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主
催
の
「
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続

講
座
（
全
六
回
）
」
の
第
三
回
（
七
月

十
四
日
）
と
第
四
回
（
十
月
十
三
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
覧
く
だ
さ
い
。

昨
年
六
〇
年
ぶ
り
に
島
崎
藤
村
の

『
破
戒
』
が
映
画
化
さ
れ
た
。
畑
中
敏

之
さ
ん
は
昨
年
上
映
さ
れ
た
映
画
『
破

戒
』
と
原
作
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
被

差
別
当
事
者
が
被
差
別
の
現
実
を
我
が

身
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
着
眼
し
て
、

主
人
公
の
瀬
川
丑
松
を
「
卑
屈
／
差
別

か
ら
逃
げ
た
」
と
し
て
き
た
従
来
の
言

説
を
批
判
し
た
。

丑
松
が
生
徒
た
ち
に
部
落
民
で
あ
る

こ
と
を
告
白
し
詫
び
る
場
面
に
つ
い
て
、

部
落
民
で
あ
る
こ
と
を
卑
下
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
た
だ
隠
し
て
き
た
こ
と

を
詫
び
て
い
る
の
だ
と
し
た
。

丑
松
は
、
「
か
く
せ
」
と
い
う
父
親

の
戒
め
を
破
っ
て
、
「
か
く
さ
な
い
」

道
を
選
ん
だ
。
教
師
で
あ
る
丑
松
が
彼

の
教
え
て
き
た
子
ど
も
た
ち
を
前
に
し

て
行
っ
た
告
白
は
「
私
は
そ
の
卑
賤
し

い
穢
多
の
一
人
で
す
」
、
「
全
く
、
私
は

穢
多
で
す
、
調
里
で
す
、
不
浄
な
人
間

で
す
」
と
い
う
言
葉
や
、
「
『
許
し
て
下

さ
い
』
と
言
い
な
が
ら
板
敷
の
上
へ
跪

い
た
」
と
い
う
丑
松
の
行
動
が
部
落
民

で
あ
る
こ
と
を
「
否
定
的
」
に
捉
え
て

い
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

「
私
は
そ
の
卑
賤
し
い
穢
多
の
一
人
で

す
」
な
ど
と
い
う
言
葉
の
み
を
取
り
出

す
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
の

中
に
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
読
み

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
畑
中
さ
ん

は
言
う
。
ま
た
「
許
し
て
下
さ
い
」
と

い
う
の
は
「
今
ま
で
隠
蔽
し
て
い
た
」

こ
と
を
詫
び
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。

丑
松
は
生
徒
た
ち
に
「
別
火
・
別
器

の
習
俗
差
別
（
異
種
観
念
・
浄
穢
観
念

に
支
え
ら
れ
た
差
別
）
」
な
ど
の
事
例

を
挙
げ
て
、
ど
の
よ
う
な
社
会
関
係
・

身
分
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
か
を
説

明
し
、
「
穢
多
」
、
「
不
浄
な
人
間
」
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
さ
に
、

そ
の
差
別
の
現
実
を
「
告
発
」
し
て
い

る
。
丑
松
は
差
別
・
被
差
別
の
現
実
を

容
認
（
肯
定
）
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
差
別
を

「
告
発
」
す
る
丑
松
の
言
葉
で
あ
り
、

被
差
別
の
現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け

た
丑
松
の
姿
な
の
で
は
な
い
か
と
持
論

を
展
開
し
た
。

丑
松
が
告
白
の
場
面
で
「
れ
る
・
ら

れ
る
」
で
は
な
く
「
で
あ
る
」
と
表
現

し
た
の
は
、
彼
の
表
現
の
拙
さ
で
は
な

い
。
「
穢
多
」
と
し
て
差
別
さ
れ
て
い

る
現
実
、
そ
の
被
差
別
の
現
実
を
我
が

身
に
引
き
受
け
る
「
覚
悟
」
が
、
丑
松

に
「
私
は
穢
多
で
す
」
と
言
わ
せ
た
。

そ
れ
は
被
差
別
の
現
実
を
我
が
身
に
引

き
受
け
る
言
葉
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
あ

の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
、
差
別
を

「
告
発
」
す
る
自
ら
の
思
い
を
伝
え
る

た
め
の
よ
り
効
果
的
な
表
現
な
の
で
は

な
い
か
と
畑
中
さ
ん
は
主
張
し
た
。

ま
た
、
丑
松
の
告
白
は
水
平
社
宣
言

の
「
吾
々
が
エ
タ
で
あ
る
事
を
誇
り
得

る
時
が
来
た
の
だ
」
に
も
つ
な
が
る
。

「
吾
々
が
エ
タ
で
あ
る
事
」
と
は
「
穢

多
」
と
し
て
差
別
さ
れ
て
い
る
現
実
の

こ
と
で
あ
る
。
「
吾
々
が
エ
タ
で
あ
る
」

こ
と
を
水
平
社
宣
言
が
容
認
や
肯
定
し

た
と
は
誰
も
読
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
エ
タ
で
あ
る
事
を
誇
り
得
る
」
と
は

「
穢
多
」
と
し
て
差
別
さ
れ
て
い
る
現

実
を
決
し
て
卑
下
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
「
か
く
す
」
こ
と
な
く
、
そ
の
被
差

別
の
現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
困

難
な
生
き
方
を
自
ら
選
択
し
た
こ
と
を

「
誇
り
得
る
」
と
し
、
そ
の
た
め
に
水

平
社
を
創
立
し
た
こ
の
時
を
「
誇
り
得
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丑
松
は
差
別
・
被
差
別
の
現
実
を

容
認
（
肯
定
）
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
差
別
を

「
告
発
」
す
る
丑
松
の
言
葉
で
あ
り
、

被
差
別
の
現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け

た
丑
松
の
姿
な
の
で
は
な
い
か
と
持
論

を
展
開
し
た
。

丑
松
が
告
白
の
場
面
で
「
れ
る
・
ら

れ
る
」
で
は
な
く
「
で
あ
る
」
と
表
現

し
た
の
は
、
彼
の
表
現
の
拙
さ
で
は
な

い
。
「
穢
多
」
と
し
て
差
別
さ
れ
て
い

る
現
実
、
そ
の
被
差
別
の
現
実
を
我
が

身
に
引
き
受
け
る
「
覚
悟
」
が
、
丑
松

に
「
私
は
穢
多
で
す
」
と
言
わ
せ
た
。

そ
れ
は
被
差
別
の
現
実
を
我
が
身
に
引

き
受
け
る
言
葉
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
あ

の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
、
差
別
を

「
告
発
」
す
る
自
ら
の
思
い
を
伝
え
る

た
め
の
よ
り
効
果
的
な
表
現
な
の
で
は

な
い
か
と
畑
中
さ
ん
は
主
張
し
た
。

ま
た
、
丑
松
の
告
白
は
水
平
社
宣
言

の
「
吾
々
が
エ
タ
で
あ
る
事
を
誇
り
得

る
時
が
来
た
の
だ
」
に
も
つ
な
が
る
。

「
吾
々
が
エ
タ
で
あ
る
事
」
と
は
「
穢

多
」
と
し
て
差
別
さ
れ
て
い
る
現
実
の

こ
と
で
あ
る
。
「
吾
々
が
エ
タ
で
あ
る
」

こ
と
を
水
平
社
宣
言
が
容
認
や
肯
定
し

た
と
は
誰
も
読
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
エ
タ
で
あ
る
事
を
誇
り
得
る
」
と
は

「
穢
多
」
と
し
て
差
別
さ
れ
て
い
る
現

実
を
決
し
て
卑
下
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
「
か
く
す
」
こ
と
な
く
、
そ
の
被
差

別
の
現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
困

難
な
生
き
方
を
自
ら
選
択
し
た
こ
と
を

「
誇
り
得
る
」
と
し
、
そ
の
た
め
に
水

平
社
を
創
立
し
た
こ
の
時
を
「
誇
り
得
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や
そ
の
他
の
理
由
で
元
の
身
分
の
生
活

が
で
き
な
く
な
っ
た
「
新
非
人
」
で
あ

る
。
特
に
飢
饉
な
ど
の
自
然
災
害
が
起

こ
る
と
各
地
の
農
村
か
ら
都
市
に
流
入

す
る
「
新
非
人
」
が
増
加
し
た
。
京
都

所
司
代
や
町
奉
行
所
は
そ
の
よ
う
な

「
新
非
人
」
の
管
理
や
統
制
を
悲
田
院

村
や
そ
の
配
下
の
非
人
小
屋
の
小
屋
頭

に
担
わ
せ
た
。
京
都
の
非
人
小
屋
は
主

に
秀
吉
が
築
い
た
御
土
居
の
外
側
に
散

在
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は

五
〇
カ
所
以
上
存
在
し
た
が
、
幕
末
に

は
二
九
カ
所
に
減
少
し
て
い
る
。
他
に

非
人
小
屋
に
入
ら
ず
屋
外
で
小
屋
掛
け

し
た
り
、
野
宿
を
し
た
り
す
る
人
々
も

多
く
あ
り
「
野
非
人
」
と
呼
ば
れ
た
。

中
世
か
ら
近
世
を
通
じ
て
被
差
別
民

の
在
り
方
に
は
地
域
差
が
あ
り
、
江
戸

時
代
の
非
人
の
組
織
の
在
り
方
も
同
様

で
あ
っ
た
。
京
都
の
場
合
、
多
く
の
乞

食
を
支
配
し
て
い
た
集
団
は
一
七
二
〇

年
代
に
京
都
所
司
代
に
よ
っ
て
洛
東
の

岡
崎
の
税
の
か
か
ら
な
い
免
税
地
を
与

え
ら
れ
て
移
転
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ

が
「
悲
田
院
」
、
あ
る
い
は
「
悲
田
院

村
」
と
呼
ば
れ
て
京
都
の
非
人
支
配
の

拠
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

非
人
小
屋
「
水
車
」
の
居
住
環
境
は

『
今
村
家
文
書
史
料
集
上
巻
』
の
絵
図

な
ど
か
ら
一
二
棟
、
部
屋
数
八
五
と
推

定
さ
れ
る
。
雪
隠
（
せ
つ
い
ん
＝
ト
イ
レ
）

が
二
か
所
、
井
戸
も
二
か
所
し
か
な
い
。

一
部
屋
の
広
さ
は
一
間×

一
間
半
の
三

畳
。
入
口
に
竈
を
備
え
た
一
畳
分
の
土

間
、
奥
に
二
畳
分
の
空
間
が
あ
る
。

幕
末
期
の
「
水
車
」
は
一
八
世
紀
初

頭
ま
で
に
確
立
し
た
近
世
的
な
町
・
村

と
の
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
各

町
・
村
が
特
定
の
非
人
の
支
配
層
の
小

屋
頭
と
「
旦
那
・
出
入
」
と
呼
ば
れ
る

関
係
を
結
ん
で
い
た
。
こ
の
「
旦
那
・

出
入
」
の
関
係
と
は
、
定
期
的
に
町
や

村
の
家
の
戸
口
に
廻
っ
て
来
る
非
人
に

一
定
の
米
や
銭
を
渡
す
代
わ
り
に
、
他

の
非
人
を
そ
の
町
や
村
か
ら
排
除
さ
せ

る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
町
や

村
に
と
っ
て
は
「
悪
ね
だ
り
」
と
呼
ば

れ
る
執
拗
で
脅
迫
的
な
施
し
要
求
を
防

ぐ
と
い
う
利
点
が
あ
り
、
悲
田
院
村
に

と
っ
て
は
自
分
た
ち
が
乞
食
を
す
る
縄

張
り
を
独
占
で
き
る
と
い
う
持
ち
つ
持

た
れ
つ
の
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
だ
。

ま
た
、
非
人
は
番
人
や
行
き
倒
れ
た
非

人
へ
の
対
応
に
派
遣
さ
れ
、
町
や
村
の

公
共
的
機
能
の
一
部
を
請
け
負
っ
て
い

た
。
非
人
小
屋
の
辻
芸
人
た
ち
は
幕
末

に
は
芸
が
高
度
化
し
て
都
市
文
化
の
一

翼
を
担
っ
て
い
た
。

そ
し
て
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
「
水

車
」
は
一
八
世
紀
ま
で
の
非
人
固
有
の

仕
事
以
外
の
分
野
に
も
進
出
し
て
い
た
。

火
屋
へ
の
火
葬
従
事
者
も
派
遣
し
て
い

た
。
ま
た
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
な
ど
に

も
臨
時
の
人
足
を
派
遣
し
た
。
今
村
家

文
書
一
六
八
六

横
帳
『
安
政
三
辰
年
正

月

留
記
』

に
よ
る
と
本
郷
・
上
郷
の
村

人
が
し
り
込
み
す
る
よ
う
な
水
位
が
高

く
な
っ
た
鴨
川
に
「
投
渡
橋
」
を
掛
け

る
危
険
な
作
業
も
請
け
負
っ
て
い
る
。

「
水
車
」
の
人
々
の
組
織
的
な
手
際
の

良
さ
や
、
水
際
で
の
作
業
の
熟
練
が
見

て
取
れ
る
。

一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
非
人
小
屋
の
仕

事
は
、
非
人
以
外
の
「
か
わ
た
」
身
分
や

日
雇
い
の
仕
事
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
り
、

幕
末
に
は
非
人
の
仕
事
と
他
の
被
差
別
民

や
貧
困
層
と
の
垣
根
が
よ
り
曖
昧
に
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
す

べ
て
幕
末
京
都
の
市
街
地
と
そ
の
近
郊
の

地
域
の
「
雇
用
の
調
整
弁
」
と
し
て
機
能

し
て
い
た
。

「
水
車
」
の
小
屋
頭
と
そ
の
配
下
の
非

人
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

小
屋
頭
は
住
居
と
仕
事
の
道
具
を
所
有
し

配
下
の
非
人
に
貸
し
出
し
、
仕
事
を
提
供

し
た
。
配
下
の
非
人
は
家
賃
と
仕
事
の
道

具
の
代
金
を
小
屋
頭
に
支
払
っ
た
。
芸
人

以
外
の
仕
事
の
報
酬
は
派
遣
先
か
ら
小
屋

頭
に
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
小
屋
頭
は
そ
こ

か
ら
手
数
料
を
取
っ
た
。
ま
た
配
下
の
非

人
の
稼
ぎ
が
少
な
い
時
や
病
気
で
仕
事
が

で
き
な
い
時
は
、
家
賃
や
食
費
が
借
金
と

な
り
利
子
も
加
算
さ
れ
た
。

非
人
の
多
く
は
、
家
賃
の
他
に
報
酬

の
一
部
を
小
屋
頭
に
吸
い
上
げ
ら
れ
、

劣
悪
な
居
住
環
境
に
あ
っ
て
も
借
金
な

ど
で
容
易
に
は
そ
の
境
遇
か
ら
抜
け
出

せ
な
い
仕
組
み
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
。

小
屋
頭
は
、
貧
困
、
そ
の
他
様
々
な
理

由
で
元
の
身
分
の
生
活
を
維
持
で
き
な
く

な
っ
た
人
々
の
支
配
を
幕
府
公
認
で
行
っ

て
い
た
。
幕
府
に
は
規
制
を
か
け
る
と
い

う
発
想
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
在

の
私
た
ち
か
ら
見
て
阿
漕
（
あ
こ
ぎ
）
に

見
え
る
や
り
方
も
江
戸
時
代
末
ま
で
は
合

法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
合
法
と
は
い
え
、

現
在
の
貧
困
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、

貧
困
を
固
定
化
す
る
役
割
を
果
た
す
「
貧

困
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
や
り
口
を
思
い
浮
か
べ

て
し
ま
う
。
現
在
で
は
も
ち
ろ
ん
違
法
で

あ
る
が
、
部
屋
と
食
事
を
提
供
す
る
見
返

り
に
生
活
保
護
費
の
大
半
を
ピ
ン
ハ
ネ
す

る
「
囲
い
屋
」
と
か
、
家
の
な
い
フ
リ
ー

タ
ー
が
安
く
泊
ま
れ
る
ホ
テ
ル
を
経
営
し
、

そ
の
宿
泊
者
に
仕
事
を
斡
旋
す
る
「
飯

場
・
寄
場
型
人
材
派
遣
会
社
」
な
ど
、
時

代
や
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
っ
て
も

「
雇
用
の
調
整
弁
」
と
さ
れ
る
存
在
、
あ

る
い
は
運
が
悪
い
人
を
貧
困
か
ら
抜
け
出

せ
な
く
さ
せ
る
こ
と
で
成
り
立
つ
、
貧
困

層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
、
貧
困
を
固
定
化

す
る
役
割
を
果
た
す
ビ
ジ
ネ
ス
が
繰
り
返

し
現
れ
る
こ
と
に
暗
澹
た
る
気
持
ち
だ
と

講
演
を
締
め
く
く
っ
た
。

 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 

2 

る
時
」
と
宣
言
し
た
の
だ
。

丑
松
の
告
白
が
差
別
の
「
告
発
」
で

あ
る
こ
と
は
、
告
白
を
決
意
す
る
に
至

る
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
あ

ば
く
」
者
た
ち
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た

猪
子
蓮
太
郎
の
非
業
の
死
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
丑
松
は
告
白
を
決
意
す
る
。

丑
松
の
告
白
は
「
我
は
穢
多
な
り
」
と

公
言
し
て
活
動
し
て
い
た
敬
愛
す
る
猪

子
蓮
太
郎
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
『
破
戒
』
は
次
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
。
丑
松
の
告
白
は
、
ま
さ
に
「
新

し
い
世
界
」
、
「
新
し
い
暁
」
へ
の
「
新

し
い
勇
気
」
を
掴
ん
だ
結
果
で
あ
っ
た
。

追
い
込
ま
れ
た
上
で
の
現
実
か
ら
の
逃

避
で
は
な
い
。
し
か
し
、
告
白
は
被
差

別
の
現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
こ

と
で
あ
り
、
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。
ま
し
て
や
教
室
に
お
い
て
子
ど

も
た
ち
を
前
に
し
て
告
白
す
る
こ
と
が
、

如
何
に
大
き
な
困
難
と
苦
痛
を
も
た
ら

し
た
こ
と
か
。
計
り
知
れ
な
い
重
圧
が

丑
松
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
丑
松
は
敢
え
て
実
行
し
た
。
教
師

と
し
て
の
責
任
と
覚
悟
に
お
い
て
、
そ

の
困
難
な
道
を
自
ら
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
重
圧
と
苦
痛
の
大
き
さ
が
「
手
も

足
も
烈
し
く
慄
え
て
来
た
。
丑
松
は
立

っ
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
風
で
、
そ
こ

に
あ
る
机
に
身
を
支
え
た
」
と
い
う
表

現
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
生

徒
や
親
な
ど
他
者
の
み
な
ら
ず
「
自
分

で
自
分
を
欺
い
て
い
た
」
こ
れ
ま
で
の

自
己
の
生
き
方
へ
の
烈
し
い
痛
恨
の
思

い
が
、
丑
松
を
板
敷
の
上
へ
跪
か
せ
て

「
許
し
て
く
だ
さ
い
」
と
詫
び
さ
せ
た
。

い
ず
れ
の
表
現
も
、
当
時
、
被
差
別
の

現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
が

容
易
な
ら
ぬ
事
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

こ
の
丑
松
の
告
白
を
生
徒
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
思
い
で
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
丑
松
は
「
私
が
今
こ
う
い
う
こ
と

を
告
白
け
ま
し
た
ら
、
定
め
し
皆
さ
ん

は
穢
し
い
と
い
う
感
想
を
起
す
で
し
ょ

う
」
と
心
配
し
た
が
、
そ
れ
は
杞
憂
で

あ
っ
た
。
当
日
生
徒
た
ち
は
一
同
揃
っ

て
、
丑
松
が
教
師
を
辞
め
る
の
を
引
き

留
め
る
よ
う
に
校
長
の
と
こ
ろ
へ
歎
願

に
行
く
。
そ
し
て
翌
日
、
生
徒
た
ち
は

校
長
ら
の
制
止
も
き
か
ず
に
学
校
の
外

に
出
て
、
東
京
に
向
か
う
丑
松
を
見
送

る
。
「
私
は
穢
多
で
す
」
と
い
う
告
白
に

込
め
た
丑
松
の
思
い
を
「
穢
し
い
」
と

い
う
感
想
を
起
す
こ
と
な
く
子
ど
も
た

ち
は
理
解
し
た
。
教
師
と
し
て
の
丑
松

の
覚
悟
は
生
徒
た
ち
に
通
じ
た
の
で
あ

る
。

『
破
戒
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら

一
世
紀
以
上
が
経
過
し
た
。
部
落
差
別

の
あ
り
方
に
お
い
て
、
当
時
と
現
在
は
、

も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
か
く
さ
な
い
」
こ
と
が
「
差
別
の
告

発
」
で
あ
り
、
被
差
別
当
事
者
に
と
っ

て
は
「
被
差
別
の
現
実
を
我
が
身
に
引

き
受
け
る
こ
と
」
で
あ
る
点
な
ど
、

「
か
く
さ
な
い
」
こ
と
の
意
味
に
お
い

て
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。
島
崎
藤

村
『
破
戒
』
が
描
く
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
。

ま
た
、
丑
松
の
テ
キ
サ
ス
行
き
に
つ

い
て
は
、
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
畑
中
さ
ん
は
「
卑
屈
／
差
別
か

ら
逃
げ
た
」
と
さ
れ
、
「
丑
松
に
な
る

な
」
の
根
拠
と
さ
れ
た
二
つ
の
要
素
は

誤
読
さ
れ
て
き
た
と
主
張
し
た
。
さ
ら

に
「
か
く
す
」
が
「
あ
ば
く
」
と
い
う

差
別
を
生
ん
で
き
た
の
で
、
「
か
く
さ

な
い
」
に
こ
そ
差
別
解
消
の
未
来
が
あ

る
と
講
演
を
結
ん
だ
。

非
人
小
屋｢

水
車

す
い
し
ゃ

｣

は
、

近
世
京
都
の
市
街
地
の
南
端
の
大
仏
柳

原
庄
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
は
現
在
の

崇
仁
地
区
の
一
角
に
あ
た
る
。
「
水
車
」

と
い
う
通
称
は
す
ぐ
近
く
に
「
七
条
水

車
」
と
い
う
町
人
が
経
営
す
る
米
の
粉

を
挽
く
水
車
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

非
人
小
屋
は
非
人
の
長
屋
で
あ
り
、

家
賃
を
取
る
宿
屋
で
あ
る
。｢

水
車｣

に

は
幕
末
期
に
は
少
な
く
と
も
二
〇
〇
人

か
ら
三
〇
〇
人
が
住
ん
で
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
小
林
ひ
ろ
み
さ
ん
は
、
こ
の

非
人
小
屋
「
水
車
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、

幕
末
期
の
京
都
の
非
人
が
地
域
社
会
で

果
た
し
た
役
割
を
都
市
の
貧
困
問
題
と

関
連
づ
け
て
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。

非
人
の
概
念
は
中
世
ま
で
と
近
世
で

は
大
き
く
違
う
。
中
世
ま
で
の
非
人
は

「
差
別
さ
れ
て
い
た
人
々
」
の
総
称
で

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
初
め
頃
に
は

「
乞
食
を
生
業
と
す
る
人
々
」
を
示
す

よ
う
に
な
り
、
当
時
、
平
人
と
呼
ば
れ

た
百
姓
や
町
人
が
凋
落
し
た
人
々
と
一

つ
な
が
り
の
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
、

中
世
ま
で
は
「
非
人
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
人
々
の
う
ち
の
皮
革
業
や
刑
罰
な
ど

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
人
々
は
、
秀
吉

の
頃
か
ら
「
か
わ
た
」
身
分
と
し
て
把

握
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
の
他
、
芸
能
や

占
い
の
仕
事
を
し
て
い
た
人
々
な
ど
が

平
人
と
も
被
差
別
民
と
も
つ
か
な
い
曖

昧
な
身
分
と
し
て
残
っ
た
。

江
戸
時
代
の
「
非
人
」
は
大
き
く
二

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は

江
戸
時
代
の
初
め
に
非
人
組
織
が
形
成

さ
れ
た
時
か
ら
の
「
古
非
人
」
。
そ
し

て
、
も
う
一
つ
が
そ
れ
以
降
、
生
活
苦
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る
時
」
と
宣
言
し
た
の
だ
。

丑
松
の
告
白
が
差
別
の
「
告
発
」
で

あ
る
こ
と
は
、
告
白
を
決
意
す
る
に
至

る
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
あ

ば
く
」
者
た
ち
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た

猪
子
蓮
太
郎
の
非
業
の
死
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
丑
松
は
告
白
を
決
意
す
る
。

丑
松
の
告
白
は
「
我
は
穢
多
な
り
」
と

公
言
し
て
活
動
し
て
い
た
敬
愛
す
る
猪

子
蓮
太
郎
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
『
破
戒
』
は
次
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
。
丑
松
の
告
白
は
、
ま
さ
に
「
新

し
い
世
界
」
、
「
新
し
い
暁
」
へ
の
「
新

し
い
勇
気
」
を
掴
ん
だ
結
果
で
あ
っ
た
。

追
い
込
ま
れ
た
上
で
の
現
実
か
ら
の
逃

避
で
は
な
い
。
し
か
し
、
告
白
は
被
差

別
の
現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
こ

と
で
あ
り
、
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。
ま
し
て
や
教
室
に
お
い
て
子
ど

も
た
ち
を
前
に
し
て
告
白
す
る
こ
と
が
、

如
何
に
大
き
な
困
難
と
苦
痛
を
も
た
ら

し
た
こ
と
か
。
計
り
知
れ
な
い
重
圧
が

丑
松
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
丑
松
は
敢
え
て
実
行
し
た
。
教
師

と
し
て
の
責
任
と
覚
悟
に
お
い
て
、
そ

の
困
難
な
道
を
自
ら
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
重
圧
と
苦
痛
の
大
き
さ
が
「
手
も

足
も
烈
し
く
慄
え
て
来
た
。
丑
松
は
立

っ
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
風
で
、
そ
こ

に
あ
る
机
に
身
を
支
え
た
」
と
い
う
表

現
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
生

徒
や
親
な
ど
他
者
の
み
な
ら
ず
「
自
分

で
自
分
を
欺
い
て
い
た
」
こ
れ
ま
で
の

自
己
の
生
き
方
へ
の
烈
し
い
痛
恨
の
思

い
が
、
丑
松
を
板
敷
の
上
へ
跪
か
せ
て

「
許
し
て
く
だ
さ
い
」
と
詫
び
さ
せ
た
。

い
ず
れ
の
表
現
も
、
当
時
、
被
差
別
の

現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
が

容
易
な
ら
ぬ
事
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

こ
の
丑
松
の
告
白
を
生
徒
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
思
い
で
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
丑
松
は
「
私
が
今
こ
う
い
う
こ
と

を
告
白
け
ま
し
た
ら
、
定
め
し
皆
さ
ん

は
穢
し
い
と
い
う
感
想
を
起
す
で
し
ょ

う
」
と
心
配
し
た
が
、
そ
れ
は
杞
憂
で

あ
っ
た
。
当
日
生
徒
た
ち
は
一
同
揃
っ

て
、
丑
松
が
教
師
を
辞
め
る
の
を
引
き

留
め
る
よ
う
に
校
長
の
と
こ
ろ
へ
歎
願

に
行
く
。
そ
し
て
翌
日
、
生
徒
た
ち
は

校
長
ら
の
制
止
も
き
か
ず
に
学
校
の
外

に
出
て
、
東
京
に
向
か
う
丑
松
を
見
送

る
。
「
私
は
穢
多
で
す
」
と
い
う
告
白
に

込
め
た
丑
松
の
思
い
を
「
穢
し
い
」
と

い
う
感
想
を
起
す
こ
と
な
く
子
ど
も
た

ち
は
理
解
し
た
。
教
師
と
し
て
の
丑
松

の
覚
悟
は
生
徒
た
ち
に
通
じ
た
の
で
あ

る
。

『
破
戒
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら

一
世
紀
以
上
が
経
過
し
た
。
部
落
差
別

の
あ
り
方
に
お
い
て
、
当
時
と
現
在
は
、

も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
か
く
さ
な
い
」
こ
と
が
「
差
別
の
告

発
」
で
あ
り
、
被
差
別
当
事
者
に
と
っ

て
は
「
被
差
別
の
現
実
を
我
が
身
に
引

き
受
け
る
こ
と
」
で
あ
る
点
な
ど
、

「
か
く
さ
な
い
」
こ
と
の
意
味
に
お
い

て
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。
島
崎
藤

村
『
破
戒
』
が
描
く
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
。

ま
た
、
丑
松
の
テ
キ
サ
ス
行
き
に
つ

い
て
は
、
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
畑
中
さ
ん
は
「
卑
屈
／
差
別
か

ら
逃
げ
た
」
と
さ
れ
、
「
丑
松
に
な
る

な
」
の
根
拠
と
さ
れ
た
二
つ
の
要
素
は

誤
読
さ
れ
て
き
た
と
主
張
し
た
。
さ
ら

に
「
か
く
す
」
が
「
あ
ば
く
」
と
い
う

差
別
を
生
ん
で
き
た
の
で
、
「
か
く
さ

な
い
」
に
こ
そ
差
別
解
消
の
未
来
が
あ

る
と
講
演
を
結
ん
だ
。

非
人
小
屋｢

水
車

す
い
し
ゃ

｣

は
、

近
世
京
都
の
市
街
地
の
南
端
の
大
仏
柳

原
庄
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
は
現
在
の

崇
仁
地
区
の
一
角
に
あ
た
る
。
「
水
車
」

と
い
う
通
称
は
す
ぐ
近
く
に
「
七
条
水

車
」
と
い
う
町
人
が
経
営
す
る
米
の
粉

を
挽
く
水
車
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

非
人
小
屋
は
非
人
の
長
屋
で
あ
り
、

家
賃
を
取
る
宿
屋
で
あ
る
。｢

水
車｣

に

は
幕
末
期
に
は
少
な
く
と
も
二
〇
〇
人

か
ら
三
〇
〇
人
が
住
ん
で
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
小
林
ひ
ろ
み
さ
ん
は
、
こ
の

非
人
小
屋
「
水
車
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、

幕
末
期
の
京
都
の
非
人
が
地
域
社
会
で

果
た
し
た
役
割
を
都
市
の
貧
困
問
題
と

関
連
づ
け
て
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。

非
人
の
概
念
は
中
世
ま
で
と
近
世
で

は
大
き
く
違
う
。
中
世
ま
で
の
非
人
は

「
差
別
さ
れ
て
い
た
人
々
」
の
総
称
で

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
初
め
頃
に
は

「
乞
食
を
生
業
と
す
る
人
々
」
を
示
す

よ
う
に
な
り
、
当
時
、
平
人
と
呼
ば
れ

た
百
姓
や
町
人
が
凋
落
し
た
人
々
と
一

つ
な
が
り
の
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
、

中
世
ま
で
は
「
非
人
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
人
々
の
う
ち
の
皮
革
業
や
刑
罰
な
ど

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
人
々
は
、
秀
吉

の
頃
か
ら
「
か
わ
た
」
身
分
と
し
て
把

握
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
の
他
、
芸
能
や

占
い
の
仕
事
を
し
て
い
た
人
々
な
ど
が

平
人
と
も
被
差
別
民
と
も
つ
か
な
い
曖

昧
な
身
分
と
し
て
残
っ
た
。

江
戸
時
代
の
「
非
人
」
は
大
き
く
二

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は

江
戸
時
代
の
初
め
に
非
人
組
織
が
形
成

さ
れ
た
時
か
ら
の
「
古
非
人
」
。
そ
し

て
、
も
う
一
つ
が
そ
れ
以
降
、
生
活
苦
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る
時
」
と
宣
言
し
た
の
だ
。

丑
松
の
告
白
が
差
別
の
「
告
発
」
で

あ
る
こ
と
は
、
告
白
を
決
意
す
る
に
至

る
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
あ

ば
く
」
者
た
ち
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た

猪
子
蓮
太
郎
の
非
業
の
死
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
丑
松
は
告
白
を
決
意
す
る
。

丑
松
の
告
白
は
「
我
は
穢
多
な
り
」
と

公
言
し
て
活
動
し
て
い
た
敬
愛
す
る
猪

子
蓮
太
郎
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
『
破
戒
』
は
次
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
。
丑
松
の
告
白
は
、
ま
さ
に
「
新

し
い
世
界
」
、
「
新
し
い
暁
」
へ
の
「
新

し
い
勇
気
」
を
掴
ん
だ
結
果
で
あ
っ
た
。

追
い
込
ま
れ
た
上
で
の
現
実
か
ら
の
逃

避
で
は
な
い
。
し
か
し
、
告
白
は
被
差

別
の
現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
こ

と
で
あ
り
、
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。
ま
し
て
や
教
室
に
お
い
て
子
ど

も
た
ち
を
前
に
し
て
告
白
す
る
こ
と
が
、

如
何
に
大
き
な
困
難
と
苦
痛
を
も
た
ら

し
た
こ
と
か
。
計
り
知
れ
な
い
重
圧
が

丑
松
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
丑
松
は
敢
え
て
実
行
し
た
。
教
師

と
し
て
の
責
任
と
覚
悟
に
お
い
て
、
そ

の
困
難
な
道
を
自
ら
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
重
圧
と
苦
痛
の
大
き
さ
が
「
手
も

足
も
烈
し
く
慄
え
て
来
た
。
丑
松
は
立

っ
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
風
で
、
そ
こ

に
あ
る
机
に
身
を
支
え
た
」
と
い
う
表

現
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
生

徒
や
親
な
ど
他
者
の
み
な
ら
ず
「
自
分

で
自
分
を
欺
い
て
い
た
」
こ
れ
ま
で
の

自
己
の
生
き
方
へ
の
烈
し
い
痛
恨
の
思

い
が
、
丑
松
を
板
敷
の
上
へ
跪
か
せ
て

「
許
し
て
く
だ
さ
い
」
と
詫
び
さ
せ
た
。

い
ず
れ
の
表
現
も
、
当
時
、
被
差
別
の

現
実
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
が

容
易
な
ら
ぬ
事
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

こ
の
丑
松
の
告
白
を
生
徒
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
思
い
で
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
丑
松
は
「
私
が
今
こ
う
い
う
こ
と

を
告
白
け
ま
し
た
ら
、
定
め
し
皆
さ
ん

は
穢
し
い
と
い
う
感
想
を
起
す
で
し
ょ

う
」
と
心
配
し
た
が
、
そ
れ
は
杞
憂
で

あ
っ
た
。
当
日
生
徒
た
ち
は
一
同
揃
っ

て
、
丑
松
が
教
師
を
辞
め
る
の
を
引
き

留
め
る
よ
う
に
校
長
の
と
こ
ろ
へ
歎
願

に
行
く
。
そ
し
て
翌
日
、
生
徒
た
ち
は

校
長
ら
の
制
止
も
き
か
ず
に
学
校
の
外

に
出
て
、
東
京
に
向
か
う
丑
松
を
見
送

る
。
「
私
は
穢
多
で
す
」
と
い
う
告
白
に

込
め
た
丑
松
の
思
い
を
「
穢
し
い
」
と
い

う
感
想
を
起
す
こ
と
な
く
子
ど
も
た
ち

は
理
解
し
た
。
教
師
と
し
て
の
丑
松
の

覚
悟
は
生
徒
た
ち
に
通
じ
た
の
で
あ
る
。

『
破
戒
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
一
世

紀
以
上
が
経
過
し
た
。
部
落
差
別
の
あ

り
方
に
お
い
て
、
当
時
と
現
在
は
、
も

ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
か
く
さ
な
い
」
こ
と
が
「
差
別
の
告

発
」
で
あ
り
、
被
差
別
当
事
者
に
と
っ

て
は
「
被
差
別
の
現
実
を
我
が
身
に
引

き
受
け
る
こ
と
」
で
あ
る
点
な
ど
、

「
か
く
さ
な
い
」
こ
と
の
意
味
に
お
い

て
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。
島
崎
藤

村
『
破
戒
』
が
描
く
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
。

ま
た
、
丑
松
の
テ
キ
サ
ス
行
き
に
つ

い
て
は
、
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
畑
中
さ
ん
は
「
卑
屈
／
差
別
か

ら
逃
げ
た
」
と
さ
れ
、
「
丑
松
に
な
る

な
」
の
根
拠
と
さ
れ
た
二
つ
の
要
素
は

誤
読
さ
れ
て
き
た
と
主
張
し
た
。
さ
ら

に
「
か
く
す
」
が
「
あ
ば
く
」
と
い
う

差
別
を
生
ん
で
き
た
の
で
、
「
か
く
さ

な
い
」
に
こ
そ
差
別
解
消
の
未
来
が
あ

る
と
講
演
を
結
ん
だ
。

非
人
小
屋｢

水
車

す
い
し
ゃ

｣

は
、

近
世
京
都
の
市
街
地
の
南
端
の
大
仏
柳

原
庄
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
は
現
在
の

崇
仁
地
区
の
一
角
に
あ
た
る
。
「
水
車
」

と
い
う
通
称
は
す
ぐ
近
く
に
「
七
条
水

車
」
と
い
う
町
人
が
経
営
す
る
米
の
粉

を
挽
く
水
車
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

非
人
小
屋
は
非
人
の
長
屋
で
あ
り
、

家
賃
を
取
る
宿
屋
で
あ
る
。｢

水
車｣

に

は
幕
末
期
に
は
少
な
く
と
も
二
〇
〇
人

か
ら
三
〇
〇
人
が
住
ん
で
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
小
林
ひ
ろ
み
さ
ん
は
、
こ
の

非
人
小
屋
「
水
車
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、

幕
末
期
の
京
都
の
非
人
が
地
域
社
会
で

果
た
し
た
役
割
を
都
市
の
貧
困
問
題
と

関
連
づ
け
て
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。

非
人
の
概
念
は
中
世
ま
で
と
近
世
で

は
大
き
く
違
う
。
中
世
ま
で
の
非
人
は

「
差
別
さ
れ
て
い
た
人
々
」
の
総
称
で

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
初
め
頃
に
は

「
乞
食
を
生
業
と
す
る
人
々
」
を
示
す

よ
う
に
な
り
、
当
時
、
平
人
と
呼
ば
れ

た
百
姓
や
町
人
が
凋
落
し
た
人
々
と
一

つ
な
が
り
の
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
、

中
世
ま
で
は
「
非
人
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
人
々
の
う
ち
の
皮
革
業
や
刑
罰
な
ど

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
人
々
は
、
秀
吉

の
頃
か
ら
「
か
わ
た
」
身
分
と
し
て
把

握
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
の
他
、
芸
能
や

占
い
の
仕
事
を
し
て
い
た
人
々
な
ど
が

平
人
と
も
被
差
別
民
と
も
つ
か
な
い
曖

昧
な
身
分
と
し
て
残
っ
た
。

江
戸
時
代
の
「
非
人
」
は
大
き
く
二

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は

江
戸
時
代
の
初
め
に
非
人
組
織
が
形
成

さ
れ
た
時
か
ら
の
「
古
非
人
」
。
そ
し

て
、
も
う
一
つ
が
そ
れ
以
降
、
生
活
苦

第
四
回

幕
末
京
都
の

非
人
小
屋
「
水
車
」
の
人
々

講
師

小
林
ひ
ろ
み
さ
ん

（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
職
員
）
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や
そ
の
他
の
理
由
で
元
の
身
分
の
生
活

が
で
き
な
く
な
っ
た
「
新
非
人
」
で
あ

る
。
特
に
飢
饉
な
ど
の
自
然
災
害
が
起

こ
る
と
各
地
の
農
村
か
ら
都
市
に
流
入

す
る
「
新
非
人
」
が
増
加
し
た
。
京
都

所
司
代
や
町
奉
行
所
は
そ
の
よ
う
な

「
新
非
人
」
の
管
理
や
統
制
を
悲
田
院

村
や
そ
の
配
下
の
非
人
小
屋
の
小
屋
頭

に
担
わ
せ
た
。
京
都
の
非
人
小
屋
は
主

に
秀
吉
が
築
い
た
御
土
居
の
外
側
に
散

在
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は

五
〇
カ
所
以
上
存
在
し
た
が
、
幕
末
に

は
二
九
カ
所
に
減
少
し
て
い
る
。
他
に

非
人
小
屋
に
入
ら
ず
屋
外
で
小
屋
掛
け

し
た
り
、
野
宿
を
し
た
り
す
る
人
々
も

多
く
あ
り
「
野
非
人
」
と
呼
ば
れ
た
。

中
世
か
ら
近
世
を
通
じ
て
被
差
別
民

の
在
り
方
に
は
地
域
差
が
あ
り
、
江
戸

時
代
の
非
人
の
組
織
の
在
り
方
も
同
様

で
あ
っ
た
。
京
都
の
場
合
、
多
く
の
乞

食
を
支
配
し
て
い
た
集
団
は
一
七
二
〇

年
代
に
京
都
所
司
代
に
よ
っ
て
洛
東
の

岡
崎
の
税
の
か
か
ら
な
い
免
税
地
を
与

え
ら
れ
て
移
転
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ

が
「
悲
田
院
」
、
あ
る
い
は
「
悲
田
院

村
」
と
呼
ば
れ
て
京
都
の
非
人
支
配
の

拠
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

非
人
小
屋
「
水
車
」
の
居
住
環
境
は

『
今
村
家
文
書
史
料
集
上
巻
』
の
絵
図

な
ど
か
ら
一
二
棟
、
部
屋
数
八
五
と
推

定
さ
れ
る
。
雪
隠
（
せ
つ
い
ん
＝
ト
イ
レ
）

が
二
か
所
、
井
戸
も
二
か
所
し
か
な
い
。

一
部
屋
の
広
さ
は
一
間×

一
間
半
の
三

畳
。
入
口
に
竈
を
備
え
た
一
畳
分
の
土

間
、
奥
に
二
畳
分
の
空
間
が
あ
る
。

幕
末
期
の
「
水
車
」
は
一
八
世
紀
初

頭
ま
で
に
確
立
し
た
近
世
的
な
町
・
村

と
の
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
各

町
・
村
が
特
定
の
非
人
の
支
配
層
の
小

屋
頭
と
「
旦
那
・
出
入
」
と
呼
ば
れ
る

関
係
を
結
ん
で
い
た
。
こ
の
「
旦
那
・

出
入
」
の
関
係
と
は
、
定
期
的
に
町
や

村
の
家
の
戸
口
に
廻
っ
て
来
る
非
人
に

一
定
の
米
や
銭
を
渡
す
代
わ
り
に
、
他

の
非
人
を
そ
の
町
や
村
か
ら
排
除
さ
せ

る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
町
や

村
に
と
っ
て
は
「
悪
ね
だ
り
」
と
呼
ば

れ
る
執
拗
で
脅
迫
的
な
施
し
要
求
を
防

ぐ
と
い
う
利
点
が
あ
り
、
悲
田
院
村
に

と
っ
て
は
自
分
た
ち
が
乞
食
を
す
る
縄

張
り
を
独
占
で
き
る
と
い
う
持
ち
つ
持

た
れ
つ
の
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
だ
。

ま
た
、
非
人
は
番
人
や
行
き
倒
れ
た
非

人
へ
の
対
応
に
派
遣
さ
れ
、
町
や
村
の

公
共
的
機
能
の
一
部
を
請
け
負
っ
て
い

た
。
非
人
小
屋
の
辻
芸
人
た
ち
は
幕
末

に
は
芸
が
高
度
化
し
て
都
市
文
化
の
一

翼
を
担
っ
て
い
た
。

そ
し
て
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
「
水

車
」
は
一
八
世
紀
ま
で
の
非
人
固
有
の

仕
事
以
外
の
分
野
に
も
進
出
し
て
い
た
。

火
屋
へ
の
火
葬
従
事
者
も
派
遣
し
て
い

た
。
ま
た
、
鴨
川
浚
（
普
請
）
な
ど
に

も
臨
時
の
人
足
を
派
遣
し
た
。
今
村
家

文
書
一
六
八
六

横
帳
『
安
政
三
辰
年
正

月

留
記
』

に
よ
る
と
本
郷
・
上
郷
の
村

人
が
し
り
込
み
す
る
よ
う
な
水
位
が
高

く
な
っ
た
鴨
川
に
「
投
渡
橋
」
を
掛
け

る
危
険
な
作
業
も
請
け
負
っ
て
い
る
。

「
水
車
」
の
人
々
の
組
織
的
な
手
際
の

良
さ
や
、
水
際
で
の
作
業
の
熟
練
が
見

て
取
れ
る
。

一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
非
人
小
屋
の
仕

事
は
、
非
人
以
外
の
「
か
わ
た
」
身
分
や

日
雇
い
の
仕
事
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
り
、

幕
末
に
は
非
人
の
仕
事
と
他
の
被
差
別
民

や
貧
困
層
と
の
垣
根
が
よ
り
曖
昧
に
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
す

べ
て
幕
末
京
都
の
市
街
地
と
そ
の
近
郊
の

地
域
の
「
雇
用
の
調
整
弁
」
と
し
て
機
能

し
て
い
た
。

「
水
車
」
の
小
屋
頭
と
そ
の
配
下
の
非

人
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

小
屋
頭
は
住
居
と
仕
事
の
道
具
を
所
有
し

配
下
の
非
人
に
貸
し
出
し
、
仕
事
を
提
供

し
た
。
配
下
の
非
人
は
家
賃
と
仕
事
の
道

具
の
代
金
を
小
屋
頭
に
支
払
っ
た
。
芸
人

以
外
の
仕
事
の
報
酬
は
派
遣
先
か
ら
小
屋

頭
に
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
小
屋
頭
は
そ
こ

か
ら
手
数
料
を
取
っ
た
。
ま
た
配
下
の
非

人
の
稼
ぎ
が
少
な
い
時
や
病
気
で
仕
事
が

で
き
な
い
時
は
、
家
賃
や
食
費
が
借
金
と

な
り
利
子
も
加
算
さ
れ
た
。

非
人
の
多
く
は
、
家
賃
の
他
に
報
酬

の
一
部
を
小
屋
頭
に
吸
い
上
げ
ら
れ
、

劣
悪
な
居
住
環
境
に
あ
っ
て
も
借
金
な

ど
で
容
易
に
は
そ
の
境
遇
か
ら
抜
け
出

せ
な
い
仕
組
み
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
。

小
屋
頭
は
、
貧
困
、
そ
の
他
様
々
な
理

由
で
元
の
身
分
の
生
活
を
維
持
で
き
な
く

な
っ
た
人
々
の
支
配
を
幕
府
公
認
で
行
っ

て
い
た
。
幕
府
に
は
規
制
を
か
け
る
と
い

う
発
想
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
在

の
私
た
ち
か
ら
見
て
阿
漕
（
あ
こ
ぎ
）
に

見
え
る
や
り
方
も
江
戸
時
代
末
ま
で
は
合

法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
合
法
と
は
い
え
、

現
在
の
貧
困
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、

貧
困
を
固
定
化
す
る
役
割
を
果
た
す
「
貧

困
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
や
り
口
を
思
い
浮
か
べ

て
し
ま
う
。
現
在
で
は
も
ち
ろ
ん
違
法
で

あ
る
が
、
部
屋
と
食
事
を
提
供
す
る
見
返

り
に
生
活
保
護
費
の
大
半
を
ピ
ン
ハ
ネ
す

る
「
囲
い
屋
」
と
か
、
家
の
な
い
フ
リ
ー

タ
ー
が
安
く
泊
ま
れ
る
ホ
テ
ル
を
経
営
し
、

そ
の
宿
泊
者
に
仕
事
を
斡
旋
す
る
「
飯

場
・
寄
場
型
人
材
派
遣
会
社
」
な
ど
、
時

代
や
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
っ
て
も

「
雇
用
の
調
整
弁
」
と
さ
れ
る
存
在
、
あ

る
い
は
運
が
悪
い
人
を
貧
困
か
ら
抜
け
出

せ
な
く
さ
せ
る
こ
と
で
成
り
立
つ
、
貧
困

層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
、
貧
困
を
固
定
化

す
る
役
割
を
果
た
す
ビ
ジ
ネ
ス
が
繰
り
返

し
現
れ
る
こ
と
に
暗
澹
た
る
気
持
ち
だ
と

講
演
を
締
め
く
く
っ
た
。
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メ
リ
カ
に
渡
っ
た
状
況
と
、
来
民
開
拓

団
の
状
況
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
政

府
の
政
策
な
ど
に
翻
弄
さ
れ
苦
難
の
歴

史
を
歩
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ

う
し
た
歴
史
を
明
ら
か
に
し
た
こ
の
一

冊
は
著
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
と

言
え
る
。

部
落
差
別
と
移
住

こ
れ
ま
で
も
開
拓
団
に
関
す
る
書
籍

は
多
々
刊
行
さ
れ
て
き
た
が
、
部
落
差

別
を
前
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
は
本
書

の
特
筆
す
べ
き
点
と
言
え
る
。
特
に
、

融
和
運
動
で
の
移
住
に
関
す
る
こ
と
の

変
遷
や
国
の
政
策
と
の
繋
が
り
、
当
時

の
被
差
別
部
落
の
人
々
の
受
け
止
め
な

ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
大
正
期
以
降
の
部
落
問
題
に
つ
い
て

は
水
平
社
の
活
動
を
中
心
に
し
、
対
立

軸
と
し
て
の
融
和
運
動
と
し
て
語
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
大
正
初
期
の

自
主
的
部
落
改
善
運
動
や
、
経
済
更
生

運
動
に
水
平
社
の
運
動
家
た
ち
が
参
画

し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
あ
ま
り
大
き
く

研
究
の
進
ん
で
い
な
い
融
和
運
動
と
の

関
わ
り
に
も
ふ
れ
て
い
る
点
も
挙
げ
ら

れ
る
。

さ
て
、
来
民
開
拓
団
の
移
住
は
被
差

別
部
落
の
人
々
が
置
か
れ
た
現
状
、
強

ま
る
戦
時
体
制
な
ど
が
重
な
り
あ
い
決

定
し
た
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

移
住
政
策
が
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の

か
、
融
和
運
動
と
水
平
社
運
動
と
の
関

係
性
、
そ
し
て
移
住
と
差
別
の
問
題
が

ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
展
開
さ
れ
た

か
、
さ
ら
に
史
実
に
基
づ
い
て
研
究
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

帝
国
公
道
会
と
移
住

本
書
を
読
み
続
け
て
い
く
な
か
で
、

私
自
身
、
明
治
以
降
移
住
が
ど
の
よ
う

な
形
で
進
め
ら
れ
た
の
か
、
ほ
と
ん
ど

知
ら
な
い
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
た
。
そ

こ
で
雑
駁
で
は
あ
る
が
融
和
運
動
で
の

移
住
の
流
れ
を
、
そ
の
政
策
を
推
進
し

た
帝
国
公
道
会
機
関
誌
『
公
道
』
、
中

央
融
和
事
業
協
会
の
『
融
和
時
報
』
、

同
協
会
か
ら
昭
和
一
〇

一
九
三
五

年

一
月
よ
り
隔
月
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌

『
更
生
』
、
そ
れ
と
大
和
同
志
会
の
機

関
誌
『
明
治
の
光
』
の
記
事
か
ら
ま
と

め
て
み
た
。

大
正
二

一
九
一
三

年
一
〇
月
大
江

卓
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
帝
国
公
道
会

で
は
北
海
道
へ
の
移
住
が
勧
め
ら
れ
た

こ
と
は
本
書
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
の
北
海
道
は
一
八
九
〇
～
一

九
一
〇
年
代
に
か
け
て
の
大
量
移
住
期

で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
日
本
か
ら

海
外
移
民
も
多
数
輩
出
し
た
時
期
で
も

あ
る
。
基
本
的
に
両
移
民
と
も
、
明
治

以
降
の
社
会
構
造
の
変
革
や
、
そ
れ
に

伴
う
農
村
部
の
経
済
的
な
疲
弊
や
過
剰

人
口
問
題
を
解
決
す
る
方
策
の
一
つ
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
移
住
者
数
の

多
寡
は
あ
る
が
、
全
府
県
に
お
い
て
移

民
の
送
出
が
認
め
ら
れ
る
。
移
住
自
体

が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
方
策

の
一
つ
と
し
て
人
々
に
も
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え

ば
大
正
八

一
九
一
九

年
に
西
光
万
吉
、

阪
本
清
一
郎
等
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
領
で

あ
っ
た
セ
レ
ベ
ス
島
へ
の
移
住
を
目
指

す
こ
と
を
目
的
に
黒
潮
会
が
結
成
さ
れ

た
が
、
資
金
調
達
が
難
し
く
実
現
で
き

な
か
っ
た
話
が
伝
わ
る
。

奈
良
と
京
都
の
北
海
道
移
住

大
正
時
代
当
初
の
奈
良
県
で
は
、
矯

風
会
活
動
に
お
い
て
大
正
二

一
九
一

三

年
の
吉
野
郡
龍
門
村
の
二
七
人
を

皮
切
り
に
北
海
道
へ
の
移
住
が
あ
り
、

大
正
八

一
九
一
九

年
ま
で
記
録
に
残

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
奈
良
県
書
記
広

田
正
敏
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
こ
の

背
景
に
は
明
治
二
二

一
八
八
九

年
八

月
の
十
津
川
大
水
害
に
よ
る
十
津
川
村

民
の
北
海
道
移
住
の
実
績
が
あ
る
と
い

う
。
こ
の
時
期
奈
良
県
で
は
自
主
的
部

落
改
善
運
動
が
盛
ん
な
時
期
で
あ
る
が
、

改
善
運
動
で
の
殖
産
興
業
は
う
ま
く
い

か
ず
、
移
住
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
大
和
同
志
会
よ
り

発
行
さ
れ
て
い
た
会
誌
『
明
治
の
光
』

に
も
『
北
海
道
植
民
地
並
び
に
状
況
一

班
附
移
住
者
其
後
の
情
報
』
と
題
し
て
、

第
四
巻
第
十
二
月
号

大
正
四

一
九
一

五

年
一
二
月

か
ら
第
五
巻
第
四
月
号

大
正
五

一
九
一
六

年
四
月

ま
で
五

ヶ
月
に
わ
た
り
広
田
の
視
察
談
と
し
て

掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
北
海
道

移
住
者
か
ら
の
書
簡
も
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
帝
国
公
道
会
の
機
関
誌
『
公

道
』
の
第
二
巻
二
号

大
正
四

一
九
一

五

年
五
月
一
五
日

で
も｢

奈
良
県
矯

風
事
業
一
般｣

と
い
う
記
事
の
中
で｢

農

業
を
奨
励
せ
し
結
果
、
小
作
人
漸
次
増

加
せ
し
と
雖
耕
地
不
足
な
る
に
依
り
、

両
三
年
前
よ
り
北
海
道
移
住
を
奨
励
し

居
る
を
以
て
、
既
に
約
三
十
戸
の
移
住

者
あ
り
て
孰
れ
も
熱
心
農
業
従
事
し
居

る
に
依
り
、
其
成
績
良
好
な
り
、
故
に

近
来
移
住
希
望
者
増
加
の
傾
向
あ
り｣

と
そ
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
。

同
じ
頃
京
都
で
は
「
親
友
夜
学
校
」

を
開
設
し
て
教
育
活
動
に
携
わ
る
と
と

も
に
部
落
改
善
事
業
に
尽
力
し
た
上
田

静
一
が
、
被
差
別
部
落
の
人
々
の
北
海

道
移
住
を
推
進
し
、
自
ら
も
北
海
道
に
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本
書
の
内
容

本
書
は
、
熊
本
県
鹿
本
郡
来
民

く

た
み

町

現
・
山
鹿
市

の
被
差
別
部

落
の
人
々
を
中
心
に
組
織
さ
れ
、
昭
和

一
六

一
九
四
一

年
四
月
よ
り
、
満
州

国
吉
林
省
扶
余
県
五
家
站

現
在
の
中

華
人
民
共
和
国
吉
林
省
扶
余
市
五
家
站

鎮
）
に
入
植
し
た
来
民
開
拓
団
の
話
で

あ
る
。
当
事
者
の
証
言
や
史
料
を
丹
念

に
積
み
上
げ
な
が
ら
、
移
住
前
の
暮
ら

し
や
移
民
後
の
生
活
、
そ
し
て
敗
戦
か

ら
集
団
自
決
に
至
る
ま
で
の
全
容
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
被
差
別
部
落
の

歴
史
的
な
経
過
と
移
民
政
策
と
の
関
連

や
、
来
民
開
拓
団
の
唯
一
の
生
存
者
が

一
時
身
を
寄
せ
た
、
黒
川
開
拓
団
に
つ

い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。

項
目
と
し
て
は
第
一
章
か
ら
終
章
ま

で
六
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
を
簡
単
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章｢

め
ざ
め｣

で
は
、
明
治
維
新

か
ら
満
州
事
変
、
二
・
二
六
事
件
ま
で

の
過
程
を
日
本
と
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係

を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に

日
本
と
満
州
と
の
関
係
で
は
移
民
政
策

に
つ
い
て
も
概
観
し
て
い
る
。

第
二
章｢

満
州
国｣

で
は
、
昭
和
七

一
九
三
二

年
か
ら
始
ま
る
満
州
へ
の

単
身
者
で
構
成
さ
れ
、
結
果
失
敗
に
終

わ
っ
た｢

試
験
移
民｣

に
始
ま
り
、
続
い

て
昭
和
八

一
九
三
三

年
、
家
族
移
民

で
実
施
さ
れ
た｢

分
村
移
民｣

、
そ
し
て

昭
和
一
一

一
九
三
六

年
に
計
画
さ
れ

た｢

満
州
農
業
移
民
百
万
戸
移
住
計
画｣

ま
で
の
経
緯
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
書
の
主
題
で
あ
る｢

来
民
開

拓
団｣

と
も
関
連
し
て
、
明
治
以
降
の

被
差
別
部
落
の
歴
史
が
融
和
事
業
を
中

心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章｢

来
民
開
拓
団｣

で
は
、
開
拓

団
結
成
に
至
っ
た
経
緯
、
先
遣
隊
の
派

遣
、
そ
し
て
第
一
次
開
拓
団
の
派
遣
、

分
村
計
画
ま
で
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

貧
し
さ
や
差
別
か
ら
逃
れ
る
為
に
満
州

に
渡
っ
た
開
拓
団
の
生
活
が
、
現
地
の

人
々
の
犠
牲
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
点
や
、
日
本
で
の
学
校
、
と

り
わ
け
校
長
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章｢

破
壊｣

で
は
、
敗
戦
か
ら
全

員
自
決
、
そ
し
て
一
人
生
き
残
る
こ
と

と
な
っ
た
宮
本
貞
喜
の
黒
川
開
拓
団
に

身
を
寄
せ
る
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
。

第
五
章｢

対
極｣

は
、
黒
川
開
拓
団
の

｢

性
接
待｣

と
、
そ
れ
に
従
事
さ
せ
ら
れ

た
女
性
の
日
本
に
帰
国
後
の
差
別
に
つ

い
て
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。

終
章｢

灯
影｣

で
は
、
来
民
開
拓
団
の

全
員
自
決
の
現
場
に
い
な
が
ら
一
人
生

き
残
っ
た
宮
本
貞
喜
を
は
じ
め
、
全
員

自
決
当
時
、
出
征
等
で
来
民
を
離
れ
戦

後
に
復
員
し
た
方
た
ち
の
戦
後
の
足
跡

が
辿
ら
れ
て
い
る
。

以
上
が
大
ま
か
な
構
成
で
あ
る
が
、

日
本
で
は
被
差
別
の
立
場
で
あ
っ
た

人
々
が
国
の
政
策
に
よ
り
満
州
に
渡
り
、

満
州
で
は
現
地
の
人
々
か
ら
は
侵
略
者

と
見
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
図
、
融

和
事
業
と
移
民
政
策
と
の
関
係
が
全
体

を
通
じ
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

著
者
が
、
な
ぜ
来
民
開
拓
団
を
追
い
、

書
き
綴
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

プ
ロ
ロ
ー
グ
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。

令
和
二

二
〇
二
〇

年
五
月
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
ミ
ネ
ソ
タ
州
で
黒
人
男
性

ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ロ
イ
ド
さ
ん
が
白
人
警

察
官
に
よ
り
死
に
追
い
込
ま
れ
た
事
件

が
起
き
た
。
こ
の
事
件
は｢

黒
人
に
対

す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
『
差
別
』
を
前
に
、

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
『
貴
賤
』

が
あ
る
こ
と
へ
の
『
疑
念
』
を
、
し
か

も
こ
れ
が
一
時
的
な
現
象
で
な
く
、
ア

メ
リ
カ
建
国
以
来
の
根
深
い
白
人
社
会
、

特
に
警
察
に
お
け
る
『
差
別
意
識
』
か

ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

再
び
意
識
さ
せ
る
事
件
と
な
っ
た｣

と

し
、｢

思
い
起
こ
せ
ば
、
か
つ
て
明
治

の
時
代
に
日
本
か
ら
『
移
民
』
と
し
て

渡
米
し
た
人
々
も
白
人
社
会
の
中
で

『
差
別
』
を
受
け
、
厳
し
く
も
苦
難
に

み
ち
た
道
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
長
い
歳
月
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。｣

と
続
け
ら
れ
て
い
る
。

日
系
三
世
で
あ
る
著
者
が
移
民
の
歴

史
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
の
現
実
と
自

分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
オ
ー
バ

ー
ラ
ッ
プ
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
考
え
る
。
特
に
、
本
書
で
取
り
上

げ
た
来
民
開
拓
団
に
つ
い
て
は
、
日
本

で
被
差
別
の
立
場
で
あ
っ
た
人
々
が
、

国
策
の
中
で
満
州
で
は
侵
略
者
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
あ
ま
り
に
悲
劇

的
な
結
末
を
迎
え
た
こ
と
へ
の
衝
撃
、

社
会
の
矛
盾
な
ど
複
雑
な
思
い
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
祖
母
が
ア

満
州
分
村
移
民
と
部
落
差
別
熊
本
「
来
民
開
拓
団
」
の
悲
劇

エ

ミ
ー
・
ツ
ジ
モ
ト
著

〈
本
の
紹
介
〉

（
え
に
し
書
房
刊
・
二
〇
二
二
年
八
月
・
二
〇
〇
〇
円
＋
税
）

深
澤
吉
隆
（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）

イ
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本
書
の
内
容

本
書
は
、
熊
本
県
鹿
本
郡
来
民

く

た
み

町

現
・
山
鹿
市

の
被
差
別
部

落
の
人
々
を
中
心
に
組
織
さ
れ
、
昭
和

一
六

一
九
四
一

年
四
月
よ
り
、
満
州

国
吉
林
省
扶
余
県
五
家
站

現
在
の
中

華
人
民
共
和
国
吉
林
省
扶
余
市
五
家
站

鎮
）
に
入
植
し
た
来
民
開
拓
団
の
話
で

あ
る
。
当
事
者
の
証
言
や
史
料
を
丹
念

に
積
み
上
げ
な
が
ら
、
移
住
前
の
暮
ら

し
や
移
民
後
の
生
活
、
そ
し
て
敗
戦
か

ら
集
団
自
決
に
至
る
ま
で
の
全
容
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
被
差
別
部
落
の

歴
史
的
な
経
過
と
移
民
政
策
と
の
関
連

や
、
来
民
開
拓
団
の
唯
一
の
生
存
者
が

一
時
身
を
寄
せ
た
、
黒
川
開
拓
団
に
つ

い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。

項
目
と
し
て
は
第
一
章
か
ら
終
章
ま

で
六
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
を
簡
単
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章｢

め
ざ
め｣

で
は
、
明
治
維
新

か
ら
満
州
事
変
、
二
・
二
六
事
件
ま
で

の
過
程
を
日
本
と
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係

を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に

日
本
と
満
州
と
の
関
係
で
は
移
民
政
策

に
つ
い
て
も
概
観
し
て
い
る
。

第
二
章｢

満
州
国｣

で
は
、
昭
和
七

一
九
三
二

年
か
ら
始
ま
る
満
州
へ
の

単
身
者
で
構
成
さ
れ
、
結
果
失
敗
に
終

わ
っ
た｢

試
験
移
民｣

に
始
ま
り
、
続
い

て
昭
和
八

一
九
三
三

年
、
家
族
移
民

で
実
施
さ
れ
た｢

分
村
移
民｣

、
そ
し
て

昭
和
一
一

一
九
三
六

年
に
計
画
さ
れ

た｢

満
州
農
業
移
民
百
万
戸
移
住
計
画｣

ま
で
の
経
緯
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
書
の
主
題
で
あ
る｢

来
民
開

拓
団｣

と
も
関
連
し
て
、
明
治
以
降
の

被
差
別
部
落
の
歴
史
が
融
和
事
業
を
中

心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章｢

来
民
開
拓
団｣

で
は
、
開
拓

団
結
成
に
至
っ
た
経
緯
、
先
遣
隊
の
派

遣
、
そ
し
て
第
一
次
開
拓
団
の
派
遣
、

分
村
計
画
ま
で
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

貧
し
さ
や
差
別
か
ら
逃
れ
る
為
に
満
州

に
渡
っ
た
開
拓
団
の
生
活
が
、
現
地
の

人
々
の
犠
牲
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
点
や
、
日
本
で
の
学
校
、
と

り
わ
け
校
長
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章｢

破
壊｣

で
は
、
敗
戦
か
ら
全

員
自
決
、
そ
し
て
一
人
生
き
残
る
こ
と

と
な
っ
た
宮
本
貞
喜
の
黒
川
開
拓
団
に

身
を
寄
せ
る
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
。

第
五
章｢

対
極｣

は
、
黒
川
開
拓
団
の

｢

性
接
待｣

と
、
そ
れ
に
従
事
さ
せ
ら
れ

た
女
性
の
日
本
に
帰
国
後
の
差
別
に
つ

い
て
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。

終
章｢

灯
影｣

で
は
、
来
民
開
拓
団
の

全
員
自
決
の
現
場
に
い
な
が
ら
一
人
生

き
残
っ
た
宮
本
貞
喜
を
は
じ
め
、
全
員

自
決
当
時
、
出
征
等
で
来
民
を
離
れ
戦

後
に
復
員
し
た
方
た
ち
の
戦
後
の
足
跡

が
辿
ら
れ
て
い
る
。

以
上
が
大
ま
か
な
構
成
で
あ
る
が
、

日
本
で
は
被
差
別
の
立
場
で
あ
っ
た

人
々
が
国
の
政
策
に
よ
り
満
州
に
渡
り
、

満
州
で
は
現
地
の
人
々
か
ら
は
侵
略
者

と
見
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
図
、
融

和
事
業
と
移
民
政
策
と
の
関
係
が
全
体

を
通
じ
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

著
者
が
、
な
ぜ
来
民
開
拓
団
を
追
い
、

書
き
綴
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

プ
ロ
ロ
ー
グ
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。

令
和
二

二
〇
二
〇

年
五
月
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
ミ
ネ
ソ
タ
州
で
黒
人
男
性

ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ロ
イ
ド
さ
ん
が
白
人
警

察
官
に
よ
り
死
に
追
い
込
ま
れ
た
事
件

が
起
き
た
。
こ
の
事
件
は｢

黒
人
に
対

す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
『
差
別
』
を
前
に
、

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
『
貴
賤
』

が
あ
る
こ
と
へ
の
『
疑
念
』
を
、
し
か

も
こ
れ
が
一
時
的
な
現
象
で
な
く
、
ア

メ
リ
カ
建
国
以
来
の
根
深
い
白
人
社
会
、

特
に
警
察
に
お
け
る
『
差
別
意
識
』
か

ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

再
び
意
識
さ
せ
る
事
件
と
な
っ
た｣

と

し
、｢

思
い
起
こ
せ
ば
、
か
つ
て
明
治

の
時
代
に
日
本
か
ら
『
移
民
』
と
し
て

渡
米
し
た
人
々
も
白
人
社
会
の
中
で

『
差
別
』
を
受
け
、
厳
し
く
も
苦
難
に

み
ち
た
道
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
長
い
歳
月
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。｣

と
続
け
ら
れ
て
い
る
。

日
系
三
世
で
あ
る
著
者
が
移
民
の
歴

史
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
の
現
実
と
自

分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
オ
ー
バ

ー
ラ
ッ
プ
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
考
え
る
。
特
に
、
本
書
で
取
り
上

げ
た
来
民
開
拓
団
に
つ
い
て
は
、
日
本

で
被
差
別
の
立
場
で
あ
っ
た
人
々
が
、

国
策
の
中
で
満
州
で
は
侵
略
者
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
あ
ま
り
に
悲
劇

的
な
結
末
を
迎
え
た
こ
と
へ
の
衝
撃
、

社
会
の
矛
盾
な
ど
複
雑
な
思
い
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
祖
母
が
ア

満
州
分
村
移
民
と
部
落
差
別
熊
本
「
来
民
開
拓
団
」
の
悲
劇

エ

ミ
ー
・
ツ
ジ
モ
ト
著

〈
本
の
紹
介
〉

（
え
に
し
書
房
刊
・
二
〇
二
二
年
八
月
・
二
〇
〇
〇
円
＋
税
）

深
澤
吉
隆
（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）

イ
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メ
リ
カ
に
渡
っ
た
状
況
と
、
来
民
開
拓

団
の
状
況
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
政

府
の
政
策
な
ど
に
翻
弄
さ
れ
苦
難
の
歴

史
を
歩
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ

う
し
た
歴
史
を
明
ら
か
に
し
た
こ
の
一

冊
は
著
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
と

言
え
る
。

部
落
差
別
と
移
住

こ
れ
ま
で
も
開
拓
団
に
関
す
る
書
籍

は
多
々
刊
行
さ
れ
て
き
た
が
、
部
落
差

別
を
前
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
は
本
書

の
特
筆
す
べ
き
点
と
言
え
る
。
特
に
、

融
和
運
動
で
の
移
住
に
関
す
る
こ
と
の

変
遷
や
国
の
政
策
と
の
繋
が
り
、
当
時

の
被
差
別
部
落
の
人
々
の
受
け
止
め
な

ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
大
正
期
以
降
の
部
落
問
題
に
つ
い
て

は
水
平
社
の
活
動
を
中
心
に
し
、
対
立

軸
と
し
て
の
融
和
運
動
と
し
て
語
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
大
正
初
期
の

自
主
的
部
落
改
善
運
動
や
、
経
済
更
生

運
動
に
水
平
社
の
運
動
家
た
ち
が
参
画

し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
あ
ま
り
大
き
く

研
究
の
進
ん
で
い
な
い
融
和
運
動
と
の

関
わ
り
に
も
ふ
れ
て
い
る
点
も
挙
げ
ら

れ
る
。

さ
て
、
来
民
開
拓
団
の
移
住
は
被
差

別
部
落
の
人
々
が
置
か
れ
た
現
状
、
強

ま
る
戦
時
体
制
な
ど
が
重
な
り
あ
い
決

定
し
た
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

移
住
政
策
が
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の

か
、
融
和
運
動
と
水
平
社
運
動
と
の
関

係
性
、
そ
し
て
移
住
と
差
別
の
問
題
が

ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
展
開
さ
れ
た

か
、
さ
ら
に
史
実
に
基
づ
い
て
研
究
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

帝
国
公
道
会
と
移
住

本
書
を
読
み
続
け
て
い
く
な
か
で
、

私
自
身
、
明
治
以
降
移
住
が
ど
の
よ
う

な
形
で
進
め
ら
れ
た
の
か
、
ほ
と
ん
ど

知
ら
な
い
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
た
。
そ

こ
で
雑
駁
で
は
あ
る
が
融
和
運
動
で
の

移
住
の
流
れ
を
、
そ
の
政
策
を
推
進
し

た
帝
国
公
道
会
機
関
誌
『
公
道
』
、
中

央
融
和
事
業
協
会
の
『
融
和
時
報
』
、

同
協
会
か
ら
昭
和
一
〇

一
九
三
五

年

一
月
よ
り
隔
月
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌

『
更
生
』
、
そ
れ
と
大
和
同
志
会
の
機

関
誌
『
明
治
の
光
』
の
記
事
か
ら
ま
と

め
て
み
た
。

大
正
二

一
九
一
三

年
一
〇
月
大
江

卓
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
帝
国
公
道
会

で
は
北
海
道
へ
の
移
住
が
勧
め
ら
れ
た

こ
と
は
本
書
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
の
北
海
道
は
一
八
九
〇
～
一

九
一
〇
年
代
に
か
け
て
の
大
量
移
住
期

で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
日
本
か
ら

海
外
移
民
も
多
数
輩
出
し
た
時
期
で
も

あ
る
。
基
本
的
に
両
移
民
と
も
、
明
治

以
降
の
社
会
構
造
の
変
革
や
、
そ
れ
に

伴
う
農
村
部
の
経
済
的
な
疲
弊
や
過
剰

人
口
問
題
を
解
決
す
る
方
策
の
一
つ
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
移
住
者
数
の

多
寡
は
あ
る
が
、
全
府
県
に
お
い
て
移

民
の
送
出
が
認
め
ら
れ
る
。
移
住
自
体

が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
方
策

の
一
つ
と
し
て
人
々
に
も
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え

ば
大
正
八

一
九
一
九

年
に
西
光
万
吉
、

阪
本
清
一
郎
等
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
領
で

あ
っ
た
セ
レ
ベ
ス
島
へ
の
移
住
を
目
指

す
こ
と
を
目
的
に
黒
潮
会
が
結
成
さ
れ

た
が
、
資
金
調
達
が
難
し
く
実
現
で
き

な
か
っ
た
話
が
伝
わ
る
。

奈
良
と
京
都
の
北
海
道
移
住

大
正
時
代
当
初
の
奈
良
県
で
は
、
矯

風
会
活
動
に
お
い
て
大
正
二

一
九
一

三

年
の
吉
野
郡
龍
門
村
の
二
七
人
を

皮
切
り
に
北
海
道
へ
の
移
住
が
あ
り
、

大
正
八

一
九
一
九

年
ま
で
記
録
に
残

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
奈
良
県
書
記
広

田
正
敏
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
こ
の

背
景
に
は
明
治
二
二

一
八
八
九

年
八

月
の
十
津
川
大
水
害
に
よ
る
十
津
川
村

民
の
北
海
道
移
住
の
実
績
が
あ
る
と
い

う
。
こ
の
時
期
奈
良
県
で
は
自
主
的
部

落
改
善
運
動
が
盛
ん
な
時
期
で
あ
る
が
、

改
善
運
動
で
の
殖
産
興
業
は
う
ま
く
い

か
ず
、
移
住
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
大
和
同
志
会
よ
り

発
行
さ
れ
て
い
た
会
誌
『
明
治
の
光
』

に
も
『
北
海
道
植
民
地
並
び
に
状
況
一

班
附
移
住
者
其
後
の
情
報
』
と
題
し
て
、

第
四
巻
第
十
二
月
号

大
正
四

一
九
一

五

年
一
二
月

か
ら
第
五
巻
第
四
月
号

大
正
五

一
九
一
六

年
四
月

ま
で
五

ヶ
月
に
わ
た
り
広
田
の
視
察
談
と
し
て

掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
北
海
道

移
住
者
か
ら
の
書
簡
も
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
帝
国
公
道
会
の
機
関
誌
『
公

道
』
の
第
二
巻
二
号

大
正
四

一
九
一

五

年
五
月
一
五
日

で
も｢

奈
良
県
矯

風
事
業
一
般｣

と
い
う
記
事
の
中
で｢

農

業
を
奨
励
せ
し
結
果
、
小
作
人
漸
次
増

加
せ
し
と
雖
耕
地
不
足
な
る
に
依
り
、

両
三
年
前
よ
り
北
海
道
移
住
を
奨
励
し

居
る
を
以
て
、
既
に
約
三
十
戸
の
移
住

者
あ
り
て
孰
れ
も
熱
心
農
業
従
事
し
居

る
に
依
り
、
其
成
績
良
好
な
り
、
故
に

近
来
移
住
希
望
者
増
加
の
傾
向
あ
り｣

と
そ
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
。

同
じ
頃
京
都
で
は
「
親
友
夜
学
校
」

を
開
設
し
て
教
育
活
動
に
携
わ
る
と
と

も
に
部
落
改
善
事
業
に
尽
力
し
た
上
田

静
一
が
、
被
差
別
部
落
の
人
々
の
北
海

道
移
住
を
推
進
し
、
自
ら
も
北
海
道
に
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■
『
更
生
』
三
六
号

付
録｢

資
源
調

整
月
報｣

二
月
号

昭
和
一
六

一
九

四
一

年
三
月
一
五
日

熊
本
県

分
村
計
画
進
捗

三
月
下
旬

に
先
遣
隊
送
出

豊
田
指
導
員
の
努
力

熊
本
県
に
於
け
る
資
源
調
整
指
導

員
豊
田
一
次
氏
は
受
講
後
鹿
本
郡
来

民
町
に
駐
在
し
自
分
の
分
村
計
画
を

樹
立
し
、
其
実
行
に
努
力
奮
闘
を
重

ね
つ
ゝ
あ
つ
た
が
此
の
程
県
社
会
課
、

企
画
課
係
員
の
協
力
を
得
、
一
挙
に

七
十
名
を
送
出
せ
し
む
べ
く
、
目
下

実
行
運
動
に
取
掛
つ
て
居
る
が
、
既

に
団
長
及
び
先
遣
隊
も
決
定
を
見
、

そ
れ
〴
〵
手
続
中
で
あ
る
。
尚
本
計

画
は
来
民
町
役
場
の
深
い
理
解
の
下

に
来
民
町
全
体
的
な
計
画
の
も
と
に

進
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
其

の
基
本
は
資
源
調
整
特
別
指
導
地
区

南
古
関
地
区
が
其
の
中
核
体
と
な
り
、

着
々
準
備
を
進
め
て
居
る
。
更
に
三

月
下
旬
に
は
、
団
長
以
下
二
名
が
入

植
地
視
察
に
向
ふ
事
に
成
つ
て
居
る

が
視
察
者
帰
省
後
其
の
報
告
を
ま
つ

て
、
指
導
地
区
以
外
の
町
民
の
中
か

ら
も
第
二
第
三
の
入
植
者
が
多
数
申

込
中
と
の
事
で
あ
る
。

斯
く
し
て
、
部
落
産
業
再
編
成
の

先
駆
的
意
義
を
新
し
い
企
画
性
を
持

つ
来
民
町
の
分
村
計
画
が
画
期
的
進

展
を
期
せ
ら
れ
る
事
に
依
つ
て
九
州

全
体
は
言
う
迄
で
も
な
く
南
日
本
一

体
否
、
本
事
業
全
体
の
発
展
に
、
将

又
東
亜
新
秩
序
建
設
の
為
め
先
駆
的

役
割
を
果
た
し
得
た
事
に
な
る
の
で

あ
る
。
氏
の
限
り
な
き
努
力
と
村
民

の
協
力
に
依
つ
て
優
秀
な
る
成
果
を

期
し
得
ら
れ
る
事
を
祈
る
。

■
『
融
和
時
報
』
一
七
三
号

昭
和
一

六

一
九
四
一

年
四
月
一
日

資
源
調
整
事
業

指
定
地
区
指
導
に
巡

り
て

熊
本
県
で
の
指
定
地
区
は
戸
数
一

八
三
戸
、
内
農
家
戸
数
八
十
で
、
耕

地
反
別
平
均
五
反
で
あ
る
。
資
源
調

整
の
結
果
七
十
戸
の
集
合
開
拓
団
送

出
の
計
画
を
樹
て
ゝ
ゐ
る
。
即
ち
本

年
度
は
時
期
と
し
て
の
条
件
は
悪
い

が
先
遣
隊
と
し
て
十
戸
を
、
明
年
一

月
に
は
本
隊
を
三
十
五
戸
、
三
年
目

に
は
二
十
戸
を
送
出
す
る
計
画
で
あ

る
。
三
十
歳
の
青
年
開
拓
団
長
は
、

三
月
二
十
日
か
ら
内
原
で
訓
練
を
受

け
て
居
り
、
先
遣
隊
員
も
近
く
県
の

訓
練
所
に
入
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
ん
な
具
合
で
、
全
国
指
定
地
区
の

中
で
は
、
最
も
順
調
に
進
行
し
て
ゐ

る
も
の
ゝ
一
つ
で
あ
ら
う
。
斯
く
あ

ら
し
め
た
原
因
の
一
つ
は
、
昨
秋
中

央
融
和
事
業
協
会
主
催
の
資
源
調
整

指
導
員
講
習
会
を
終
了
し
た
指
導
員

某
君
の
献
身
的
な
る
努
力
の
結
実
で

あ
る
と
も
言
へ
る
が
、
他
面
此
の
地

区
は
、
経
済
厚
生
運
動
時
代
か
ら
完

備
し
た
組
織
に
よ
り
、
組
織
的
訓
練

が
行
き
届
い
て
居
り
、
実
行
は
常
に

周
密
な
調
査
計
画
に
基
い
て
ゐ
た
か

ら
で
あ
る
。

■
『
更
生
』
三
七
号｢

資
源
調
整
月
報｣

昭

和
一
六

一
九
四
一

年
五
月
二
八
日

指
定
地
区
に
於
け
る
資
源
調
整
事
業
振

興
状
況

昭
和
十
六
年
三
月
現
在

熊
本
県

来
民
町
南
古
関
は
資
源
調
整
特
別

指
導
地
区
中
最
も
優
秀
な
る
実
績
を

挙
げ
つ
ゝ
あ
る
部
落
に
し
て
現
在
左

記
に
よ
り
集
合
開
拓
移
民
計
画
を
樹

立
実
行
に
努
め
つ
ゝ
あ
り
団
長
宮
本

茂
氏
の
引
率
の
下
に
昭
和
十
六
年
四

月
中
に
十
一
名
の
先
遣
隊
並
家
族
六

名
計
十
七
名
の
送
出
の
為
現
在
内
原

訓
練
所

団
長

球
磨
農
民
道
場
に
於

て

先
遣
隊

訓
練
中

一
、
開
拓
団
名

宮
本
開
拓
団

二
、
送
出
戸
数

七
十
戸

三
、
送
出
促
進
強
化
施
設

イ

耕
地
処
分
方
法

送
出
戸
数

の
耕
地
は
残
留
農
家
に
分
配

し
資
源
調
整
を
な
す

ロ

負
債
整
理
方
法

年
賦
償
還

方
法

ハ

家
族
援
後
方
法

残
村
農
業

実
行
組
合
に
於
て
責
任
を
以

て
勤
労
奉
仕
に
よ
り
援
護

の
完
璧
を
期
す

四
、
其
の
他

積
極
的
資
源
調
整
の
必
要
を
痛

感
玆
に
委
員
会
を
組
織
し
万
般

に
亘
る
計
画
を
樹
立

こ
の
後
、
開
拓
団
が
た
ど
っ
た
道
の

り
、
開
拓
団
を
襲
っ
た
悲
劇
、
生
き
残

っ
た
人
た
ち
の
戦
後
の
苦
悩
等
、
ま
だ

ま
だ
書
き
足
り
な
い
こ
と
は
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
書
を
読
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。
最
後
に
一
つ
だ
け
感

じ
た
こ
と
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
そ

れ
は
、
移
住
を
進
め
る
段
階
で
の
校
長

を
初
め
と
す
る
教
員
の
果
た
し
た
役
割

で
あ
る
。
中
学
校
の
教
員
で
あ
る
私
と

し
て
は
、
こ
の
時
の
学
校
の
果
た
し
た

役
割
、
そ
こ
で
教
鞭
を
執
る
教
師
た
ち

の
思
い
を
も
っ
と
深
く
読
み
解
い
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

現
代
を
生
き
、
未
来
に
責
任
の
あ
る
私

た
ち
に
と
っ
て
、
過
去
の
過
ち
を
繰
り

返
さ
な
い
た
め
に
、
必
要
な
こ
と
の
一

つ
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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移
住
し
て
い
る
。
こ
の
移
住
に
は
北
海

道
庁
へ
の
貸
付
地
の
申
請
、
金
融
機
関

へ
の
資
金
支
援
要
請
等
を
帝
国
公
道
会

が
支
援
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
景
気
の
悪
化
や
移
住
者
の

増
加
な
ど
に
よ
り
、
北
海
道
へ
の
移
住

は
や
が
て
下
火
に
な
っ
て
い
っ
た
。
帝

国
公
道
会
も
大
正
一
〇

一
九
二
一

年

の
大
江
卓
の
死
去
、
自
主
的
融
和
運
動

の
台
頭
や
全
国
水
平
社
の
結
成
な
ど
に

よ
り
衰
退
に
向
か
い
、
昭
和
二

一
九

二
七

年
七
月
、
中
央
融
和
事
業
協
会

に
合
併
吸
収
さ
れ
た
。

中
央
融
和
事
業
協
会
で
は
機
関
誌
で

あ
る
『
融
和
時
報
』
を
毎
月
発
行
し
て

い
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
発
行
当

初
の
昭
和
初
期
段
階
で
は
移
住
に
関
す

る
記
事
は
多
く
な
い
が
、
昭
和
四

一

九
二
九

年
九
月
発
行
の
第
三
四
号｢

近

畿
版｣

に
、｢

新
天
地
を
求
め
て

三
重

県
当
局
の
移
住
援
助｣

と
題
し
た
記
事

が
あ
る
。
こ
れ
は
三
重
県
南
部
の
海
岸

沿
い
の
被
差
別
部
落
か
ら
昭
和
四
年
に

家
族
が
北
海
道
に
移
住
し
た
こ
と
に
対

し
、
旅
費
と
し
て
一
家
族
五
〇
円
が
支

給
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の

記
事
に｢

我
々
は
政
策
的
な
移
住
に
は

余
り
賛
成
し
た
く
な
い
け
れ
ど
も
、
自

然
的
な
希
望
に
輝
く
か
う
し
た
移
住
者

に
は
相
当
助
成
し
て
見
た
い
と
思

う
。｣

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
移
住
政

策
に
対
す
る
見
方
の
一
端
を
う
か
が
え

興
味
深
い
。
な
お
、
記
事
の
終
盤
に
は

｢

北
海
の
無
言
の
天
地
は
何
の
差
別
も

な
く
開
拓
者
の
手
を
待
つ
て
ゐ
る
。｣

と
い
う
希
望
に
あ
ふ
れ
た
新
天
地
に
誘

う
一
文
が
あ
る
が
、
北
海
道
の
先
住
民

族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
事
に
は
全
く
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。

全
国
融
和
事
業
協
会
と
移
住

翌
昭
和
六

一
九
三
一

年
九
月
一
八

日
に
満
州
事
変
が
勃
発
。
昭
和
七

一

九
三
二

年
か
ら
は
政
府
に
よ
り
、
金

融
恐
慌
、
世
界
恐
慌
に
端
を
発
し
た
不

況
か
ら
農
山
漁
村
の
自
立
更
生
に
よ
っ

て
救
済
を
図
る
た
め
の
農
山
漁
村
経
済

更
生
運
動
が
推
し
進
め
ら
れ
、
同
年
九

月
の
全
国
融
和
事
業
協
会
で｢

部
落
経

済
更
生
運
動
に
関
す
る
要
綱｣

が
決
議

さ
れ
る
と
、
全
国
の
被
差
別
部
落
に
経

済
更
生
運
動
が
浸
透
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
ま
た
満
州
移
民
に
は
消
極
的
で

あ
っ
た
犬
養
毅
が
こ
の
年
の
五
・
一
五

事
件
で
、
ま
た
昭
和
一
一

一
九
三
六

年
の
二
・
二
六
事
件
で
高
橋
是
清
が
凶

弾
に
倒
れ
る
と
国
内
で
大
き
な
反
対
勢

力
が
な
く
な
り
、
移
住
政
策
が
進
ん
で

い
く
。
昭
和
一
二

一
九
三
七

年
七
月
、

日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
翌
年
一
月
か
ら

『
融
和
時
報
』
で
は
満
州
へ
の
移
住
に

関
連
し
た
記
事
が
増
加
す
る
。
さ
ら
に
、

昭
和
一
五

一
九
四
〇

年
六
月
に
開
催

さ
れ
た
中
央
融
和
事
業
協
会

於

内

務
省
会
議
室

で
資
源
調
整
事
業
の
実

施
が
決
定
さ
れ
、
全
国
二
五
地
区
が
特

別
指
導
地
区
に
指
定
さ
れ
る
と
、
関
連

し
た
記
事
は
大
幅
に
増
加
す
る
。
資
源

調
整
事
業
に
つ
い
て
は
『
融
和
時
報
』

一
六
四
号

昭
和
一
五

一
九
四
〇

年

七
月
一
日

で
「
現
下
国
策
に
即
応
し

資
源
調
整
事
業
実
施

資
源
調
整
事
業

実
施
ニ
関
ス
ル
件

決
定

土
地
其
他
ノ
資
源
ニ
乏
シ
ク
人
口
著

シ
ク
稠
密
ナ
ル
融
和
事
業
関
係
部
落

ニ
於
テ
ハ
、
人
口
資
源
ノ
関
係
ヲ
調

整
シ
、
之
ニ
基
キ
、
現
下
国
策
ニ
即

応
シ
テ
、
満
州
移
住
並
ニ
時
局
産
業

ヘ
ノ
進
出
ヲ
積
極
化
シ
、
更
ニ
移
住

転
業
農
山
魚
家
ノ
経
営
シ
タ
ル
跡
地

其
他
ノ
処
分
並
ニ
負
債
ノ
整
理
等
ニ

付
適
正
ナ
ル
方
策
ヲ
講
ジ
、
以
テ
部

落
ノ
恒
久
的
更
生
ヲ
期
シ
時
局
対
処

ノ
基
礎
ヲ
整
備
ス
ル
ハ
刻
か
下
喫
緊

ノ
要
務
ニ
シ
テ
、
融
和
事
業
ノ
総
合

的
進
展
要
綱
中
産
業
経
済
施
設
要
綱

ニ
則
リ
概
ネ
左
記
ニ
依
リ
之
ガ
実
施

ニ
当
ラ
ン
ト
ス
」

と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
号
に
は

『
行
け
！
満
州
へ
！

農
業
移
住
並
び

に
青
少
年
義
勇
軍
に

満
州
移
住
費
を

助
成

中
央
融
和
事
業
協
会
の
計
画
』

と
い
う
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
満

州
へ
の
移
住
を
促
進
す
る
計
画
が
着
実

に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
こ
の
少
し
前
頃
よ
り
『
更
生
』

や
『
融
和
時
報
』
に
は
満
州
視
察
記
で

あ
る
と
か
、
満
州
へ
の
移
住
を
肯
定
す

る
論
文
等
が
紙
面
を
賑
わ
し
た
。

『
更
生
』
二
五
号

昭
和
一
四

一
九

三
九

年
三
月

に
は
水
平
社
の
北
原
泰

作
も｢

満
州
移
住
地
観
察
記｣

を
寄
稿
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
に
共
通
す
る

こ
と
は｢

王
道
楽
土｣

や｢

五
族
共
和｣

を

満
州
で
具
現
化
す
る
こ
と
は
部
落
差
別

が
存
在
し
な
い
社
会
が
実
現
す
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
表
の
理
論
の
裏
で
、
先

に
も
述
べ
た
が
、
移
民
と
な
っ
た
人
々

が
、
現
地
の
人
々
か
ら
は
侵
略
者
と
見

ら
れ
て
し
ま
う
現
実
は
無
視
で
き
な
い
。

来
民
開
拓
団

『
更
生
』
三
五
号

昭
和
一
六

一
九

四
一

年
一
月

に
『
更
生
運
動
と
分
村

計
画
に
就
て
』
と
い
う
論
文
が
掲
載
さ

れ
る
。
分
村
移
民
が
進
め
ら
れ
始
め
た

時
期
で
あ
る
。
来
民
開
拓
団
の
移
住
に

関
す
る
記
事
が
『
更
生
』
『
融
和
時
報
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
時
系
列
で

抜
粋
す
る
。
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■
『
更
生
』
三
六
号

付
録｢

資
源
調

整
月
報｣

二
月
号

昭
和
一
六

一
九

四
一

年
三
月
一
五
日

熊
本
県

分
村
計
画
進
捗

三
月
下
旬

に
先
遣
隊
送
出

豊
田
指
導
員
の
努
力

熊
本
県
に
於
け
る
資
源
調
整
指
導

員
豊
田
一
次
氏
は
受
講
後
鹿
本
郡
来

民
町
に
駐
在
し
自
分
の
分
村
計
画
を

樹
立
し
、
其
実
行
に
努
力
奮
闘
を
重

ね
つ
ゝ
あ
つ
た
が
此
の
程
県
社
会
課
、

企
画
課
係
員
の
協
力
を
得
、
一
挙
に

七
十
名
を
送
出
せ
し
む
べ
く
、
目
下

実
行
運
動
に
取
掛
つ
て
居
る
が
、
既

に
団
長
及
び
先
遣
隊
も
決
定
を
見
、

そ
れ
〴
〵
手
続
中
で
あ
る
。
尚
本
計

画
は
来
民
町
役
場
の
深
い
理
解
の
下

に
来
民
町
全
体
的
な
計
画
の
も
と
に

進
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
其

の
基
本
は
資
源
調
整
特
別
指
導
地
区

南
古
関
地
区
が
其
の
中
核
体
と
な
り
、

着
々
準
備
を
進
め
て
居
る
。
更
に
三

月
下
旬
に
は
、
団
長
以
下
二
名
が
入

植
地
視
察
に
向
ふ
事
に
成
つ
て
居
る

が
視
察
者
帰
省
後
其
の
報
告
を
ま
つ

て
、
指
導
地
区
以
外
の
町
民
の
中
か

ら
も
第
二
第
三
の
入
植
者
が
多
数
申

込
中
と
の
事
で
あ
る
。

斯
く
し
て
、
部
落
産
業
再
編
成
の

先
駆
的
意
義
を
新
し
い
企
画
性
を
持

つ
来
民
町
の
分
村
計
画
が
画
期
的
進

展
を
期
せ
ら
れ
る
事
に
依
つ
て
九
州

全
体
は
言
う
迄
で
も
な
く
南
日
本
一

体
否
、
本
事
業
全
体
の
発
展
に
、
将

又
東
亜
新
秩
序
建
設
の
為
め
先
駆
的

役
割
を
果
た
し
得
た
事
に
な
る
の
で

あ
る
。
氏
の
限
り
な
き
努
力
と
村
民

の
協
力
に
依
つ
て
優
秀
な
る
成
果
を

期
し
得
ら
れ
る
事
を
祈
る
。

■
『
融
和
時
報
』
一
七
三
号

昭
和
一

六

一
九
四
一

年
四
月
一
日

資
源
調
整
事
業

指
定
地
区
指
導
に
巡

り
て

熊
本
県
で
の
指
定
地
区
は
戸
数
一

八
三
戸
、
内
農
家
戸
数
八
十
で
、
耕

地
反
別
平
均
五
反
で
あ
る
。
資
源
調

整
の
結
果
七
十
戸
の
集
合
開
拓
団
送

出
の
計
画
を
樹
て
ゝ
ゐ
る
。
即
ち
本

年
度
は
時
期
と
し
て
の
条
件
は
悪
い

が
先
遣
隊
と
し
て
十
戸
を
、
明
年
一

月
に
は
本
隊
を
三
十
五
戸
、
三
年
目

に
は
二
十
戸
を
送
出
す
る
計
画
で
あ

る
。
三
十
歳
の
青
年
開
拓
団
長
は
、

三
月
二
十
日
か
ら
内
原
で
訓
練
を
受

け
て
居
り
、
先
遣
隊
員
も
近
く
県
の

訓
練
所
に
入
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
ん
な
具
合
で
、
全
国
指
定
地
区
の

中
で
は
、
最
も
順
調
に
進
行
し
て
ゐ

る
も
の
ゝ
一
つ
で
あ
ら
う
。
斯
く
あ

ら
し
め
た
原
因
の
一
つ
は
、
昨
秋
中

央
融
和
事
業
協
会
主
催
の
資
源
調
整

指
導
員
講
習
会
を
終
了
し
た
指
導
員

某
君
の
献
身
的
な
る
努
力
の
結
実
で

あ
る
と
も
言
へ
る
が
、
他
面
此
の
地

区
は
、
経
済
厚
生
運
動
時
代
か
ら
完

備
し
た
組
織
に
よ
り
、
組
織
的
訓
練

が
行
き
届
い
て
居
り
、
実
行
は
常
に

周
密
な
調
査
計
画
に
基
い
て
ゐ
た
か

ら
で
あ
る
。

■
『
更
生
』
三
七
号｢

資
源
調
整
月
報｣

昭

和
一
六

一
九
四
一

年
五
月
二
八
日

指
定
地
区
に
於
け
る
資
源
調
整
事
業
振

興
状
況

昭
和
十
六
年
三
月
現
在

熊
本
県

来
民
町
南
古
関
は
資
源
調
整
特
別

指
導
地
区
中
最
も
優
秀
な
る
実
績
を

挙
げ
つ
ゝ
あ
る
部
落
に
し
て
現
在
左

記
に
よ
り
集
合
開
拓
移
民
計
画
を
樹

立
実
行
に
努
め
つ
ゝ
あ
り
団
長
宮
本

茂
氏
の
引
率
の
下
に
昭
和
十
六
年
四

月
中
に
十
一
名
の
先
遣
隊
並
家
族
六

名
計
十
七
名
の
送
出
の
為
現
在
内
原

訓
練
所

団
長

球
磨
農
民
道
場
に
於

て

先
遣
隊

訓
練
中

一
、
開
拓
団
名

宮
本
開
拓
団

二
、
送
出
戸
数

七
十
戸

三
、
送
出
促
進
強
化
施
設

イ

耕
地
処
分
方
法

送
出
戸
数

の
耕
地
は
残
留
農
家
に
分
配

し
資
源
調
整
を
な
す

ロ

負
債
整
理
方
法

年
賦
償
還

方
法

ハ

家
族
援
後
方
法

残
村
農
業

実
行
組
合
に
於
て
責
任
を
以

て
勤
労
奉
仕
に
よ
り
援
護

の
完
璧
を
期
す

四
、
其
の
他

積
極
的
資
源
調
整
の
必
要
を
痛

感
玆
に
委
員
会
を
組
織
し
万
般

に
亘
る
計
画
を
樹
立

こ
の
後
、
開
拓
団
が
た
ど
っ
た
道
の

り
、
開
拓
団
を
襲
っ
た
悲
劇
、
生
き
残

っ
た
人
た
ち
の
戦
後
の
苦
悩
等
、
ま
だ

ま
だ
書
き
足
り
な
い
こ
と
は
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
書
を
読
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。
最
後
に
一
つ
だ
け
感

じ
た
こ
と
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
そ

れ
は
、
移
住
を
進
め
る
段
階
で
の
校
長

を
初
め
と
す
る
教
員
の
果
た
し
た
役
割

で
あ
る
。
中
学
校
の
教
員
で
あ
る
私
と

し
て
は
、
こ
の
時
の
学
校
の
果
た
し
た

役
割
、
そ
こ
で
教
鞭
を
執
る
教
師
た
ち

の
思
い
を
も
っ
と
深
く
読
み
解
い
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

現
代
を
生
き
、
未
来
に
責
任
の
あ
る
私

た
ち
に
と
っ
て
、
過
去
の
過
ち
を
繰
り

返
さ
な
い
た
め
に
、
必
要
な
こ
と
の
一

つ
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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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

■人権と部落問題 974■（部落問題研究所刊

） 円

◇特集 軍拡ではなく、平和の追求を

◇部落問題関係図書の「閲覧制限」に関する和歌

山県立図書館の措置について 梅田修

◇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

■人民新聞 1810■（人民新聞社刊 ）

◇多くの支援者に支えられ 自主夜間学校「いい

あす京都」開校 かわすみかずみ

■月刊スティグマ 325■（千葉県人権センター刊

） 円

◇差別とは何か、偏見とは何か 地域実践に根

をおろし続けて（裵重度さん聞き取り） 福岡

安則＆ティレリ・メラル

■世界人権問題研究センター研究紀要 28■（世

界人権問題研究センター刊 ）

◇朝鮮半島における近代手話教育の考察―「済生

院」とろう教育の変遷について― 盧相永

◇龍谷大学保管の安重根の歴史資料とその平和利

用 李洙任

◇女性差別撤廃条約と非異性愛女性の権利―フレ

ーマー＝カルデラ対スリランカ事件を題材に―

谷口洋幸

◇外国人の「マイノリティ」としての教育について

の権利―国際人権法からの検討― 有江ディアナ

■月刊地域と人権 472■（全国地域人権運動総

連合刊 ）

◇講演「愛知県水平社 年の歴史が今に問いか

けるもの」丹波正史

■地域と人権 1245■（全国地域人権運動総連合

刊 ） 円

◇メディアの「差別まだあるあるキャンペーン」

を糺す 植山光朗

■地域と人権 1246■（全国地域人権運動総連合

刊 ） 円

◇メディアの「差別まだあるあるキャンペーン」

を糺す 植山光朗

■地域と人権 1247■（全国地域人権運動総連合

刊 ） 円

◇メディアの「差別まだあるあるキャンペーン」

を糺す 植山光朗

■地域と人権京都 887■（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 888■（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 889■（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 890■（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 891■（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 735■（全国人権教育研究協議会刊

） 円

◇人権文化を拓く 子どもの命を救うには 西

郷孝彦

■であい 736■（全国人権教育研究協議会刊

） 円

◇人権文化を拓く 誰の子どもも被ばくさせ

ない―原発問題は人権問題― 森松明希子

■ 人権 98■（東京都人権啓発センター

刊 ）

◇出自と「痛み」が私を彩る―どちらでも「ない」

から、どちらでも「ある」私へ 石原真衣さん

■同志社社会福祉学 36■（同志社大学社会福祉

学会刊 ）

◇優生学イデオロギーを批判する福祉哲学の研究―

賀川豊彦等の思想の検討を素材に― 加藤博史

■奈良人権部落解放研究所紀要 41■（奈良人権

部落解放研究所刊 ） 円＋税

◇明治初期の「賤民」解放論議―「賤民廃止令」

が出るまで― 和田恵治

◇初期水平運動と浄土真宗―三浦参玄洞の視点か

ら― 浅尾篤哉

◇追悼文 私の人生の「師」、寺澤亮一先生―「卓

越した洞察力と先見性、そして解放への情熱」

に導かれて― 高松秀憲

◇奈良人権部落解放研究所 研究紀要総目次

■ヒューマン・アルカディア 93■（福岡県人権啓発

情報センター刊 ）

◇特集 部落差別と“マイクロアグレッション”・部

落差別におけるマイクロアグレッションとは？

内田龍史

■ヒューマンライツ 425■（部落解放・人権研究

所 ）

◇特集 子どもの人権と意見表明権

◇識字運動の担い手たちが語る どん底まで見

京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

たし、富士山も見た（前編）大林年子さん（立

岩識字学級） 編集：菅原智恵美

■部落解放 840■（解放出版社刊 ）

円＋税

◇千葉・東葛同和教育研究会の挑戦

◇本の紹介

・藤田早苗著『武器としての国際人権―日本の貧困

・報道・差別』 窪誠

・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』 川口祥子

◇「人権の視点」でみた語り部活動 おはなしの

語り部をして 年 大賀喜子

◇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 識字をとおしてひろが

る世界 山中米子 編集 菅原智恵美

◇部落解放史の最前線 明治維新と「解放令」

の発布 朝治武

■部落解放 増刊号■（解放出版社刊 ）

円＋税

◇第 回部落解放文学賞

■部落解放 842■（解放出版社刊 ）

円＋税

◇特集 高校における多文化共生のとりくみ 学校

を変え、社会を変える

◇ヘイト・スピーチを受けない権利 出発点

到達点としての人間の尊厳―谷元昭信『戦後の

部落解放運動』 前田朗

◇本の紹介

・小倉慈司・西宮秀紀・吉田一彦編『差別の地域

史―渡辺村からみた日本社会』 藤原有和

・姜善奉著・川口祥子訳『小鹿島 賤国への旅』

三宅美千子

◇「水平社 年の日」のメディアはどう構成さ

れたか 新聞分析から 西村寿子

◇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 女性解放運動から世界

へ山中米子 編集 菅原智恵美

◇石川一雄の半生をたどり「狭山事件」の本質を

描く 黒川みどり著『被差別部落に生まれて―

石川一雄が語る狭山事件』出版発表会

◇部落解放史の最前線 急激な近代化と部落問

題の成立 朝治武

■部落史研究報告集 27■（八幡浜部落史研究会

刊 ）

◇「山下友枝」の研究 その 水本正人・西園寺

千代・菊池正・矢野俊治・甲野正人・五藤孝人

◇全国水平社 年間の変遷図 菊池正

◇変遷図に出てくる水平運動家の戦前の経歴 菊池正

◇史料紹介

・二番目に出された「水平社宣言」 水本正人

・最後の大会で出された「水平社宣言」 水本正人

◇「非人手下」について 水本正人

◇三業惑乱の波、伊予松山に及ぶ―留役所「伊予

諸記」（本願寺史料）より― 水本正人

■部落問題研究 245■（部落問題研究所刊

） 円

◇第 回部落問題研究者全国集会報告

・全体会 全国水平社創立百年と部落問題解決過程

の到達点 ―今も「部落差別は根強く存在する」

のか― 秦重雄・石倉康次・広川禎秀

・歴史 分科会 身分的周縁研究の成果と課題 多

和田雅保・村和明・吉田伸之・大黒俊二

・歴史 分科会 地域における社会関係と地域構造

の歴史的変容 吉原大志・中村元

・現状分析・理論分科会 部落問題の現在―まちづく

りと地名公表問題を考える 井手幸喜・奥山峰夫

・教育分科会 今日における平和教育の意義と課

題大八木賢治・真野春子

・思想・文化分科会 「部落問題文芸作品年表 大

正篇」から見えて来るもの 秦重雄

■むこうにみえるは ウェーブ 通信 27■（人権

ネットワーク・ウェーブ 刊 ）

◇第四次産業革命と公教育～コロナ禍における教

育の実際と変容について～ 人権ネットワー

ク・ウェーブ

■ゆいぱる 50■（姫路市人権啓発センター刊

）

◇人権リーダー育成講座（ワークショップの概要）

「ダメ」より「なぜ？」を考える～人権感覚をみ

がくために～ 渡辺毅さん

■リベラシオン 190■（福岡県人権研究所刊

） 円

◇組坂繁之聞き書き聞き書き「出会い思い合い」を

通じて部落問題を考える 山崎健

◇全九州水平社創立 周年記念 全九州水平社創

立の黎明 塚本博和

◇識字運動の先達 福田一平先生 後藤継善

◇ 書評 森山沾一・和智俊幸・横田司・坂田美穂

著『殉義の星と輝かん―百年生きる「解

放歌」と柴田啓蔵』 薄井一央

◇ 書評 福岡地方史研究会編『福岡遊学 テーマ

別福岡市近郊歴史ガイド』 宮野弘樹
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■人権と部落問題 974■（部落問題研究所刊

） 円

◇特集 軍拡ではなく、平和の追求を

◇部落問題関係図書の「閲覧制限」に関する和歌

山県立図書館の措置について 梅田修

◇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

■人民新聞 1810■（人民新聞社刊 ）

◇多くの支援者に支えられ 自主夜間学校「いい

あす京都」開校 かわすみかずみ

■月刊スティグマ 325■（千葉県人権センター刊

） 円

◇差別とは何か、偏見とは何か 地域実践に根

をおろし続けて（裵重度さん聞き取り） 福岡

安則＆ティレリ・メラル

■世界人権問題研究センター研究紀要 28■（世

界人権問題研究センター刊 ）

◇朝鮮半島における近代手話教育の考察―「済生

院」とろう教育の変遷について― 盧相永

◇龍谷大学保管の安重根の歴史資料とその平和利

用 李洙任

◇女性差別撤廃条約と非異性愛女性の権利―フレ

ーマー＝カルデラ対スリランカ事件を題材に―

谷口洋幸

◇外国人の「マイノリティ」としての教育について

の権利―国際人権法からの検討― 有江ディアナ

■月刊地域と人権 472■（全国地域人権運動総

連合刊 ）

◇講演「愛知県水平社 年の歴史が今に問いか

けるもの」丹波正史

■地域と人権 1245■（全国地域人権運動総連合

刊 ） 円

◇メディアの「差別まだあるあるキャンペーン」

を糺す 植山光朗

■地域と人権 1246■（全国地域人権運動総連合

刊 ） 円

◇メディアの「差別まだあるあるキャンペーン」

を糺す 植山光朗

■地域と人権 1247■（全国地域人権運動総連合

刊 ） 円

◇メディアの「差別まだあるあるキャンペーン」

を糺す 植山光朗

■地域と人権京都 887■（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 888■（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 889■（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 890■（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 891■（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 735■（全国人権教育研究協議会刊

） 円

◇人権文化を拓く 子どもの命を救うには 西

郷孝彦

■であい 736■（全国人権教育研究協議会刊

） 円

◇人権文化を拓く 誰の子どもも被ばくさせ

ない―原発問題は人権問題― 森松明希子

■ 人権 98■（東京都人権啓発センター

刊 ）

◇出自と「痛み」が私を彩る―どちらでも「ない」

から、どちらでも「ある」私へ 石原真衣さん

■同志社社会福祉学 36■（同志社大学社会福祉

学会刊 ）

◇優生学イデオロギーを批判する福祉哲学の研究―

賀川豊彦等の思想の検討を素材に― 加藤博史

■奈良人権部落解放研究所紀要 41■（奈良人権

部落解放研究所刊 ） 円＋税

◇明治初期の「賤民」解放論議―「賤民廃止令」

が出るまで― 和田恵治

◇初期水平運動と浄土真宗―三浦参玄洞の視点か

ら― 浅尾篤哉

◇追悼文 私の人生の「師」、寺澤亮一先生―「卓

越した洞察力と先見性、そして解放への情熱」

に導かれて― 高松秀憲

◇奈良人権部落解放研究所 研究紀要総目次

■ヒューマン・アルカディア 93■（福岡県人権啓発

情報センター刊 ）

◇特集 部落差別と“マイクロアグレッション”・部

落差別におけるマイクロアグレッションとは？

内田龍史

■ヒューマンライツ 425■（部落解放・人権研究

所 ）

◇特集 子どもの人権と意見表明権

◇識字運動の担い手たちが語る どん底まで見

京都部落問題研究資料センター通信 第73号2023年10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

生が広島訪問

■解放新聞滋賀版 2471■（部落解放同盟滋賀県

連合会刊 ）

◇ ・ 部落解放第 回全国高校正集会・第

回全国青年集会報告

■解放新聞東京版 1030■（解放新聞社東京支局

刊 ） 円

◇ 主張 事実調べを実現させるため 裁判所を動

かす世論構築に向け 狭山東京集会を成

功させよう

◇「復刻版」裁判控訴判決 神奈川県報告集会「包

括的差別禁止法などの立法闘争に活用を」

◇ 部落差別とは何かを世間に伝える必要がある

部落解放・人権政策確立要求東京実行委員会総

会開催

◇核も戦争もない平和な社会を届ける取り組みを

被爆 周年原水爆禁止世界大会

◇同和教育の目指すところを再認識する集会に 第

回東京都同和教育研究集会

◇就職斡旋業者の都立高参入の実態把握など要望

年度第 回進路保障会議

■解放新聞奈良版 1194■（解放新聞社奈良支局

刊 ）

◇部落差別等撤廃と人権確立を目指す 奈良県民

集会開催

◇人権文化の創造に向けて 総合人権講座スタート

◇核兵器の廃絶をめざして 「原爆の日」ロ

ック行動

◇過ちを繰り返さないために「はだしのゲン」か

ら考える集い

■解放新聞兵庫版 909■（解放新聞社兵庫支局

刊 ）

◇ 主張 復刻版裁判の完全勝利を

◇狭山の闘いを前進させよう 狭山事件の再審求

めるつどい開催

◇誰もが学べる夜間中学を考える 姫路でセミナー

◇朝鮮学校への補助金継続

◇部落問題を体系的に学ぶ 人権教育実践講座開催

◇公正採用、就職差別撤廃にむけた要請活動

■解放新聞広島県版 2462■（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 2463■（解放新聞社広島

支局刊 ）

◇半世紀前 広島の部落解放運動は

■架橋49■（鳥取市人権情報センター刊 ）

◇特集 人権としての性教育を考える

◇みんなの架橋～架橋でめぐる全国の人権機関～

奨学金・文献公開・研修「朝田善之助記念館」

朝田教育財団

■かけはし 6■（香川県隣保館連絡協議会刊

）

◇隣保ソーシャルワーカーは、かくして生まれた

その 富島喜揮

■語る・かたる・トーク 340■（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 蒔かぬ種の芽はでない 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 初心を忘るべからず

外川正明

■語る・かたる・トーク 341■（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 可能性をさらに 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 遥かな時を越えてい

く想像力 外川正明

■京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信

43■（京都市地域・多文化交流ネットワークサ

ロン刊 ）

◇生態系の表出、日々の育む豊かさが集う―東九

条春まつりにて

■グローブ 114■（世界人権問題研究センター刊

）

◇近代の貸座敷と地域社会 井岡康時

◇山科東野の放牧場の牛たち 小林丈広

◇「夜間中学の学び」に学ぶ 岡田敏之

■振興会通信 170■（同和教育振興会刊 ）

◇『ハンセン病差別と向き合う―本願寺教団の歩

みと課題―』作成の経緯と活用への願い 仲尾萌恵

◇同朋運動史の窓 左右田昌幸

■振興会通信171■（同和教育振興会刊 ）

◇『ＬＧＢＴ理解増進法』成立について 岩本智依

◇同朋運動史の窓 左右田昌幸

■人権と部落問題 973■（部落問題研究所刊

） 円

◇特集 国民生活を守る自治体の役割と活動

◇文芸の散歩道 島崎藤村作小説『破戒』の劇化

―脚本・上演に心血を注いだ村山知義― 桑原律

◇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

京都部落問題研究資料センター通信 第 号 年 月 日

◇「全国部落調査」復刻版出版事件裁判 控訴審

判決に原告団・弁護団が声明

■解放新聞 3071■（解放新聞社刊 ）

円

◇金城実さんが「水平社宣言」琉球語訳を贈呈

◇「熱と光」にみちびかれて 部落解放への教育

森実

◇第 回全国女性集会第 分科会の活動報告から

「人生を変えた解放運動との出会い」 塩見

一恵（京都）

■解放新聞 3072■（解放新聞社刊 ）

円

◇映画 『福田村事件』（監督 森達也） 中村一成

◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅

原智恵美

◇第 回全国女性集会第 分科会の活動報告から

「人生を変えた解放運動との出会い」 塩見

一恵（京都）

■解放新聞3073■（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3074■（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 3075■（解放新聞社刊 ）

円

◇ 主張 狭山事件の事実調べの実現と「再審法」改

正求める世論を拡げよう

◇ 焦点 関東大震災 年 流言を暴力に転化さ

せる民族差別意識 加藤直樹

◇狭山署名など世論拡大を 狭山事件第 回

三者協議

◇平和への歩みを誓う 日本国憲法の理念の実現

を 戦争犠牲者追悼、平和を誓う 集会

◇アイヌの歴史と文化を ～ リバティお

おさか企画展

◇ 映画紹介 『アリランラプソディ ～海を越え

たハルモニたち～』監督：金聖雄

◇文学の力を社会を変える力に 第 回部落解放

文学賞

◇「識字と私と解放運動」坂下君代

◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅

原智恵美

■解放新聞愛知版 522■（部落解放同盟愛知県

連合会刊 ） 円

◇ 部落解放愛知県共闘会議 名古屋市交渉関

連記事

◇第 期県連女性部集会「ネット上の部落差別に

ついて学習」

◇県連第 回大会報告

■解放新聞大阪版 2320■（解放新聞社大阪支

局刊 ）

◇豊中市で相次ぐ差別事件 市立中教員が「え

たひにん」

■解放新聞大阪版 ■（解放新聞社大阪支

局刊 ）

◇豊中市で相次ぐ差別事件

■解放新聞大阪版 2324■（解放新聞社大阪支
局刊 ）

◇ 主張 関東大震災から 年 朝鮮人虐殺とい

う歴史的事実を知り、二度と過ちを繰り

返さないために

◇ 水平時評 慶応高校の優勝から考える「部落観

が変わる」運動へ 府連委員長 赤井隆史

◇布川事件 桜井昌司さん死去 「獄友」石川さ

んと強い絆

■解放新聞改進版 563■（部落解放同盟改進支

部刊 ）

◇「改進地区の教育のあゆみ」より ～戦前～

山田康夫さん

■解放新聞改進版 565■（部落解放同盟改進支

部刊 ）

◇関東大震災から 年を迎えて 歴史から学ぶ

朝鮮人等への大虐殺 権力の横暴を許さずあら

ゆる差別の解消を

◇ 今月の一冊 『闇バイト 凶悪化する若者のリ

アル』廣末登著 祥伝社新書刊

◇ 年度教育懇談会「同和」教育の普遍化と公

立学校が果たす役割～すべての子どもの教育保

障を求めて、同和教育実践に学ぶ～第 回同和

対策事業・同和教育があればこそ①講師：改進

支部特別執行委員 柳生雅巳さん

■解放新聞京都版 1262■（解放新聞社京都支局

刊 ） 円

◇ ・ 部落解放第 回全国高校正集会・第

回全国青年集会報告

◇湖東病院事件から学ぶ 池田弁護士記念講演

◇「歴史否定が加害を継続させる」ウトロ学習会

で東京大学 外村教授講演

◇平和行動で未来を変えよう 福知山市内の中学

京都部落問題研究資料センター通信 第73号 2023年10月25日
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◇「全国部落調査」復刻版出版事件裁判 控訴審

判決に原告団・弁護団が声明

■解放新聞 3071■（解放新聞社刊 ）

円

◇金城実さんが「水平社宣言」琉球語訳を贈呈

◇「熱と光」にみちびかれて 部落解放への教育

森実

◇第 回全国女性集会第 分科会の活動報告から

「人生を変えた解放運動との出会い」 塩見

一恵（京都）

■解放新聞 3072■（解放新聞社刊 ）

円

◇映画 『福田村事件』（監督 森達也） 中村一成

◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅

原智恵美

◇第 回全国女性集会第 分科会の活動報告から

「人生を変えた解放運動との出会い」 塩見

一恵（京都）

■解放新聞3073■（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3074■（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 3075■（解放新聞社刊 ）

円

◇ 主張 狭山事件の事実調べの実現と「再審法」改

正求める世論を拡げよう

◇ 焦点 関東大震災 年 流言を暴力に転化さ

せる民族差別意識 加藤直樹

◇狭山署名など世論拡大を 狭山事件第 回

三者協議

◇平和への歩みを誓う 日本国憲法の理念の実現

を 戦争犠牲者追悼、平和を誓う 集会

◇アイヌの歴史と文化を ～ リバティお

おさか企画展

◇ 映画紹介 『アリランラプソディ ～海を越え

たハルモニたち～』監督：金聖雄

◇文学の力を社会を変える力に 第 回部落解放

文学賞

◇「識字と私と解放運動」坂下君代

◇まなぶ つながる うごきだす 識字のいま 菅

原智恵美

■解放新聞愛知版 522■（部落解放同盟愛知県

連合会刊 ） 円

◇ 部落解放愛知県共闘会議 名古屋市交渉関

連記事

◇第 期県連女性部集会「ネット上の部落差別に

ついて学習」

◇県連第 回大会報告

■解放新聞大阪版 2320■（解放新聞社大阪支

局刊 ）

◇豊中市で相次ぐ差別事件 市立中教員が「え

たひにん」

■解放新聞大阪版 ■（解放新聞社大阪支

局刊 ）

◇豊中市で相次ぐ差別事件

■解放新聞大阪版 2324■（解放新聞社大阪支
局刊 ）

◇ 主張 関東大震災から 年 朝鮮人虐殺とい

う歴史的事実を知り、二度と過ちを繰り

返さないために

◇ 水平時評 慶応高校の優勝から考える「部落観

が変わる」運動へ 府連委員長 赤井隆史

◇布川事件 桜井昌司さん死去 「獄友」石川さ

んと強い絆

■解放新聞改進版 563■（部落解放同盟改進支

部刊 ）

◇「改進地区の教育のあゆみ」より ～戦前～

山田康夫さん

■解放新聞改進版 565■（部落解放同盟改進支

部刊 ）

◇関東大震災から 年を迎えて 歴史から学ぶ

朝鮮人等への大虐殺 権力の横暴を許さずあら

ゆる差別の解消を

◇ 今月の一冊 『闇バイト 凶悪化する若者のリ

アル』廣末登著 祥伝社新書刊

◇ 年度教育懇談会「同和」教育の普遍化と公

立学校が果たす役割～すべての子どもの教育保

障を求めて、同和教育実践に学ぶ～第 回同和

対策事業・同和教育があればこそ①講師：改進

支部特別執行委員 柳生雅巳さん

■解放新聞京都版 1262■（解放新聞社京都支局

刊 ） 円

◇ ・ 部落解放第 回全国高校正集会・第

回全国青年集会報告

◇湖東病院事件から学ぶ 池田弁護士記念講演

◇「歴史否定が加害を継続させる」ウトロ学習会

で東京大学 外村教授講演

◇平和行動で未来を変えよう 福知山市内の中学

京都部落問題研究資料センター通信 第73号2023年10月25日
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■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

■アイユ ■（人権教育啓発推進センター刊

） 円

◇第 回全国中学生人権作文コンテスト 日本放

送協会会長賞 『僕は何人？』筑紫野市立筑紫

野南中学 二年 垣内隆泰

■朝田教育財団だより 39■（朝田教育財団刊

）

◇「朝田善之助賞」創設に当たって 小山逸夫、 山

崎孝、梶村健二

◇原田眞智子さんのご冥福をお祈りします 竹口等

■ 通信215■（反差別国際運動刊 ）

◇特集 関東大震災と朝鮮人・中国人虐殺～ 年

を経て

◇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』大賀喜子

■ウィングスきょうと 177■（京都市男女共同参
画推進協会刊 ）
◇図書情報室新刊案内
・伊藤詩織著『裸で泳ぐ』
・河野貴代美編著『やわらかいフェミニズムシス
ターフッドは今』

■ウトロレター 4■（ウトロ平和祈念館刊 ）

◇ウトロ平和祈念館が 周年を迎えました

◇ついに市営住宅 期棟が完成

■解放共闘大阪 1162■（部落解放大阪府民共闘

会議刊 ）

◇直ちに鑑定人尋問・インク鑑定を 狭山事件第

回三者協議

◇子ども中心に地域と学校が力を合わせて 大阪

教育活動ネットワーク総会

◇外国人の人権保障と差別撤廃を 外国人人権法

連絡会 関西でシンポジウム

■解放新聞3067■（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3068■（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 3069■（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

◇リバティおおさかの所蔵品が広島県三次市の竹

工房へ 割石忠典

◇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』 小泉凡

■解放新聞3070■（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

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

《年末年始の休室のお知らせ》 ■ 年 月 日 木 ～ 年 月 日 月

《出張研修・講師派遣のお知らせ》

当センターではかねてより「当センター内での研修や地域・学校での学習・講演会への講師紹
介」事業を行っています。特に「同和問題（教育）」、「教育保障（夜間中学）」に力を入れていま
す。研修などをお考えの時にはご相談ください。  

□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 ｍ
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