほ
ど
。

琴
さ
ん
の
心
は
、
調
べ
れ
ば
調
べ
る

ほ
ど
怒
り
に
満
た
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

秀
吉
が
盛
大
に
執
り
行
っ
た
と
い
う
耳

鼻
の
「
供
養
」
に
つ
い
て
、
秀
吉
の
取

り
巻
き
連
中
の
一
人
、
相
国
寺
の
承
兌

勇
山
の
耳
塚 

渡
辺

毅

（穀
雨
企
画
室

代
表
）

い
さ
み
や
ま

ク
ム
ビ
ョ
ン
ド
ン

し
ょ
う
た
い

し
ゅ
う
ね

京都部落問題研究資料センター通信 第72号2023年7月25日

3



 京都部落問題研究資料センター通信 第69号 2022年12月25日 

4 

は
こ
う
書
き
残
し
て
い
る
。
太
閤
に
は

耳
鼻
を
削
い
で
殺
し
た
朝
鮮
人
へ
の
怨

讐
は
な
く
、
む
し
ろ
深
い
慈
し
み
と
愍

み
の
心
が
あ
り
、
五
山
の
僧
ら
に
、
敵

も
味
方
も
な
い
平
等
の
供
養
を
命
じ
、

云
々
。
承
兌
は
「
へ
つ
ら
っ
た
の
で
あ

ろ
う
」。
と
琴
さ
ん
は
、
権
力
者
に
阿

諛
追
従
す
る
者
へ
の
軽
侮
を
込
め
る
が
、

怒
り
は
煮
え
た
ぎ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
朝
鮮
を
侵
略
し
、
無
辜
の
民
を
無

慙
に
も
殺
戮
し
て
お
き
な
が
ら
、
死
ね

ば
敵
も
味
方
も
な
く
平
等
、
と
は
何
事

か
。「
供
養
」
と
は
何
事
か
。
し
か
も
承

兌
の
へ
つ
ら
い
文
は
後
世
、「
耳
塚
が

秀
吉
の
慈
仁
心
に
依
っ
て
築
か
れ
た
」

根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

後
世
。
明
治
三
十
一
年
三
月
。

荒
ん
だ
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
た
耳

塚
が
、
豊
公
三
百
年
祭
を
前
に
、
豊
公
つ

ま
り
秀
吉
の
偉
業
を
顕
彰
す
る
遺
跡
と

し
て
修
復
さ
れ
、
併
せ
て
そ
の
趣
意
を
記

し
た
耳
塚
修
営
供
養
碑
が
建
立
さ
れ
た
。

碑
は
、
耳
塚
の
正
面
向
か
っ
て
左
手

に
現
在
も
あ
る
。
碑
文
は
磨
耗
し
て
判

読
不
能
の
箇
所
も
少
な
く
な
い
が
、
そ

れ
を
琴
さ
ん
は
苦
心
し
て
読
ん
だ
。
一

方
、『
京
の
石
碑
も
の
が
た
り
』（
九
七

年
）
で
こ
の
碑
を
採
り
上
げ
た
伊
東
宗

裕
さ
ん
は
、
建
碑
当
時
の
新
聞
に
碑
文

が
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
を
見
つ
け

出
し
た
。
伊
東
さ
ん
が
ま
と
め
た
碑
文

の
中
身
を
辿
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

「
隣
国
と
戦
争
す
る
の
は
国
威
を
広

め
よ
う
と
す
る
た
め
で
、
敵
国
人
を
憎

む
か
ら
で
は
な
い
。
中
国
で
は
昔
、
楚

国
の
人
が
敵
の
死
骸
を
埋
め
て
戦
勝
を

誇
る
『
京
観
』
と
い
う
塚
を
築
こ
う
と

し
た
が
、
戦
死
者
は
み
な
自
国
の
た
め

に
戦
っ
た
の
だ
か
ら
と
、
王
は
許
さ
な

か
っ
た
。
こ
の
王
の
行
い
は
立
派
だ
と

評
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
の
豊
太
閤
の
慈

悲
心
に
は
及
ば
な
い
。
慶
長
の
征
韓
で

わ
が
軍
は
連
戦
連
勝
、
諸
将
は
敵
の
鼻

を
軍
功
の
し
る
し
に
斬
り
取
っ
た
。
太

閤
は
こ
れ
を
喜
ん
だ
が
、
敵
兵
が
国
の

た
め
に
戦
死
し
た
こ
と
を
憐
み
、
鼻
を

京
都
大
仏
前
に
埋
め
、
塚
を
築
き
、
卒

塔
婆
を
立
て
、
慶
長
二
年
九
月
、
大
供

養
を
修
し
た
。
相
国
寺
の
承
兌
は
、
太

閤
が
敵
味
方
を
差
別
せ
ず
慈
悲
を
垂
れ

た
の
は
ま
こ
と
に
偉
大
な
こ
と
と
称
賛

し
た
。
／
耳
塚
は
荒
れ
果
て
、
こ
れ
を

憂
え
る
有
志
が
補
修
・
建
碑
を
は
か
り
、

豊
公
三
百
年
祭
を
期
し
て
供
養
の
法
会

を
執
行
し
た
。
耳
塚
は
わ
が
国
の
勢
力

拡
張
の
象
徴
で
あ
り
、
豊
公
の
徳
の
遺

物
で
あ
る
。
朝
鮮
と
わ
が
国
と
は
互
い

に
助
け
合
っ
て
発
展
し
て
い
く
べ
き
で
、

わ
が
国
は
他
国
に
先
ん
じ
て
朝
鮮
の
独

立
を
守
り
、
日
清
戦
争
を
戦
い
、
隣
国

へ
の
友
誼
を
全
う
し
て
き
た
。
そ
れ
を

昔
は
豊
公
が
、
交
戦
時
で
あ
り
な
が
ら

実
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
塚

を
補
修
し
建
碑
し
、
両
国
の
友
好
と
豊

公
の
偉
業
を
記
念
す
る
」。

よ
く
も
ま
あ
い
け
し
ゃ
あ
し
ゃ
あ
と
、

と
私
で
も
腹
が
立
つ
。
ま
し
て
朝
鮮
人

の
琴
さ
ん
が
怒
り
心
頭
に
発
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
碑
文

は
耳
塚
が
「
京
観
」
で
あ
る
こ
と
を
の

っ
け
か
ら
否
定
す
る
が
、
耳
塚
こ
そ
、

勝
者
が
敗
者
の
屍
を
積
み
上
げ
て
勝
ち

を
誇
る
「
京
観
」
そ
の
も
の
で
は
な
い

の
か
。
あ
る
い
は
百
歩
譲
っ
て
「
京
観
」

で
は
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
他
国
の

人
び
と
を
手
あ
た
り
次
第
殺
し
て
お
い

て
、
供
養
し
た
か
ら
「
慈
悲
」
だ
「
友

誼
」
だ
と
は
、
い
っ
た
い
何
様
か
。

も
っ
と
も
当
時
、
つ
ま
り
明
治
三
十

一
年
の
時
点
で
、
こ
の
よ
う
に
憤
慨
し

た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
い
た

と
し
て
も
口
を
緘
し
て
黙
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
何
し
ろ
明
治
は
、
一
種
の

「
秀
吉
の
時
代
」
で
あ
る
。
そ
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
が
明
治
三
十
一
年
の
豊
公

三
百
年
祭
。

徳
川
の
治
世
、
秀
吉
は
タ
ブ
ー
と
さ

れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
向
き
。

ど
こ
の
馬
の
骨
と
も
知
れ
ぬ
農
民
が
天

下
人
に
成
り
上
が
っ
た
立
志
伝
。
朝
鮮

出
兵
と
い
う
海
外
雄
飛
の
企
て
。
封

建
・
鎖
国
時
代
の
日
本
の
大
衆
に
は
夢

物
語
で
あ
り
、
秀
吉
は
江
戸
期
も
十
分

に
英
雄
で
あ
っ
た
。

や
が
て
到
来
し
た
明
治
維
新
。
秀
吉

解
禁
。
た
ち
ま
ち
ブ
ー
ム
が
到
来
す
る
。

歌
舞
伎
の
舞
台
や
読
物
の
中
に
躍
動
す

る
秀
吉
。
新
政
府
も
そ
の
人
気
を
ほ
う

っ
て
は
お
か
な
か
っ
た
。
欧
米
列
強
と

伍
し
て
引
け
を
と
ら
な
い
近
代
国
家
を

建
設
す
る
上
で
、
海
外
へ
の
権
益
拡
張

は
国
家
的
命
題
。
目
と
鼻
の
先
の
朝
鮮

を
ま
ず
は
標
的
に
、
征
韓
論
が
唱
え
ら

れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
先
に
広
が
る

中
国
大
陸
が
真
の
狙
い
で
あ
る
こ
と
は
、

秀
吉
の
狙
い
が
明
国
で
あ
っ
た
こ
と
の

リ
フ
レ
イ
ン
で
あ
る
。
島
国
が
壮
大
な

版
図
を
も
つ
世
界
屈
指
の
大
国
へ
発
展

す
る…

と
い
う
夢
の
実
現
へ
向
け
て
、

秀
吉
は
、
三
韓
征
伐
の
神
功
皇
后
と
と

も
に
先
駆
者
と
称
え
ら
れ
た
。

し
か
も
秀
吉
は
た
だ
の
野
心
家
で
は

な
い
。
勤
皇
の
人
で
あ
る
。
と
、
天
皇

制
国
家
建
設
を
進
め
る
明
治
新
政
府
は

強
調
す
る
。
文
禄
の
役
後
、
明
国
か
ら

日
本
の
「
王
」
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
秀

吉
は
、「
日
本
の
王
は
天
皇
を
お
い
て

他
に
お
ら
れ
な
い
。
な
ん
と
不
敬
な
」

と
激
怒
し
た
。
と
い
う
逸
話
が
喧
伝
さ

れ
る
。
天
皇
の
都
で
あ
る
京
都
を
乱
世

の
荒
廃
か
ら
復
興
し
た
の
も
秀
吉
。
天

皇
を
飾
り
も
の
に
棚
上
げ
し
た
徳
川
と

は
異
な
り
、
天
皇
を
輔
弼
し
て
国
家
を

統
治
し
た
の
も
秀
吉
。
つ
ま
り
秀
吉
は

海
外
進
出
の
先
駆
者
で
あ
る
と
同
時
に

勤
皇
の
人
。
明
治
新
政
府
に
は
ま
こ
と

に
好
都
合
な
英
雄
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
迎
え
た
明
治
三
十
一
年
。

豊
公
三
百
年
祭
。
阿
弥
陀
ヶ
峰
の
豊
国

廟
か
ら
豊
国
神
社
、
大
仏
前
に
至
る
一

帯
を
中
心
に
、
豊
太
閤
の
功
績
を
称
え

あ
わ
れ

け
い
か
ん

み
ん
こ
く
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る
イ
ベ
ン
ト
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
当

時
の
日
本
は
日
清
戦
争
後
の
臥
薪
嘗
胆
、

民
衆
の
鬱
憤
が
は
け
口
を
求
め
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
満
州
朝
鮮
の
権
益
を
め

ぐ
る
日
露
の
確
執
が
血
の
気
を
帯
び
て

き
た
時
期
で
あ
る
。
大
韓
帝
国
を
進
ん
で

保
護
す
べ
し
と
の
言
説
が
ま
こ
と
し
や
か

に
語
ら
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
日

本
の
大
陸
へ
の
野
心
を
誰
も
が
正
当
化

し
た
が
っ
て
い
た
当
時
、
秀
吉
を
礼
讃
す

る
イ
ベ
ン
ト
ほ
ど
打
っ
て
つ
け
の
も
の

は
な
か
っ
た
。
人
び
と
は
疑
い
も
な
く

秀
吉
を
敬
慕
し
、「
偉
功
」
を
称
え
た
。

勇
山
岩
次
郎
も
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
。

と
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
勇
山
。
彼
も
近

代
日
本
の
野
心
に
付
和
雷
同
し
、
海
外

雄
飛
の
先
駆
者
秀
吉
を
称
え
、
そ
れ
で

石
柵
を
寄
進
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

＊

「
あ
あ
、
明
治
三
十
一
年
の
豊
公
祭

か
。
あ
れ
は
わ
し
が
死
ぬ
る
前
の
年
の

こ
と
や
。
覚
え
て
お
る
。
豊
国
踊
り
ゆ

う
の
ん
が
流
行
っ
て
、
お
ん
な
子
ど
も

が
踊
り
狂
う
て
な…

」。

盂
蘭
盆
。
私
は
東
山
の
大
谷
祖
廟
を

訪
ね
た
。
万
燈
会
を
見
物
す
る
つ
も
り

で
石
段
を
昇
っ
て
ゆ
く
と
、
探
し
て
い

た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
華
の
峰
善
吉

の
墓
に
出
く
わ
し
た
。「
お
お
、
こ
ん

な
と
こ
ろ
に
」。
す
る
と
幻
覚
か
も
し

れ
な
い
が
、
墓
石
が
語
り
か
け
て
き
た
。

「
あ
ん
た
、
京
都
相
撲
の
研
究
の
ほ
う

は
進
ん
ど
る
ん
か
？
」。

死
人
の
魂
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、

赤
の
他
人
の
私
が
、
い
ず
れ
京
都
相
撲

の
通
史
の
一
つ
も
書
い
て
や
ろ
う
な
ど

と
目
論
ん
で
い
る
の
を
、
ち
ゃ
ん
と
知

っ
て
い
る
。
仕
方
な
く
、「
史
料
が
少

な
く
て
思
う
よ
う
に
は…

」
と
言
葉
を

濁
し
た
の
だ
が
、
墓
石
か
ら
は
「
し
っ

か
り
や
っ
て
も
ら
わ
な
あ
か
ん
で
」
の

声
。
華
の
峰
は
明
治
期
の
京
都
相
撲
の

大
立
者
の
一
人
で
、
そ
の
霊
魂
か
ら
叱

咤
激
励
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
否
と
も
言

え
ず
、「
勇
山
あ
た
り
を
と
っ
か
か
り

に
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
よ
う
と
は
思
っ
て

ま
す
、
は
い
」。
そ
の
場
し
の
ぎ
に
口

に
し
た
つ
も
り
が
、「
勇
山
親
分
か
。

え
え
や
な
い
か
」。

「
親
分
は
よ
う
や
っ
て
く
れ
た
。
明

治
四
十
二
年
六
月
の
三
都
合
併
大
相
撲
。

あ
れ
は
親
分
が
松
竹
の
大
谷
竹
次
郎
に

金
を
出
さ
せ
て
、
東
京
と
大
阪
の
力
士

連
中
が
京
都
四
条
河
原
の
興
行
に
こ
ぞ

っ
て
参
加
で
き
る
よ
う
骨
を
折
っ
た
ん

や
。
知
っ
と
る
か
？
」。

は
あ
。
で
も
あ
れ
は
、
華
の
峰
親
方

が
亡
く
な
っ
た
後
の
こ
と
で
は
？

「
死
ん
で
か
ら
も
京
都
相
撲
の
行
く

末
が
気
が
か
り
で
、
あ
っ
ち
か
ら
見
守

っ
と
っ
た
ん
や
」。

そ
う
で
し
た
か
。
し
か
し
あ
の
三
都

合
併
興
行
は
雨
に
祟
ら
れ
て
、
鴨
川
が

増
水
し
て
、
四
条
河
原
の
相
撲
場
が
流

さ
れ
て
、
え
ら
い
こ
と
だ
っ
た
と
か
。

「
そ
や
。
松
竹
が
つ
い
て
る
ゆ
う
て

も
親
分
は
大
散
財
や
。
け
ど
恨
み
言
の

一
つ
も
言
わ
へ
ん
。
あ
れ
は
そ
う
い
う

ヤ
ツ
や
。
え
え
や
な
い
か
、
勇
山
を
と

っ
か
か
り
に
し
て
京
都
相
撲
の
研
究
」。

よ
ろ
し
ゅ
う
頼
む
で
、
と
気
配
を
消

し
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
慌
て
て
訊
ね

た
。「
華
の
峰
親
方
は
豊
公
三
百
年
祭

を
覚
え
て
お
い
で
で
？
」。
そ
こ
で
返

っ
て
き
た
の
が
先
の
言
葉
。「
覚
え
て

お
る
。
豊
国
踊
り
ゆ
う
の
ん
が
流
行
っ

て
」
云
々
。
じ
ゃ
あ
親
方
は
秀
吉
の
こ

と
を
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
。「
ど
う

っ
て
、
太
閤
は
ん
を
嫌
う
人
は
お
ら
ん

や
ろ
。
太
閤
は
ん
に
は
夢
が
あ
る
。
朝

鮮
や
大
陸
ま
で
手
に
入
れ
よ
う
や
な
ん

て
、
気
宇
壮
大
な
こ
っ
ち
ゃ
で
」。

華
の
峰
が
言
い
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

華
の
峰
善
吉
は
、
明
治
初
年
に
京
都
相

撲
の
大
関
を
張
り
、
後
年
は
取
締
な
ど

の
要
職
を
務
め
た
人
物
だ
が
、
幕
末
維

新
期
に
は
勤
皇
の
志
士
と
も
交
わ
り
、

華
の
峰
の
四
股
名
は
公
卿
の
華
頂
宮
か

ら
一
字
を
授
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

西
郷
隆
盛
に
可
愛
が
ら
れ
、
戊
辰
の
役

で
は
西
園
寺
公
望
の
軍
に
随
行
し
て
錦

の
御
旗
を
護
持
し
た
と
か
。
征
韓
論
主

唱
者
の
恩
顧
を
受
け
た
上
に
「
勤
皇
」

が
身
に
染
み
つ
い
た
華
の
峰
。
秀
吉
の

海
外
雄
飛
を
称
え
な
い
わ
け
が
な
い
。

「
勇
山
親
分
も
、
同
じ
よ
う
に
思
っ

て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
？
」。「
そ
り

ゃ
ま
あ
そ
や
ろ
。
あ
の
時
代
は
誰
か

て
」。「
そ
う
い
う
気
持
ち
で
、
耳
塚
の
石

柵
も
寄
進
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
？
」。

「
そ
れ
は
知
ら
ん
。
親
分
が
石
柵
を

寄
進
し
た
の
ん
は
、
わ
し
が
死
ん
で
ず

い
ぶ
ん
経
っ
て
か
ら
や
。
だ
い
た
い
京

都
相
撲
と
関
係
あ
ら
へ
ん
こ
と
や
し
、
そ

こ
ま
で
は
よ
う
見
守
ら
ん
。
そ
の
時
の

親
分
の
心
境
ま
で
、
わ
し
は
知
ら
ん
」。

そ
う
だ
っ
た
。
う
っ
か
り
し
て
い
た
。

勇
山
が
耳
塚
に
石
柵
を
寄
進
し
た
の
は

大
正
四
年
五
月
、
豊
公
三
百
年
祭
か
ら

十
七
年
も
経
っ
た
後
で
あ
る
。
た
だ
し

京
都
相
撲
に
「
関
係
あ
ら
へ
ん
」
と
ま

で
は
言
い
切
れ
な
い
。
私
は
華
の
峰
に
、

勇
山
が
石
柵
だ
け
で
な
く
石
造
り
の
焼

香
台
を
耳
塚
に
寄
進
し
て
い
る
こ
と
を

告
げ
た
。
そ
の
焼
香
台
に
は
、
東
京
、

大
阪
、
京
都
、
三
都
の
角
力
協
会
の
名

が
寄
進
者
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

「
そ
れ
は
知
ら
な
ん
だ
。
大
正
四
年

ゆ
う
た
ら
京
都
相
撲
は
ほ
ぼ
消
滅
し
と

っ
た
は
ず
や
が…

」。

明
治
の
世
が
進
む
に
つ
れ
、
三
都
相

撲
と
並
び
称
さ
れ
て
い
た
東
京
大
阪
に
、

京
都
相
撲
は
実
力
で
も
規
模
で
も
水
を

開
け
ら
れ
た
。
明
治
三
十
年
代
と
も
な

る
と
、
力
士
の
総
勢
は
や
っ
と
五
十
名
。

勇
山
が
勧
進
元
を
務
め
た
明
治
四
十
二

年
の
三
都
合
併
大
相
撲
も
起
死
回
生
策

と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
横
綱
大
碇
紋
太

郎
率
い
る
京
都
相
撲
の
一
行
は
、
英
国

博
覧
会
で
ス
モ
ウ
レ
ス
リ
ン
グ
を
披
露

す
べ
く
渡
航
。
そ
の
ま
ま
欧
州
を
転
々

と
興
行
し
、
果
て
は
南
米
に
ま
で
渡
り
、

大
碇
は
客
死
す
る
。
う
や
む
や
の
う
ち

に
京
都
相
撲
は
事
実
上
消
滅
し
た
。
名

ば
か
り
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
大
正
四
年
の
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時
点
で
は
な
か
っ
た
に
等
し
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
耳
塚
の
焼
香
台
に
は
「
京

都
角
力
協
会
」
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

「
親
分
の
、
京
都
相
撲
へ
の
餞
や
な

…

」。
華
の
峰
の
口
調
が
し
ん
み
り
し

て
き
た
。
気
が
つ
け
ば
灯
と
も
し
ご
ろ
、

万
燈
の
一
つ
二
つ
に
灯
影
が
揺
れ
て
い

る
。「…

寄
進
の
金
か
て
東
京
大
阪
は

出
せ
て
も
京
都
は
も
う
出
処
が
あ
ら
へ

ん
。
自
腹
を
切
っ
た
ん
や
ろ
。
そ
う
い

う
ヤ
ツ
や
、
勇
山…

」。
涙
ぐ
む
よ
う

な
語
尾
を
残
し
て
、
華
の
峰
の
気
配
は

ふ
っ
つ
り
消
え
た
。
蒼
々
と
暮
れ
て
ゆ

く
空
に
は
、
ね
ぐ
ら
へ
帰
る
鴉
の
群
れ

が
旋
回
し
て
い
る…

。

さ
て
と
。

勇
山
は
ど
ん
な
思
い
で
耳
塚
へ
石
柵
を

寄
進
し
た
の
か
。
明
治
以
降
の
新
旧
演
劇

界
は
い
わ
ゆ
る
太
閤
物
の
人
気
で
潤
っ

て
き
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
引
き
合
い

に
、
芝
居
連
中
に
は
「
太
閤
は
ん
に
恩

返
し
せ
な
」
と
持
ち
か
け
た
か
も
し
れ

な
い
。
す
る
と
勇
山
も
、
耳
塚
を
秀
吉

の
偉
功
の
象
徴
と
見
な
し
、
秀
吉
を
称

え
る
つ
も
り
で
石
柵
を
寄
進
し
た
の
か
。

い
や
、
ち
ょ
っ
と
待
て
。

琴
秉
洞
さ
ん
に
話
を
戻
そ
う
。
琴
さ

ん
は
勇
山
の
こ
と
も
調
べ
て
い
る
、
と

私
は
ど
こ
か
に
書
い
て
お
い
た
は
ず
で

あ
る
。
琴
さ
ん
は
、「
勇
山
が
ど
の
よ

う
な
考
え
で
『
耳
塚
』
の
石
柵
を
建
て

よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
動
機
が
わ
か

れ
ば
こ
の
時
期
の
日
本
民
衆
の
『
耳
塚
』

対
応
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考

え
た
。
そ
こ
で
ま
ず
は
勇
山
が
「
伏
見

の
ヤ
ク
ザ
の
親
分
で
角
力
を
取
っ
て
い

た
人
物
」、
全
国
に
義
兄
弟
や
子
分
が

数
千
名
い
た
こ
と
な
ど
を
つ
か
み
、

「
男
の
中
の
男
」、
温
和
で
仁
義
を
尊

び
、
仕
事
も
堅
実
、
人
望
が
厚
い
、
と

い
っ
た
評
判
も
知
る
。
だ
が
、
な
ぜ
勇

山
が
耳
塚
石
柵
寄
進
の
発
起
人
に
な
っ

た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
信
仰
心
が

厚
く
、
あ
ち
こ
ち
の
寺
社
に
碑
や
石
柵

や
玉
垣
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
ヒ
ン

ト
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
で
、「
直
接
的

動
機
を
知
る
の
は
難
し
い
」。

そ
ん
な
中
、
琴
さ
ん
は
重
要
な
証
言

を
得
た
。
耳
塚
に
隣
り
合
う
家
に
暮
ら

し
、
昭
和
五
十
一
年
に
九
十
歳
で
亡
く

な
っ
た
老
人
が
、
家
人
に
こ
う
語
っ
て
い

た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
耳
塚
が
あ
ん
ま

り
荒
れ
て
い
る
の
で
、
勇
山
が
役
者
た
ち

に
呼
び
か
け
て
石
柵
を
造
っ
た
」
と
。

こ
の
言
葉
に
信
憑
性
が
あ
る
と
す
る

な
ら
、
勇
山
の
思
い
は
、
存
外
単
純
な

も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
豊
公
三

百
年
祭
の
さ
い
に
造
ら
れ
た
柵
は
木
製

で
、
十
七
年
経
っ
て
腐
蝕
が
進
ん
で
い
た
。

勇
山
は
こ
れ
を
見
る
に
見
か
ね
て…
。

琴
秉
洞
さ
ん
は
、
勇
山
の
石
柵
寄
進

を
、「
朝
鮮
侵
略
思
想
の
延
長
線
上
で

こ
の
挙
に
出
た
の
か
」、「
侠
客
と
し
て
の

自
己
の
名
を
誇
示
す
る
た
め
」
か
、
あ

る
い
は
耳
塚
を
荒
れ
る
が
ま
ま
に
は
し

て
お
け
な
か
っ
た
の
か
、「
傍
証
に
欠

け
る
う
ら
み
が
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

「
供
養
」
と
は
何
事
か
、
と
憤
っ
て

き
た
が
、
勇
山
の
「
供
養
」
は
少
な
く

と
も
、「
供
養
」
の
ふ
り
し
て
「
京
観
」

を
誇
る
連
中
の
も
の
と
は
違
う
よ
う
だ
。

琴
さ
ん
は
そ
う
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。

「
傍
証
に
欠
け
る
」
な
ど
と
学
者
ら
し

く
言
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
「
こ
の

人
を
責
め
る
の
は
よ
そ
う
」
と
決
め
た

の
で
は
な
い
か
。

勇
山
の
目
的
は
、
少
な
く
と
も
秀
吉

を
称
揚
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
と
、

私
に
も
思
え
て
く
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
、

石
造
り
の
焼
香
台
も
寄
進
し
て
い
る
で

は
な
い
か
。
東
京
と
大
阪
の
角
力
協
会

に
呼
び
か
け
て
、
京
都
の
分
は
た
ぶ
ん
自

腹
を
切
っ
て
。
焼
香
台
は
、
秀
吉
の
た
め

で
は
な
い
、
耳
鼻
を
斬
ら
れ
て
埋
め
ら

れ
た
死
者
を
弔
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

芝
居
連
中
に
「
太
閤
は
ん
に
恩
返
し

せ
な
」
く
ら
い
は
言
っ
た
に
せ
よ
、
要

す
る
に
石
柵
を
造
る
か
ら
金
を
出
し
て

ほ
し
く
て
、
そ
の
口
実
が
あ
れ
ば
よ
か

っ
た
。
あ
る
い
は
明
治
四
十
二
年
の
三

都
合
併
大
相
撲
で
つ
な
が
り
を
深
め
た

大
谷
竹
次
郎
を
通
じ
て
、
松
竹
傘
下
の

歌
舞
伎
役
者
ら
に
有
無
を
言
わ
せ
ず
寄

進
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

勇
山
が
秀
吉
を
ど
う
思
っ
て
い
た

か
、
そ
れ
は
分
か
ら
ぬ
。
人
並
み
に
敬

慕
し
て
、
十
七
年
前
の
豊
公
三
百
年
祭

で
は
、
彼
自
身
も
浮
か
れ
て
豊
国
踊
り

の
一
つ
や
二
つ
、
踊
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

だ
が
、
十
七
年
後
の
こ
の
ざ
ま
だ
。

大
正
四
年
。
日
本
が
朝
鮮
を
併
合
し

た
明
治
四
十
三
年
か
ら
す
で
に
五
年
が

経
っ
て
い
た
。
朝
鮮
侵
略
を
正
当
化
す

る
た
め
、
三
百
年
の
時
空
を
超
え
て
光

を
当
て
ら
れ
た
耳
塚
も
、
朝
鮮
を
ま
ん

ま
と
手
に
入
れ
た
今
と
な
っ
て
は
顧
み

る
者
と
て
な
い
。
そ
ん
な
人
の
心
の
つ

れ
な
さ
も
、
勇
山
の
任
侠
道
に
は
馴
染

ま
な
い
。
耳
塚
が
荒
れ
果
て
て
い
る
。

て
っ
ぺ
ん
の
五
輪
塔
が
、
寄
る
辺
な
い

孤
独
を
湛
え
て
洛
東
の
場
末
を
見
下
ろ

し
て
い
る
。「
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
亡
者
が

浮
か
ば
れ
ぬ…

」。
亡
者
は
幾
世
隔
て

て
も
、
ど
ん
な
お
人
た
ち
で
あ
ろ
う
と
、

ね
ん
ご
ろ
に
回
向
せ
な
あ
か
ん
。
荒
れ

果
て
た
塚
を
見
る
に
見
か
ね
て
、
侠
客

勇
山
は
起
ち
上
が
っ
た
。

＊

と
、
お
よ
そ
そ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
の

で
は
？

私
は
勇
山
事
小
畑
岩
次
郎
に
訊
い
て

み
た
。
晩
春
の
曇
り
日
。
大
正
六
年
三

月
に
死
ん
だ
勇
山
の
墓
は
伏
見
栄
春
寺

に
あ
る
。
大
き
な
銅
色
の
一
枚
岩
。

だ
が
墓
石
は
、
灰
白
色
の
北
の
空

を
背
に
、
た
だ
立
っ
て
い
る
。
私
は

言
葉
を
重
ね
る
。
あ
な
た
が
相
撲
が

ら
み
の
お
人
ゆ
え
、
相
撲
好
き
が
、

つ
い
良
い
よ
う
に
考
え
が
ち
な
の
か

も
し
れ
な
い
が…

。

墓
石
は
黙
っ
て
い
る
。
黙
っ
て
は
い

る
が
、
そ
の
時
、
わ
し
は
華
の
峰
親
方

み
た
く
ぺ
ら
ぺ
ら
お
喋
り
は
せ
え
へ
ん

で
、
と
任
侠
の
人
ら
し
く
鷹
揚
に
微
笑

ん
だ
。
よ
う
な
気
が
し
た
。
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な
む
け

あ
か
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ね
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京都部落問題研究資料センター通信 第72号2023年7月25日
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京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

る地域の識字〔後編〕友永香鶴子さん（住吉輪
読会・元担当者） 編集：森 実

◇ 連載 企業経営の基盤に人権の尊重を 第４回
東京人権啓発企業連絡会の歩み 山岡尚哉

◇ 連載 「困りごと」を抱えた人びと―鳥取県調
査から見えてくるもの 第 回 谷川雅彦

◇泰司と元樹の書きたいざんまい 第 回―「特
措法」が失効したから「同和地区」はなくなっ
た？川口泰司

◇ 連載 走りながら考える 北口末広 ―第
回 社会に多大な影響を与えるチャット

◇人権をめぐる動き〈 ～ 〉
■ひょうご部落解放 183■

（ひょうご部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇特集 水平社一〇〇年
・私にとっての水平社宣言 水平社一〇〇年を迎え

て 辻川智徳
・私にとっての水平社宣言 マイノリティを生きる

すべての人へ感謝を込めて 石地かおる
・私にとっての水平社宣言 水平社 年にご縁を

思う 山西康之
・水平社宣言 年の「バリバラ」 森下光泰
・兵庫の氷上における水平運動をめぐる評論の検

討 朝治武
・兵庫の部落女性と水平社 宮前千雅子
・兵庫県における水平社運動の成立と展開（上）

初期における兵庫県水平社運動の展開 高木伸夫
・兵庫県水平運動関係略年表
◇人権意識調査を読む 若者は、いまの社会をど

のようにみているのか 石元清英
◇本の紹介
・川名はつ子監修 チャーリー・ノーマン（イラ

スト）『はじめまして、子どもの権利条約 改訂
版』 釜口清江

・山本かほり著『在日朝鮮人を生きる〈祖国〉〈民族〉
そして日本社会の眼差しの中で』李洪章

・絵 綱本武雄 文 柏山泰訓『絵本 朝鮮通信使』
鄭敬珍

■ひょうご部落解放 184■

（ひょうご部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇人権啓発研究第 回兵庫県集会報告書
・記念講演 外国人差別とヘイトスピーチの現場を

取材して 安田浩一
・シンポジウム 水平社 年―これからともに考

えたいこと 北川真児・高田大地・細田亜矢子・
井上浩義

■ひょうご部落解放 185■

（ひょうご部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇特集 学ぶ権利―夜間中学、識字、日本語教育
・全国識字経験交流集会報告 北川真児
・夜間中学はどこからきて、どこへ向かうのか

兵庫県を中心に 江口怜
・祝開校「姫路市立あかつき中学校」 原田貞雄
・公立夜間中学に求められているもの ―新設され

た公立夜間中学から見えてきたこと― 桜井克典
・インタビュー 橋渡し役として― 部落解放文学

賞入選者、中村慶子（劉芳）さんに聞く 編集部
◇兵庫県における水平社運動の成立と展開 中

―中期における兵庫県水平社運動の展開― 高木伸夫
◇リレーエッセイ 部落を離れて部落を思う 「部

落民になったわたし」が思うこと 宮前千雅子
◇
・呉永鎬・坪田光平編著『マイノリティ支援の葛

藤 分断と抑圧の社会的構造を問う』
・朝治武・黒川みどり・内田龍史編『非部落民の

部落問題』
■佛教大学総合研究所共同研究成果報告論文集 11■

（佛教大学総合研究所刊 ）
◇社会的マイノリティ集住地域における「まちづ

くり」の総合的研究
・「よき日のために」千本における歴史、教育、

まちづくりの検証 後藤直，井川勝，島田隆之
・京都市Ｐ集落の形成と変容―高度経済成長期を

中心に― 高野昭雄
・ 年までの大阪の被差別部落と朝鮮人―大阪

市日之出地区解放住宅への朝鮮人入居の経緯を
追って―塚崎昌之

■部落解放 836■

（解放出版社刊 ） 円＋税

京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇部落解放研究第 回全国集会報告書
■部落解放 837■

（解放出版社刊 ） 円＋税
◇特集 若者と一緒に部落問題を考える 東日本部
落解放研究所の試み

◇本の紹介
・河村義人『事実と虚構のはざまで』上杉聰
・孫美幸著『ともに生きやすい社会って？―わが
家の「師匠」たちと学ぶ』風巻浩

・関儀久著『感染症と部落問題―近代都市のコレ
ラ体験』小林丈広

・松島泰勝『学知の帝国主義―琉球人遺骨問題か
ら考える近代日本のアジア認識』川瀬俊治

◇偏見差別をなくしてほしいハンセン病問題にみ
る人生被害 親の毅然とした生き方が負のイ
メージを超克福岡安則

◇部落解放史の最前線 近世被差別身分の人びと
への差別の主体と諸形態の実際寺木伸明

■部落解放 838■

（解放出版社刊 ） 円＋税
◇ 特集 いま「学級社会」をつくる意味と方法
◇本の紹介金子マーティン編訳『ロマ民族の口述伝
承―童話・笑話・怪談・猥談・物語』友永健三
◇ 語り ふだん使っていることばで 部落・識
字・女性からの人間解放 山中米子編集菅原智恵美

◇「身分」を考える 福岡県人権研究所 ～
年度「史・資料プロジェクト」から井上法久

◇部落解放史の最前線 近世被差別身分の人びと
の生活実態寺木伸明

■部落解放 839■

（解放出版社刊 ） 円＋税
◇ 特集 組織・運動と性暴力
◇ 本の紹介 吉村智博著『近代大阪の都市周縁社

会―市民・公共・差別』井岡康時
◇ 座談会 部落史のイメージを大きく変えた挑戦

『シリーズ 映像でみる人権の歴史』
全 巻刊行！ 上杉聦、外川正

明、岡本健、武田純子
◇ 語り ふだん使っていることばで部落・識字・女性
からの人間解放 山中米子編集菅原智恵美

◇部落解放史の最前線 近世被差別身分の人びと
の闘いと解放思想の芽生え寺木伸明

■部落解放研究 218■

（部落解放・人権研究所刊 ） 円＋税
◇特集大阪における皮多村生活史研究会の研究成果
・江戸中期から後期までの河内国石川郡新堂村領
冨田村の暮らし―宗門改帳・名寄帳の分析を中
心として―西岡武義

・河内国石川郡新堂村領冨田村における死牛馬取
得の実態―天和三年から文久二年までの死牛馬
取得記録を手掛かりに―寺木伸明

・近世中後期における河内国石川郡新堂村内冨田
村の五軒の家族ヒストリー田村賢一

・近世真宗門徒による差別法話への抗議について
―本願寺教団の対応をめぐって―藤原有和

・河内国石川郡における心中玉城幸男
・享保年間から安永年間の冨田村村内の状況を見
る―『古書物改覚日記』・『河州石川郡新堂村枝
郷冨田村出入』から―横山芳子

・史料紹介 『弘化三年正月 大宝恵』『安永四年六
月古書物改覚日記』

◇古代における馬の革作りの復元と馬の原皮供給
の考察永瀬康博

◇高度成長期の被差別部落―「同和対策審議会調
査部会総会報告書」から見えるもの―金井宏司

◇書評関儀久著『感染症と部落問題 近代都市と
コレラ対策』藤野豊

■部落解放研究くまもと 85■

（熊本県部落解放研究会刊 ）
◇灯としての教育～自主夜間中学から公立夜間中
学への歩み～大塚正純

◇第 回九州地区部落解放史研究集会報告
・感染症対策と被差別部落の差異化―近代福岡の
コレラ体験―関儀久

・「命令にしたがわなかった対馬の人々」の実践
に関して 長瀬陽一

・対馬に招致された被差別民をめぐって―対馬藩
の「穢多御取寄」 橋口和孝

■部落史研究 8■

（全国部落史研究会刊 ） 円＋税
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京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

る地域の識字〔後編〕友永香鶴子さん（住吉輪
読会・元担当者） 編集：森 実

◇ 連載 企業経営の基盤に人権の尊重を 第４回
東京人権啓発企業連絡会の歩み 山岡尚哉

◇ 連載 「困りごと」を抱えた人びと―鳥取県調
査から見えてくるもの 第 回 谷川雅彦

◇泰司と元樹の書きたいざんまい 第 回―「特
措法」が失効したから「同和地区」はなくなっ
た？川口泰司

◇ 連載 走りながら考える 北口末広 ―第
回 社会に多大な影響を与えるチャット

◇人権をめぐる動き〈 ～ 〉
■ひょうご部落解放 183■

（ひょうご部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇特集 水平社一〇〇年
・私にとっての水平社宣言 水平社一〇〇年を迎え

て 辻川智徳
・私にとっての水平社宣言 マイノリティを生きる

すべての人へ感謝を込めて 石地かおる
・私にとっての水平社宣言 水平社 年にご縁を

思う 山西康之
・水平社宣言 年の「バリバラ」 森下光泰
・兵庫の氷上における水平運動をめぐる評論の検

討 朝治武
・兵庫の部落女性と水平社 宮前千雅子
・兵庫県における水平社運動の成立と展開（上）

初期における兵庫県水平社運動の展開 高木伸夫
・兵庫県水平運動関係略年表
◇人権意識調査を読む 若者は、いまの社会をど

のようにみているのか 石元清英
◇本の紹介
・川名はつ子監修 チャーリー・ノーマン（イラ

スト）『はじめまして、子どもの権利条約 改訂
版』 釜口清江

・山本かほり著『在日朝鮮人を生きる〈祖国〉〈民族〉
そして日本社会の眼差しの中で』李洪章

・絵 綱本武雄 文 柏山泰訓『絵本 朝鮮通信使』
鄭敬珍

■ひょうご部落解放 184■

（ひょうご部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇人権啓発研究第 回兵庫県集会報告書
・記念講演 外国人差別とヘイトスピーチの現場を

取材して 安田浩一
・シンポジウム 水平社 年―これからともに考

えたいこと 北川真児・高田大地・細田亜矢子・
井上浩義

■ひょうご部落解放 185■

（ひょうご部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇特集 学ぶ権利―夜間中学、識字、日本語教育
・全国識字経験交流集会報告 北川真児
・夜間中学はどこからきて、どこへ向かうのか

兵庫県を中心に 江口怜
・祝開校「姫路市立あかつき中学校」 原田貞雄
・公立夜間中学に求められているもの ―新設され

た公立夜間中学から見えてきたこと― 桜井克典
・インタビュー 橋渡し役として― 部落解放文学

賞入選者、中村慶子（劉芳）さんに聞く 編集部
◇兵庫県における水平社運動の成立と展開 中

―中期における兵庫県水平社運動の展開― 高木伸夫
◇リレーエッセイ 部落を離れて部落を思う 「部

落民になったわたし」が思うこと 宮前千雅子
◇
・呉永鎬・坪田光平編著『マイノリティ支援の葛

藤 分断と抑圧の社会的構造を問う』
・朝治武・黒川みどり・内田龍史編『非部落民の

部落問題』
■佛教大学総合研究所共同研究成果報告論文集 11■

（佛教大学総合研究所刊 ）
◇社会的マイノリティ集住地域における「まちづ

くり」の総合的研究
・「よき日のために」千本における歴史、教育、

まちづくりの検証 後藤直，井川勝，島田隆之
・京都市Ｐ集落の形成と変容―高度経済成長期を

中心に― 高野昭雄
・ 年までの大阪の被差別部落と朝鮮人―大阪

市日之出地区解放住宅への朝鮮人入居の経緯を
追って―塚崎昌之

■部落解放 836■

（解放出版社刊 ） 円＋税
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京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇講演録 人の世に熱と光を―水平社創立の思想に
学ぶ― 駒井忠之

■ヒューマン・アルカディア 92■

（福岡県人権啓発情報センター刊 ）
◇特集 全九州水平社創立 年
・全九州水平社の歩み
・全九州水平社をめぐる主な出来事
・寄稿全九州水平社創立と水平運動の展開朝治武
■月刊 ヒューマンライツ 420■

（部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇ 特集 政治・選挙と差別・ヘイト
◇識字運動の担い手たちが語る 識字は楽し

い。手話もある。後編 本多貞江さん（金山識字
学級） 編集：森実

◇私の沖縄問題 「水平社宣言」を母語の琉球
語で訳す―彫刻家 金城実さんの苦闘と発見の

カ月― 川瀬俊治
◇書評 中村一成著『ウトロ ここで生き、ここで

死ぬ』 文公輝
■月刊 ヒューマンライツ 421■

（部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇特集 部落差別動画の完全削除にむけて
◇識字運動の担い手たちが語る 国際識字年の

運動とムラを歩いた私の経験が重なってできた
識字学級は、おばあちゃんたちの生活を変え、
生きがいになった（前編） 中井栄子さん（しら
さぎ識字学級） 編集：小原武次郎

◇書評 阿部藹著『沖縄と国際人権法―自己決定権
をめぐる議論への一考察』 上村英明

■月刊 ヒューマンライツ 422■

（部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇識字運動の担い手たちが語る 国際識字年の

運動とムラを歩いた私の経験が重なってできた
識字学級は、おばあちゃんたちの生活を変え、
生きがいになった（後編） 中井栄子さん（しら
さぎ識字学級） 編集：小原武次郎

■月刊 ヒューマンライツ ■

（部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇わたしの視点―メディアの現場から 第 回

北陸の部落問題 戸田 栄

◇明日をかえる法人―新たな人権への取り組み
第 回 学校現場の課題を教職員の声の力で変
えていく―スクール・ボイス・プロジェクト
武田 緑

◇識字運動の担い手たちが語る 地域が支える地域
の識字〔前編〕友永香鶴子さん 編集：森 実

◇人権教育の実践の現場から（ ）わたしの原点
～問いから広がる学びと生き方～（前編）樋富
真吾

◇貧困・子ども・人権 第 回 現在の子どもを
取り巻く状況と人権（後編）豊川 まや

◇ 連載 企業経営の基盤に人権の尊重を ３「部
落地名総鑑」事件の発覚とその時代 山
岡尚哉

◇ 連載 「困りごと」を抱えた人びと 鳥取県調査
から見えてくるもの 回 谷川雅彦

◇泰司と元樹の書きたいざんまい 第 回「差別
をしない・支えない・なくす努力を学ぶ」とい
うこと 松村元樹

◇ 連載 走りながら考える第 回 社会に多大
な影響を与えるチャット 北口末広

◇ 連載 本の道草 「できる／できない」と体
の可能性 冠野 文

◇人権をめぐる動き〈 ～ 〉
■月刊 ヒューマンライツ ■

（部落解放・人権研究所刊 ） 円
◇ 特集 今こそ再審法の改正へ～冤罪被害者の迅

速な救済のために～ 鴨志田祐美
◇ 特集 狭山事件の再審、証拠開示について これ

までの取り組みから見えてくること 安
田 聡

◇第 回 立ち返るべきは「人権」―入管法改正
案の欺瞞 佐藤 慧

◇ シリーズ マイノリティの声 第 回 アイ
ヌヘイトスピーチは許さない！ 多原良子

◇明日をかえる法人―新たな人権への取り組み
第 回 誰一人置き去りにしない教育を求めて
～夜間中学の諸問題を考える～ 一般社団法人
基礎教育保障研究所 理事長 城之内庸仁

◇識字運動の担い手たちが語る 回 地域が支え

京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇全国水平社創立 周年到達点と課題とは
西尾泰広

■地域と人権 1243■

（全国地域人権運動総連合刊 ） 円
◇全国水平社創立 周年到達点と課題とは
西尾泰広

■月刊地域と人権 468■

（全国地域人権運動総連合刊 ）
◇全国水平社創立 周年記念中央集会の中で
■月刊地域と人権 469■

（全国地域人権運動総連合刊 ）
◇全国水平社創立 周年記念レセプションの記録
◇全国水平社の歴史と創立 周年の意義 尾川昌法
◇映画『私のはなし 部落のはなし』について 植
山光朗

■月刊地域と人権 ■

（全国地域人権運動総連合刊 ）
◇ 年度政府要請回答と資料上
■地域と人権京都 880■

（京都地域人権運動連合会刊 ） 円
◇戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革
川部昇

■地域と人権京都 881■

（京都地域人権運動連合会刊 ） 円
◇戦後京都市の部落解放運動と同和行政の沿革
最終回川部昇

■地域と人権京都 882■

（京都地域人権運動連合会刊 ） 円
◇東七條米騒動 木下憲二
■地域と人権京都 883■

（京都地域人権運動連合会刊 ） 円
◇東七條米騒動 木下憲二
■地域と人権京都 884■

（京都地域人権運動連合会刊 ） 円
◇東七條米騒動 木下憲二
■地域と人権京都 885■

（京都地域人権運動連合会刊 ） 円
◇東七條米騒動 木下憲二
■地域と人権京都 886■

（京都地域人権運動連合会刊 ） 円

◇東七條米騒動 木下憲二
■であい 731■

（全国人権教育研究協議会刊 ） 円
◇人権文化を拓く 沖縄ヘイトと対峙する阿部岳
■であい 732■

（全国人権教育研究協議会刊 ） 円
◇人権文化を拓く 輝く笑顔と共に古川沙樹
■であい 733■

（全国人権教育研究協議会刊 ） 円
◇フィールドワーク浅草・弾左衛門レポート
◇全人教略年表
◇人権文化を拓く みんなやさしかった 奈良
少年刑務所の少年たち寮美千子

■であい 734■

（全国人権教育研究協議会刊 ） 円
◇全国高等学校統一応募用紙制定 年～その理念
と課題に学ぶ ～

◇人権文化を拓く 子どもの権利とかすかな
へのアンテナ村上靖彦

■同和教育論究 44■

（同和教育振興会刊 ） ＋税
◇今、改めて「部落差別に正面から向き合う」と
いうこと奥本武裕

◇史料紹介 近世真宗差別問題史料 「諸事取調
言上帳」（その二。村井博・八木善全・八木定
富担当分）左右田昌幸

◇書評同朋の会編『同朋教団のかなしみ「寺中」
差別の現実から』岩本智依

■奈良県立同和問題関係史料センター研究紀要27■

（奈良県教育委員会刊 ）
◇大和同志会中川義雄の活動をめぐって 深澤吉隆
◇『在方山方書出帳』から見た近世末大和国 吉
野郡の一商業圏 竹中緑

◇「閩人三十六姓」と久米村の研究ノート 今西就子
◇中世大和の呪術に関する考察―番条籠名事件か
ら 山村雅史

◇史料紹介享保十年（一七二五）郡山今井町「町
内軒役帳」奥本武裕

◇史料紹介龍田神社の神事・祭礼と被差別部落と
の関わりについて上野充

京都部落問題研究資料センター通信 第72号 2023年7月25日
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（同和教育振興会刊 ） ＋税
◇今、改めて「部落差別に正面から向き合う」と
いうこと奥本武裕
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◇大和同志会中川義雄の活動をめぐって 深澤吉隆
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京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇八鹿高校事件から半世紀 第 章 日本教育の青春と
同和教育 責善教育と私の高校生活 小川真奈美

◇人はみな人と接して人となる―同和教育と部落
問題へのとりくみ 山田稔

◇和歌山県立図書館の閲覧制限問題
・和歌山県立図書館長への「申し入れ」
・和歌山県立図書館の「回答」
◇ 年度『人権と部落問題』総目次（ 号～

号）
■人権と部落問題 970■

（部落問題研究所刊 ） 円
◇特集 脅かされる国民のくらし
◇本棚 植山光朗著『検証 同和行政下の解放運動

の光と闇―新しい「差別意識」解消のために
―』 藤本修子

◇文芸の散歩道 「渡辺村」にて饗応される男『翁
草』より― 小原亨

◇高校教科書「日本史探究」「政治・経済」の部
落問題記述の検討 大阪教育文化センター「部落
問題解決と教育」研究会

◇人はみな人と接して人となる―同和教育と部落
問題へのとりくみ 山田稔

◇八鹿高校事件から半世紀 第 章 日本教育の青春と
同和教育 和歌山県の勤評闘争と国民の教育権 東
上高志

■人権と部落問題 971■

（部落問題研究所刊 ） 円
◇特集 今日の平和教育の意義
◇文芸の散歩道 嵯峨の屋主人作「庭のをしへ子」

近代文学者初の部落問題文芸 秦重雄
◇八鹿高校事件から半世紀 第 章 日本教育の青春と

同和教育 日本教育の青春と高校生活 東上高志
◇人はみな人と接して人となる 同和教育と部落

問題へのとりくみ 山田稔
■人権と部落問題 972■

（部落問題研究所刊 ） 円
◇特集 旧同和地区のまちづくりを考える
・開かれた新しい街めざし 年、北方（北九州市）は

いまだ模索中 植山光朗
・旧同和地区「市営住宅団地再生計画」のあり方

の検討 都市計画の見直し（案）を視野に入れ
て（京都市の場合） 片方信也

・広がる住民の交流と運動 京都市養正のまちづ
くり 清原正人

・千本北大路（京都市）のまちづくりを考える
吉田剛

・旧同和地区で進む「住戸建て替え計画」 崇仁
地域と京都市の計画について 井手幸喜

◇八鹿高校事件から半世紀第 章 日本教育の青春と
同和教育 ルポ但馬に春が―八鹿町に町長選・町
議選をたずねる― 東上高志

◇本棚 尾川昌法著『新版 写真で見る水平運動史』
瀧本哲哉

◇文芸の散歩道 中里介山の見事な回答―全水京都
府連の質問に対して― 秦重雄

◇人はみな人と接して人となる 同和教育と部落
問題へのとりくみ 山田稔

■振興会通信 169■

（同和教育振興会刊 ）
◇同朋運動史の窓 左右田昌幸
■真宗 1429■

（真宗大谷派宗務所刊 ） 円
◇解放の共学―「是旃陀羅」問題に聞く―「われ

ら」の地平 井上尚実
■信州農村開発史研究所報 163■

（信州農村開発史研究所刊 ）
◇「戌の満水」による浅科地区の被害 斎藤洋一
■月刊スティグマ 321■

（千葉県人権センター刊 ） 円
◇差別とは何か、偏見とは何か 千葉の部落に

生きた先達の語り 福岡安則
■月刊スティグマ ■

（千葉県人権センター刊 ） 円
◇差別とは何か、偏見とは何か 千葉の部落に

生きた先達の語り 福岡安則
■栃木県連ニュース ■

（部落解放同盟栃木県連合会刊 ）
◇第 回県連大会関連記事
■地域と人権 1242■

（全国地域人権運動総連合刊 ） 円

京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇関西学院における 年度のインクルーシブ・
コミュニティ実現のための取り組み： 周年を
迎えた関学レインボーウィークを中心に 武田
丈・澤田有希子

◇「関学ヒューマンライブラリー 」開催報告
「当事者」たちの物語を「読む」ことの楽しさ
と大切さ 宮崎聡子・阿部潔

◇「構造的差別」について考える～近代化過程と差別
意識の形成を通して～日野謙一講話録 日野謙一

■関西大学人権問題研究室紀要 85■

（関西大学人権問題研究室刊 ）
◇居場所の包括連携による全国モデルづくりに向

けたアクションリサーチ 大阪府高槻市におけ
る市域広域事業の取り組みから 岡本工介

◇総力戦体制期の厚生事業と山口正 戦時厚生論
への転回過程を中心に 吉村智博

■京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信42■

（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊
）

◇「やさしい日本語、やさしい声かけ」木之本マ
リルさんにインタビュー

■ グローブ) 113■

（世界人権問題研究センター刊 ）
◇ヘイトスピーチ条例に基づく「氏名又は名称」

の公表について 島村健
◇アメリカの強制収容所での日系移民調査と部落

差別 廣岡浄進
◇社会調査における性別聴取の現状とこれから

釜野さおり
◇「身体」から考える人権 誌上ワークショップ

渡辺毅
■佐賀部落解放研究所紀要 40■

（佐賀部落解放研究所刊 ）
◇「身分制度」「身分制社会」などと言う勿れ

江戸時代の身分と身分差別― 畑中敏之
◇人の世に熱と光を―水平社創立の思想に学ぶ

駒井忠之
◇差別発言から四年 人間に期待し、人間を信頼し

たい 一法師本治
◇紹介 朝治武・黒川みどり・内田龍史編『非部落

民の部落問題』 田中和男
■狭山差別裁判 535■

（部落解放同盟中央本部中央狭山闘争本部刊
） 円

◇特集 袴田事件再審確定
■障害史研究 4■

（障害史研究会刊 ）
◇地域と障害者 中村治
◇戦傷病者戦没者遺族等援護法と更生医療―戦後

復興期の京都府を事例として― 山下麻衣
◇近世の伝聞記録「耳嚢」にみる＜障害＞―素材

と論点― 高野信治
◇近代日本における「保養」概念の形成と展開

瀧澤利行
◇史料紹介 近世日本史料『続編孝義録料』にみる

唖者―近世日本の農村社会に見る聾唖表象 末
森明夫

◇ブックレビュー ローズマリー・マルケーイ著・
鈴木光雄訳（ ）『聾唖の天才画家エル・ム
ード』文芸社―中近世西欧と近世日本にみる聾
唖教育の類比に関する提言― 末森明夫

■人権教育研究 31■

（花園大学人権教育研究センター刊 ）
◇社会福祉における部落問題の位置― ～

年代の社会福祉研究を中心に 梅木真寿郎
■人権と部落問題 969■

（部落問題研究所刊 ） 円
◇特集 今日の部落問題をめぐる争点
・同和地区の識別情報は人権侵害か―東京地裁判

決から考える― 丹羽徹
・法務省の『依命通知』における部落問題認識「同

和地区」・地名問題と関わって 藤本清二郎
・「部落はどこでもない」「部落民は誰でもない」

ブックレット『映画「私のはなし 部落のはな
し」を観て』の中心思想 秦重雄

・「部落差別はなお根深く」存在するのか「部落
差別の実態に係る調査結果」が明らかにしたこ
と 梅田修

◇本棚 秦重雄著『映画「私のはなし 部落のはな
し」を観て―部落問題を深掘りする―』 大森実

京都部落問題研究資料センター通信 第72号 2023年7月25日

12



京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇関西学院における 年度のインクルーシブ・
コミュニティ実現のための取り組み： 周年を
迎えた関学レインボーウィークを中心に 武田
丈・澤田有希子

◇「関学ヒューマンライブラリー 」開催報告
「当事者」たちの物語を「読む」ことの楽しさ
と大切さ 宮崎聡子・阿部潔

◇「構造的差別」について考える～近代化過程と差別
意識の形成を通して～日野謙一講話録 日野謙一

■関西大学人権問題研究室紀要 85■

（関西大学人権問題研究室刊 ）
◇居場所の包括連携による全国モデルづくりに向

けたアクションリサーチ 大阪府高槻市におけ
る市域広域事業の取り組みから 岡本工介
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■京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信42■

（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊
）

◇「やさしい日本語、やさしい声かけ」木之本マ
リルさんにインタビュー

■ グローブ) 113■

（世界人権問題研究センター刊 ）
◇ヘイトスピーチ条例に基づく「氏名又は名称」

の公表について 島村健
◇アメリカの強制収容所での日系移民調査と部落

差別 廣岡浄進
◇社会調査における性別聴取の現状とこれから

釜野さおり
◇「身体」から考える人権 誌上ワークショップ

渡辺毅
■佐賀部落解放研究所紀要 40■

（佐賀部落解放研究所刊 ）
◇「身分制度」「身分制社会」などと言う勿れ

江戸時代の身分と身分差別― 畑中敏之
◇人の世に熱と光を―水平社創立の思想に学ぶ

駒井忠之
◇差別発言から四年 人間に期待し、人間を信頼し

たい 一法師本治
◇紹介 朝治武・黒川みどり・内田龍史編『非部落

民の部落問題』 田中和男
■狭山差別裁判 535■

（部落解放同盟中央本部中央狭山闘争本部刊
） 円

◇特集 袴田事件再審確定
■障害史研究 4■

（障害史研究会刊 ）
◇地域と障害者 中村治
◇戦傷病者戦没者遺族等援護法と更生医療―戦後

復興期の京都府を事例として― 山下麻衣
◇近世の伝聞記録「耳嚢」にみる＜障害＞―素材

と論点― 高野信治
◇近代日本における「保養」概念の形成と展開

瀧澤利行
◇史料紹介 近世日本史料『続編孝義録料』にみる

唖者―近世日本の農村社会に見る聾唖表象 末
森明夫

◇ブックレビュー ローズマリー・マルケーイ著・
鈴木光雄訳（ ）『聾唖の天才画家エル・ム
ード』文芸社―中近世西欧と近世日本にみる聾
唖教育の類比に関する提言― 末森明夫

■人権教育研究 31■

（花園大学人権教育研究センター刊 ）
◇社会福祉における部落問題の位置― ～

年代の社会福祉研究を中心に 梅木真寿郎
■人権と部落問題 969■

（部落問題研究所刊 ） 円
◇特集 今日の部落問題をめぐる争点
・同和地区の識別情報は人権侵害か―東京地裁判

決から考える― 丹羽徹
・法務省の『依命通知』における部落問題認識「同

和地区」・地名問題と関わって 藤本清二郎
・「部落はどこでもない」「部落民は誰でもない」

ブックレット『映画「私のはなし 部落のはな
し」を観て』の中心思想 秦重雄

・「部落差別はなお根深く」存在するのか「部落
差別の実態に係る調査結果」が明らかにしたこ
と 梅田修

◇本棚 秦重雄著『映画「私のはなし 部落のはな
し」を観て―部落問題を深掘りする―』 大森実

京都部落問題研究資料センター通信 第72号2023年7月25日

13



京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇ 燈台 自主夜間学校「いいあす京都」開校を祝う会
◇ 京都市協が合同部会
◇ 福知山市協が第 回定期大会
■解放新聞京都版 ■

（解放新聞社京都支局刊 ）
◇部落解放京都府企業連連合会第 総会
■解放新聞滋賀版 ■

（部落解放同盟滋賀県連合会刊 ）
◇ 部落解放第 回全国女性集会関連記事
◇ 滋賀人権啓発企業連絡会第 回総会関
■解放新聞滋賀版 ■

（部落解放同盟滋賀県連合会刊 ）
◇ 第 回定期大会関連記事
■解放新聞広島県版 2454■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 2455■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 2456■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 2457■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 2458■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 2459■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 2460■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 2461■

（解放新聞社広島支局刊 ）
◇半世紀前広島の部落解放運動は
■解放新聞広島県版 ■
（解放新聞社広島支局刊 ）
◇ 部落解放・人権啓発講座関連記事

■かけはし 5■

（香川県隣保館連絡協議会刊 ）
◇香川隣保ソーシャルワーカーは、かくして生まれた
■語る・かたる・トーク 336■

（横浜国際人権センター刊 ） 円
◇語る・かたる・エッセー中高生とともに差別と
闘う「信じる」でなく「信じ抜く」吉成タダシ

◇部落史学び直し問い直しのススメ 中世の文
化と差別された人々 ケガレとキヨメ外川正明

■語る・かたる・トーク 337■

（横浜国際人権センター刊 ） 円
◇語る・かたる・エッセー中高生とともに差別と
闘う伝えたい「が」吉成タダシ

◇部落史学び直し問い直しのススメ 中世の文
化と差別された人々 洛外に暮らした河原者た
ち 外川正明

■語る・かたる・トーク 338■

（横浜国際人権センター刊 ） 円
◇語る・かたる・エッセー中高生とともに差別と
闘う賞味期限：なし吉成タダシ

◇部落史学び直し問い直しのススメ 中世の文
化と差別された人々 仏教、神道とケガレ 外
川正明

■語る・かたる・トーク 339■

（横浜国際人権センター刊 ） 円
◇語る・かたる・エッセー中高生とともに差別と
闘う人権学習は、希望吉成タダシ

◇部落史学び直し問い直しのススメ 中世の文
化と差別された人々 造園のデザイナー山水河
原者外川正明

■関西学院大学人権研究 27■

（関西学院大学人権教育研究室刊 ）
◇外国にルーツのある学生の就職活動における人
権課題： アンケート調査・聞き取り調査
結果からの大学への提言辻本久夫・原弘輝・岩
坂二規・高吉美・澤田有希子・高島千代・中川
慎二・山本紀子・吉野太郎・武田丈

◇学校プリントの日本語レベル測定の試み 散在地域
の外国人保護者が直面する読みの課題 荻田朋子
◇難民問題への本学の取り組み― 年度 打樋啓史

京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇史料紹介 『横濱繁昌記』より「半面の横濱 ３
乞食谷戸」 鳥山洋

◇八代目弾左衛門（要人）の仕置きと代替わりに
関連した在方の動き 「くりから薬師」建立一
件・顛末 松本勝

◇史料紹介 草津湯宿逃去り一件 鳥山洋
■解放新聞 3057■

（解放新聞社刊 ） 円
◇炎上するヨーロッパ 暴力にさらされるロマ 金

子マーティン（寄稿）
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
■解放新聞 3058■

（解放新聞社刊 ） 円
◇本の紹介 河内水平社創立 周年記念事業実行

委員会編『あゆんだみち』 歯朶山加代
■解放新聞 3059■

（解放新聞社刊 ） 円
◇「熱と光」にみちびかれて部落解放への教育 森実
■解放新聞 3060■

（解放新聞社刊 ） 円
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
◇本の紹介 部落解放同盟大阪府連合会編『大阪の

部落解放運動 年の歴史と展望』吉田勉
■解放新聞 3061■

（解放新聞社刊 ） 円
◇本の紹介 黒坂愛衣・福岡安則著『ハンセン病家

族訴訟 裁きへの社会学的関与』 日野範之
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
■解放新聞 3062■

（解放新聞社刊 ） 円
◇資料を大阪公立大へ リバティが報告集会
◇投稿 部落差別の責任は国家にあり 現在に続く

一方的独善性 川元祥一
◇「熱と光」にみちびかれて部落解放への教育 森実
■解放新聞 3063■

（解放新聞社刊 ） 円
◇リバティおおさか 大阪公立大学への人権資料の

寄贈と今後の方向
◇本の紹介 部落解放同盟群馬県連合会刊『群馬の

部落解放運動史 1923―2023 群馬県水平社創立
年』 朝治武

◇投稿 部落差別の責任は国家にあり 現在に続く
一方的独善性 川元祥一

■解放新聞 3064■

（解放新聞社刊 ） 円
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
◇『被差別部落に生まれて 石川一雄が語る狭山

事件』 著者・黒川みどりさんに聞く
◇投稿 部落差別の責任は国家にあり 現在に続く

一方的独善性 川元祥一
■解放新聞 3065■

（解放新聞社刊 ） 円
◇水平社創立 周年記念事業で韓国を訪問 朝治武
◇本の紹介 斎藤幸平著『ぼくはウーバーで捻挫

し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』 谷元昭信
◇「熱と光」にみちびかれて部落解放への教育 森実
■解放新聞 3066■

（解放新聞社刊 ） 円
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
■解放新聞大阪版 ■

（解放新聞社大阪支局刊 ）
◇「全国部落調査」 月 日に判決
◇ 主張 差別につながる「裏アカ調査」 問われ

る公正採用選考のあり方
■解放新聞大阪版 ■

（解放新聞社大阪支局刊 ）
◇全国部落調査訴訟判決関連記事
■解放新聞京都版 ■

（解放新聞社京都支局刊 ）
◇京都府連に脅迫メッセージ届く「ヘイトクライ

ムは許さない」
◇ 狭山事件の再審を求める市民集会 東京・

日比谷 関連記事
◇第 期京都人権文化講座「沈黙からの目覚め」

藤尾まさよさん講演
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◇史料紹介 『横濱繁昌記』より「半面の横濱 ３
乞食谷戸」 鳥山洋

◇八代目弾左衛門（要人）の仕置きと代替わりに
関連した在方の動き 「くりから薬師」建立一
件・顛末 松本勝

◇史料紹介 草津湯宿逃去り一件 鳥山洋
■解放新聞 3057■

（解放新聞社刊 ） 円
◇炎上するヨーロッパ 暴力にさらされるロマ 金

子マーティン（寄稿）
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
■解放新聞 3058■

（解放新聞社刊 ） 円
◇本の紹介 河内水平社創立 周年記念事業実行

委員会編『あゆんだみち』 歯朶山加代
■解放新聞 3059■

（解放新聞社刊 ） 円
◇「熱と光」にみちびかれて部落解放への教育 森実
■解放新聞 3060■

（解放新聞社刊 ） 円
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
◇本の紹介 部落解放同盟大阪府連合会編『大阪の

部落解放運動 年の歴史と展望』吉田勉
■解放新聞 3061■

（解放新聞社刊 ） 円
◇本の紹介 黒坂愛衣・福岡安則著『ハンセン病家

族訴訟 裁きへの社会学的関与』 日野範之
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
■解放新聞 3062■

（解放新聞社刊 ） 円
◇資料を大阪公立大へ リバティが報告集会
◇投稿 部落差別の責任は国家にあり 現在に続く

一方的独善性 川元祥一
◇「熱と光」にみちびかれて部落解放への教育 森実
■解放新聞 3063■

（解放新聞社刊 ） 円
◇リバティおおさか 大阪公立大学への人権資料の

寄贈と今後の方向
◇本の紹介 部落解放同盟群馬県連合会刊『群馬の

部落解放運動史 1923―2023 群馬県水平社創立
年』 朝治武

◇投稿 部落差別の責任は国家にあり 現在に続く
一方的独善性 川元祥一

■解放新聞 3064■

（解放新聞社刊 ） 円
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
◇『被差別部落に生まれて 石川一雄が語る狭山

事件』 著者・黒川みどりさんに聞く
◇投稿 部落差別の責任は国家にあり 現在に続く

一方的独善性 川元祥一
■解放新聞 3065■

（解放新聞社刊 ） 円
◇水平社創立 周年記念事業で韓国を訪問 朝治武
◇本の紹介 斎藤幸平著『ぼくはウーバーで捻挫

し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』 谷元昭信
◇「熱と光」にみちびかれて部落解放への教育 森実
■解放新聞 3066■

（解放新聞社刊 ） 円
◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅原

智恵美
■解放新聞大阪版 ■

（解放新聞社大阪支局刊 ）
◇「全国部落調査」 月 日に判決
◇ 主張 差別につながる「裏アカ調査」 問われ

る公正採用選考のあり方
■解放新聞大阪版 ■

（解放新聞社大阪支局刊 ）
◇全国部落調査訴訟判決関連記事
■解放新聞京都版 ■

（解放新聞社京都支局刊 ）
◇京都府連に脅迫メッセージ届く「ヘイトクライ

ムは許さない」
◇ 狭山事件の再審を求める市民集会 東京・

日比谷 関連記事
◇第 期京都人権文化講座「沈黙からの目覚め」

藤尾まさよさん講演
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□所在地 〒 京都市北区小山下総町 京都府部落解放センター 階
□ □
□
□開室時間 月曜日～水曜日・金曜日・第 ・第 土曜日 時 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 分）下車 北へ徒歩 分

■アイユ 382■

（人権教育啓発推進センター刊 ） 円
◇インタビュー今なお残る差別―この映画を見て
感じて考えてもらいたい満若勇咲さん

■アイユ 386■

（人権教育啓発推進センター刊 ） 円
◇インタビュー人として、アイヌとして人の痛
みを知り、共に生きる宇梶剛士さん

■ 通信 ■
（反差別国際運動刊 ）
◇特集 自由権審査が示すもの ・難民・在
日コリアン

◇不可視化に抗するために 年前の部落女性
は何を伝えようとしたか 宮前千雅子

■ 通信 214■

（反差別国際運動刊 ）
◇特集子どもの権利を守るために
■ウィングス京都 175■

（京都市男女共同参画推進協会刊 ）
◇図書情報室新刊案内
・鷲谷花著『姫とホモソーシャル半信半疑のフェ
ミニズム映画批評』

・堺正一著『荻野吟子とジェンダー平等』
■ウィングス京都 176■

（京都市男女共同参画推進協会刊 ）
◇図書情報室新刊案内
・猪谷千香著『ギャラリーストーカ―美術業界を
蝕む女性差別と性被害』

・三浦まり著『さらば、男性政治』
■解放共闘大阪 ■

（部落解放大阪府民共闘会議刊 ）
◇ 狭山事件現地調査関連記事
◇ 部落解放・人権政策確立要求第一次中央
集会

■解放共闘大阪 ■

（部落解放大阪府民共闘会議刊 ）
◇全国部落調査裁判 東京高裁で勝訴判決
◇関東大震災から 年
■解放研究 ３３■

（東日本部落解放研究所刊 ） 円＋税
◇大正知識人の指導者意識と部落解放思想 全国
水平社創立期における三浦参玄洞・佐野学
佐々木政文

◇長野県同和教育副教材『あけぼの』の改訂につ
いて―大鹿中学校の学びとともに・『私たちは
誹謗中傷をしません』宣言への道のり 永池隆

◇横浜の都市下層の歴史から考える 「乞食谷
戸」と呼ばれた地域の歴史を通じて 藤原望

収集逐次刊行物目次 （ 年 月～ 月受入）
―各逐次刊行物の目次の中から部落問題に関係のあるものを中心にピックアップしました―

事務局より

◇ 月より「差別の歴史を考える連続講座（後半）」が始まります。どうぞご参加ください。

第４回 月 日 金 「幕末京都の非人小屋「水車」の人々」 講師：小林ひろみさん

第５回 月 日 金 「日本の識字問題から「人権」について考える」 講師：棚田洋平さん

第６回 月 日 金 「近世政治起源説はなぜ一世を風靡したのか」 講師：佐々木政文さん

《時間》各回とも午後 ： ～午後 ： 《会場》京都府部落解放センター 階ホール
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