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３５紡績工業と被差別部落再論 3４ 

（
３
）
 

１
〕
て
い
た
こ
と
を
」
、
ま
た
「
他
方
に
お
け
る
部
落
出
身
婦
女
子
の

（
４
）
 

差
別
的
排
除
を
否
定
す
る
朱
ロ
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判

で
あ
る
。
こ
れ
ら
馬
原
氏
が
列
挙
し
て
い
る
側
面
は
い
ず
れ
も
、
少

な
く
と
も
戦
前
社
会
で
の
、
よ
く
知
ら
れ
た
部
落
差
別
の
形
態
で
あ

っ
て
、
改
め
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
も
な
い
と
思
わ

れ
た
。

従
来
の
近
代
部
落
史
は
こ
れ
ら
の
側
面
の
み
を
強
調
し
て
き
た
。

そ
し
て
私
の
疑
問
は
こ
の
こ
と
自
体
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
戦

後
部
落
差
別
の
「
本
質
」
を
大
企
業
経
営
近
代
産
業
か
ら
の
排
除
と

し
て
一
面
的
に
捉
え
る
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
っ
た
。

実
は
私
も
そ
の
よ
う
な
固
定
観
念
を
持
っ
て
一
九
七
一
一
一
年
に
、
あ

る
被
差
別
部
落
の
実
態
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
そ

の
部
落
の
全
労
働
者
の
五
一
一
一
・
六
％
は
日
雇
い
・
パ
ー
ト
・
臨
時
雇

い
な
ど
の
不
安
定
就
業
労
働
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
性
別
、
年
齢
別

に
は
大
き
な
相
違
が
存
在
し
て
い
た
。
女
子
労
働
者
の
六
六
・
四
％

が
電
気
産
業
に
（
若
年
女
子
は
大
企
業
の
常
雇
い
、
中
年
女
子
は
そ

（
５
）
 

の
下
請
け
中
企
業
の
パ
ー
ト
と
－
〕
て
）
就
業
－
〕
て
い
た
。
こ
の
調
査

の
結
果
、
私
は
資
本
は
雇
用
調
整
の
「
安
全
弁
」
と
し
て
部
落
差
別

を
利
用
は
す
る
が
、
部
落
民
を
労
働
市
場
そ
の
も
の
か
ら
完
全
に
締

め
出
す
こ
と
は
、
資
本
の
利
益
追
求
に
無
条
件
に
一
致
し
な
い
の
で

は
な
い
か
と
の
結
論
に
達
し
た
。
電
気
産
業
は
「
繊
維
型
の
現
代

版
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
戦
前
の
繊
維
産
業
の
場
合
は
ど

が
つ
よ
ま
る
と
と
も
に
、
紡
績
・
製
糸
業
や
炭
鉱
な
ど
で
働
い
て
い

た
部
落
労
働
者
の
な
か
に
は
、
仕
事
を
奪
わ
れ
る
も
の
も
で
て
き
ま

（
、
）

し
た
」
と
続
く
。
こ
の
主
張
は
馬
原
氏
が
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た

炭
鉱
労
働
に
は
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
紡
績
・
製
糸
業
に
も
当
て

は
ま
る
か
ど
う
か
は
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
馬
原
氏
自
身
も
紡
績
業
に
関
す
る
こ
の
見
解
を
か
な
ら

ず
し
も
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
拙
論
「
結
び
」
の
「
特
に
独
占
段
階
に
至
っ
て
か
ら
は
（
部

（
、
）

落
民
が
紡
績
業
に
Ｉ
引
用
者
）
積
極
的
に
採
用
さ
れ
さ
え
し
た
」

と
い
う
私
の
指
摘
を
別
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
前
述
し

た
よ
う
な
一
定
の
評
価
を
下
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

拙
論
で
検
討
の
対
象
と
し
た
岸
和
田
紡
績
労
働
者
の
多
数
の
出
身

地
が
被
差
別
部
落
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
明
壼
皀

（
、
）

か
に
な
っ
た
よ
う
に
「
朝
鮮
と
沖
縄
の
人
が
と
り
わ
け
多
か
っ
た
」

と
い
う
こ
と
に
「
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、

そ
こ
に
は
「
近
代
的
大
経
営
一
般
の
問
題
と
し
て
普
遍
化
し
に
く
い

（
画
）

問
題
が
←
の
ろ
」
の
で
は
な
い
か
と
馬
原
氏
は
正
当
な
疑
念
を
抱
い
て

お
ら
れ
る
。
拙
論
は
あ
く
ま
で
も
「
試
論
」
で
あ
っ
て
、
岸
和
田
紡

績
が
意
識
的
に
多
数
の
被
差
別
労
働
力
（
朝
鮮
人
、
沖
縄
県
人
、
部

落
民
）
を
雇
用
し
て
い
た
こ
と
を
紡
績
業
一
般
、
「
近
代
的
大
経
営

一
般
」
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
岸
和
田
紡
績
が
特
異
な
例
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で

う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
私
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。

欧
米
の
日
本
研
究
者
間
で
は
部
落
差
別
が
古
代
以
来
の
宗
教
的
禁

忌
の
残
存
で
し
か
な
く
、
近
代
日
本
社
会
で
は
も
は
や
何
の
機
能
も

保
持
し
て
い
な
い
「
過
去
の
遺
物
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
一
般
的

で
あ
る
。
こ
れ
に
大
き
な
疑
問
を
抱
い
て
い
た
私
に
と
っ
て
は
、
部

落
問
題
を
学
ぶ
そ
の
当
初
か
ら
、
近
代
部
落
差
別
と
日
本
資
本
主
義

（
６
）
 

（
７
）
 

と
の
関
連
が
最
大
の
関
心
事
で
←
の
り
、
馬
原
鉄
男
氏
や
藤
谷
俊
雄
氏

の
部
落
差
別
と
日
本
資
本
主
義
と
の
関
係
に
関
す
る
論
究
に
多
大
な

影
響
を
受
け
た
。
特
に
馬
原
氏
は
明
治
・
大
正
期
の
兵
庫
、
大
阪
に

お
け
る
マ
ッ
チ
工
業
、
筑
豊
石
炭
工
業
と
部
落
民
と
の
関
係
を
は
じ

め
て
実
証
的
に
研
究
さ
れ
た
。
し
か
し
紡
績
・
製
糸
業
な
ど
の
繊
維

工
業
を
そ
の
研
究
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
が
、
私
に
は
不
思
議
で

あ
っ
た
。

紡
績
・
製
糸
業
に
関
し
て
馬
原
氏
の
執
筆
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
、
見
付
け
た
の
が
「
や
さ
し
い
部
落
の
歴

史
」
の
次
の
文
章
で
あ
っ
た
。
二
ば
ん
の
も
の
は
、
娘
が
紡
績
や

製
糸
の
女
工
と
な
り
、
（
略
）
部
落
の
娘
や
青
年
に
は
そ
れ
す
ら
で

（
８
）
 

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
つ
ま
り
近
代
産
業
就
労
の
否
定
で
あ
る
。
「
し

か
し
同
冊
子
新
版
で
は
一
定
の
前
進
が
見
ら
れ
ろ
。
産
業
革
命
期
に

「
部
落
の
女
性
た
ち
が
、
紡
績
・
製
糸
業
な
ど
の
近
代
的
工
場
に
働

く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
働
く
人
が
大
変

（
９
）
 

少
な
か
っ
た
か
ら
で
き
た
こ
と
で
す
。
」
だ
が
「
独
占
資
本
の
支
配

あ
る
。
実
証
的
に
究
明
す
る
余
裕
は
ま
だ
な
か
っ
た
が
、
資
料
上
知

り
得
た
だ
け
で
も
被
差
別
労
働
力
を
集
中
的
に
雇
用
し
て
い
た
紡
績

企
業
は
他
に
も
い
く
つ
か
あ
る
。
和
歌
山
の
日
高
紡
績
は
部
落
民
・

沖
縄
県
人
・
朝
鮮
人
を
、
大
阪
の
東
洋
紡
績
、
兵
庫
の
福
島
紡
績
、

岡
山
の
倉
敷
紡
績
は
部
落
民
と
沖
縄
県
人
を
、
大
阪
の
小
津
武
林
起

業
（
細
糸
紡
績
）
、
吉
見
紡
績
な
ど
は
部
落
民
と
朝
鮮
人
を
多
数
雇

用
し
て
い
た
。
資
本
主
義
と
差
別
の
関
係
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
こ
れ
ら
被
差
別
労
働
力
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
を
念
頭
に
お
き

な
が
ら
も
、
個
別
に
で
は
な
く
、
一
括
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
ろ
。

同
時
に
、
馬
原
氏
が
紡
績
業
と
部
落
問
題
の
関
連
で
「
つ
ぎ
に
問

題
と
な
る
の
は
、
一
九
三
○
年
以
降
の
い
わ
ゆ
る
国
家
独
占
段
階
に

（
“
）
 

お
け
る
発
展
構
造
」
と
さ
れ
て
い
る
の
も
い
く
ら
か
奇
異
に
感
じ
ら

れ
た
。
戦
前
と
戦
後
に
断
絶
を
お
く
国
民
的
融
合
論
に
と
っ
て
は
、

戦
前
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
戦
後
独
占
資
本
主
義
下

で
の
紡
績
工
業
と
部
落
差
別
と
の
関
係
の
方
が
問
題
と
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
紡
績
業
は
す
で
に
戦
前

に
お
い
て
そ
の
基
幹
産
業
と
し
て
の
地
位
を
失
い
、
戦
後
経
済
に
お

い
て
は
さ
ほ
ど
重
要
性
を
持
た
な
か
っ
た
。
だ
が
戦
後
に
お
い
て
さ

え
、
紡
績
工
業
に
よ
る
部
落
民
の
雇
用
差
別
が
度
々
問
題
と
な
っ

（
だ
）

た
。
一
九
四
九
年
七
月
に
は
敷
島
紡
績
八
幡
工
場
差
別
事
件
が
起

り
、
中
西
義
雄
氏
は
岸
和
田
市
南
紡
績
（
一
九
五
二
年
）
や
敷
島
紡
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績
高
知
工
場
（
’
九
五
七
年
）
で
の
部
落
民
就
職
差
別
事
件
を
報
告

（
脂
）

し
て
←
や
ら
れ
る
。
ま
た
「
高
度
経
済
成
長
」
期
に
入
っ
て
か
ら
で

も
、
’
九
六
九
年
一
月
に
倉
敷
紡
績
が
高
知
県
で
部
落
出
身
者
の
就

職
差
別
を
起
こ
し
、
解
放
同
盟
の
抗
議
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
採
用
が

（
、
）

か
ち
と
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
の
倉
敷
紡
績
は
第
五
の
「
部
落
地
名
総

鑑
」
、
一
九
七
○
年
代
は
じ
め
に
販
売
さ
れ
て
い
た
「
日
本
の
部

（
烟
）

落
』
の
購
入
企
業
で
も
あ
る
。

以
前
は
「
独
占
資
本
に
よ
る
相
対
的
過
剰
人
口
蓄
積
の
法
則
こ
そ

（
四
）

が
、
今
日
の
部
落
差
別
一
と
支
え
る
最
大
の
基
礎
で
あ
る
」
と
さ
れ
て

い
た
馬
原
氏
は
、
一
九
八
三
年
秋
頃
か
ら
「
部
落
差
別
が
資
本
主
義

の
も
と
で
も
、
基
本
的
に
解
決
さ
れ
得
る
」
と
し
な
が
ら
、
同
時
に

（
卯
）

「
部
落
解
放
は
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い

ろ
。
独
占
資
本
主
義
と
部
落
差
別
と
の
構
造
的
関
連
を
の
べ
る
国
民

的
融
合
論
者
は
以
前
か
ら
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
川
信

義
氏
は
今
日
の
部
落
差
別
が
「
独
占
資
本
主
義
体
制
の
差
別
構
造
に

組
み
こ
ま
れ
て
」
お
り
、
「
独
占
資
本
主
義
体
制
の
も
と
で
そ
の
よ

う
な
（
民
主
主
義
Ｉ
引
用
者
）
課
題
が
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
（
略
）
独
占
資
本
と
の
闘
い
を
つ
う
じ
て
か
ち
と
ら
れ
る
も

（
、
）

の
」
と
明
確
に
の
べ
ら
れ
て
い
ろ
。
国
民
的
融
合
至
乖
者
に
と
っ
て
も

い
っ
そ
う
、
戦
後
の
独
占
資
本
主
義
の
支
配
と
部
落
差
別
と
の
関
連

を
解
明
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
訂
）

一
一
一
月
下
旬
に
は
す
べ
て
完
了
！
〕
た
」
と
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
の
「
昨

年
」
で
あ
る
な
ら
ば
一
一
一
○
年
（
一
八
九
七
年
）
と
な
る
。
も
っ
と
も

横
山
の
大
阪
調
査
（
明
治
一
一
一
十
年
八
月
’
九
月
）
の
「
昨
年
」
と
す

れ
ば
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
と
な
る
。

馬
原
氏
の
あ
げ
て
い
る
第
一
一
の
争
議
の
出
典
は
青
木
虹
二
『
日
本

労
働
運
動
史
年
表
」
第
一
巻
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
同
年
表
の
こ
の

（
記
）

争
議
に
関
す
る
中
山
典
は
拙
論
で
引
用
し
た
、
山
本
四
郎
「
明
治
前
期

労
働
争
議
概
要
」
表
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
表
で
の
明
治
三
十
年

八
月
十
六
日
の
天
満
紡
績
争
議
の
出
典
は
『
時
事
新
報
」
同
年
八
月

二
九
日
と
な
っ
て
い
ろ
。
し
か
し
そ
の
日
付
お
よ
び
そ
の
前
後
の
同

新
聞
を
い
く
つ
か
の
図
書
館
で
閲
覧
し
た
限
り
で
は
、
そ
の
よ
う
な

記
載
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
争
議
の
内

容
は
横
山
が
『
日
本
の
下
層
社
会
」
付
録
「
日
本
の
社
会
運
動
」
で

引
用
し
て
い
る
農
商
務
省
統
計
に
あ
る
争
議
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。

以
前
に
も
馬
原
氏
は
天
満
紡
績
の
部
落
差
別
関
係
の
争
議
を
「
｜

（
”
）
 

八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
年
に
さ
れ
た

根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
争
議
に
関
す
る
一
一
一
一
皀
及
は
多
く

の
部
落
問
題
関
係
図
書
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
発
生
し
た
年
は
必
ず
し

（
”
）
．
 

（
釦
）

４
℃
明
確
で
は
な
く
、
「
明
治
一
一
七
年
」
、
「
明
治
一
一
九
年
」
、
「
明

（
犯
）

（
羽
）

（
鋼
）

治
一
二
十
年
」
、
「
明
治
一
一
一
○
年
の
こ
ろ
」
、
「
’
八
九
七
、
一
八
年
頃
」

記
載
を
発
見
す
る
こ
と

容
は
横
山
が
『
日
本
の

引
用
し
て
い
る
農
商
務

以
前
に
も
馬
原
氏
は

八
九
六
（
明
治
二
九
）

根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

の
部
落
問
題
関
係
図
書

も
明
確
で
は
な
く
、
「

（
犯
）

治
一
二
十
年
」
、
「
明
治
一

と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

馬
原
氏
の
あ
げ
て
い
る
天
満
紡
績
で
の
ふ
た
つ
の
争
議
は
同
一
の

最
後
に
、
馬
原
氏
の
論
文
で
拙
論
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
箇
所
は

次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
は
し
て
い

る
が
、
ま
だ
完
分
に
研
究
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
天
満
紡
績
に

お
け
る
部
落
民
女
工
関
係
の
争
議
で
あ
る
。

馬
原
氏
は
前
掲
論
文
で
天
満
紡
績
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
を
二
件

（
ｍ
）
 

あ
げ
て
お
ら
れ
ろ
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
の
部
落
差
別
に
関

係
し
た
と
さ
れ
て
い
る
ス
ト
ラ
イ
キ
と
、
そ
の
翌
年
の
女
工
間
地
域

的
排
他
主
義
に
端
を
発
し
た
と
さ
れ
て
い
る
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
る
。

第
一
の
争
議
の
出
典
は
横
山
源
之
助
著
「
日
本
の
下
層
社
会
」
で
あ

る
。
横
山
に
よ
れ
ば
こ
の
争
議
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
同
書
第
四

（
、
）

編
の
調
査
は
「
’
二
十
年
八
月
及
び
九
月
」
で
あ
り
、
彼
が
実
際
に
見

た
「
五
ケ
処
」
の
大
阪
の
紡
績
工
場
に
天
満
紡
績
は
含
ま
れ
て
い
な

（
邸
）

い
・
横
山
の
大
阪
滞
在
は
「
一
二
十
年
七
月
頃
か
ら
、
同
年
十
月
十
六

（
露
）

日
ま
で
」
だ
が
、
こ
の
間
に
天
満
紡
績
の
争
議
｛
と
耳
に
し
、
『
日
本

の
下
層
社
会
」
執
筆
時
に
、
そ
の
記
憶
を
よ
び
お
こ
し
た
と
思
わ
れ

る
。
横
山
は
「
国
民
之
友
』
第
一
一
一
六
六
号
（
明
治
一
一
一
十
年
二
月
十

日
）
に
「
紡
績
工
場
の
労
働
者
」
な
る
記
事
を
発
表
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
は
天
満
紡
績
争
議
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
「
日
本
の
下
層

社
会
」
で
は
こ
の
争
議
が
「
昨
年
な
り
と
覚
ゆ
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
明
治
一
一
九
年
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
同
書
初
版
発
行
は
明
治
三

（
顕
）

一
一
年
（
一
八
九
九
年
）
四
月
だ
が
、
横
山
は
そ
の
執
筆
を
「
’
一
一
一
年

も
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
確
固
た
る
自
信
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
争
議
の
ひ
と
つ
で
は
横
山
が
「
石
川

（
窕
）

県
よ
り
新
平
民
の
児
女
を
募
集
し
」
一
云
々
と
書
い
て
お
り
、
も
う
一

方
で
は
農
商
務
省
調
査
が
元
に
な
っ
て
お
り
、
「
石
川
県
人
は
加
賀

（
妬
）

乞
食
な
ろ
を
以
て
」
一
云
々
と
な
っ
て
い
ろ
。
明
治
期
に
は
石
川
県
の

部
落
民
を
指
す
の
に
「
新
平
民
」
も
「
加
賀
乞
食
」
も
同
義
に
使
用

さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
が
、
金
沢
大
学
の
田
中
喜

男
氏
に
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
「
「
加
賀
乞
食
』
は
石
川
県
人
を
福
井
県
人
、
富
山

県
人
と
を
比
較
、
比
職
す
る
言
葉
で
、
（
略
）
こ
れ
は
生
活
に
窮
し
ど

う
し
よ
う
も
な
く
な
る
と
（
略
）
石
川
県
人
は
物
貰
い
に
な
っ
て
歩

き
廻
」
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
し
た
が
っ
て
「
加
賀
乞
食
』
は

（
”
）
 

被
差
別
部
落
民
Ｉ
「
新
平
民
』
と
関
係
あ
り
ま
せ
ん
」
と
の
教
示
｛
と

い
た
だ
い
た
。
と
す
る
と
天
満
紡
績
で
起
き
た
ふ
た
つ
の
争
議
は
別

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
。
も
っ
と
も
農
商
務
省

が
そ
の
統
計
表
で
「
新
平
民
」
な
る
用
語
の
使
用
を
避
け
、
「
加
賀

乞
食
」
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
争
議

に
関
し
て
の
研
究
は
さ
ら
に
深
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
天
満
紡
績
に
お
け
る
差
別
事
件

三
、
官
営
富
岡
製
糸
場
で
の
部
落
差
別
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3８ ３９紡績工業と被差別部落再論
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「
紡
績
業
と
部
落
労
働
力
の
編
成
」
と
題
す
る
節
だ
が
、
そ
の
中
で

同
氏
は
な
ぜ
か
近
代
製
糸
業
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
ろ
。
具
体
的
に
は

一
八
七
二
年
創
立
の
模
範
工
場
官
営
富
岡
製
糸
場
と
、
そ
こ
の
女
工

で
あ
っ
た
和
田
英
の
「
富
岡
日
記
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
日
記

の
記
述
、
す
な
わ
ち
富
岡
製
糸
場
の
伝
習
工
女
と
し
て
お
雇
い
フ
ラ

ン
ス
人
ポ
ー
ル
・
ブ
リ
ニ
ナ
直
伝
の
人
で
、
入
沢
筆
と
い
う
「
七
日

市
の
新
平
民
」
が
い
た
と
の
記
述
は
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
を
馬
原
氏

は
「
蔑
民
解
放
令
か
ら
わ
ず
か
一
、
二
年
足
ら
ず
の
当
時
、
士
族
の

子
女
が
旧
賎
民
の
子
女
に
製
糸
の
技
術
の
指
導
を
う
け
」
た
こ
と
を

（
記
）

「
身
分
的
差
別
も
後
退
し
て
い
く
こ
と
」
と
吉
向
く
評
価
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
旧
賎
民
の
子
女
が
富
岡
製
糸
で
働
き
得
た
背

景
に
は
絶
対
的
労
働
力
不
足
が
あ
り
、
馬
原
氏
が
以
前
、
産
業
革
命

期
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
当
時
そ
う
し
た
と
こ

（
羽
）

ろ
で
働
く
人
が
大
変
少
な
か
っ
た
か
ら
で
き
た
こ
と
」
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
当
時
、
西
洋
人
に
生
血
を
吸
わ
れ
る
と

の
妄
説
が
信
じ
ら
れ
、
女
工
募
集
は
は
か
ば
か
し
く
進
ま
な
か
っ
た
。

ま
た
明
治
初
期
に
外
国
人
の
下
で
働
く
こ
と
が
、
社
会
的
に
ど
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八
七
二
年
五
月
に
富
岡
製
糸
は
「
創
業
し
た
い
と
工
女
募
集
を
始

（
⑪
）
 

め
た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
一
一
年
前
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
五
月

に
は
公
議
所
に
お
い
て
外
国
人
被
一
雇
用
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
「
官

許
ヲ
不
受
外
国
人
一
一
雇
ハ
レ
候
儀
可
為
厳
禁
事
」
、
「
穣
多
ヲ
以
テ

が
第
一
義
的
で
あ
る
と
考
え
ろ
。
一
一
八
七
一
一
一
年
五
月
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
・
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
に
は
日
本
も
参
加
し
、

そ
の
出
品
に
は
生
糸
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
出
品
生
糸
の
糸
と

り
に
は
富
岡
製
糸
場
の
「
一
一
十
二
人
の
工
女
か
ら
抜
擢
さ
れ
た
（
略
）

（
々
）

十
八
人
が
」
な
っ
た
が
、
そ
の
中
に
「
入
沢
い
せ
や
入
沢
、
一
家
つ
を
選

ん
で
」
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
富
岡
製
糸
は
政
府
直
営
の
官
営
工
場
で
あ
っ

た
。
上
記
の
富
岡
製
糸
で
の
出
来
事
は
、
そ
の
政
府
が
二
年
前
に
布

告
し
た
「
解
放
令
」
が
い
か
に
差
別
撤
去
の
実
態
を
伴
な
わ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
か
を
、
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
ろ
。

近
代
製
糸
工
業
と
被
差
別
部
落
と
の
関
係
を
私
は
ま
だ
実
証
的
に

究
明
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
後
日
に
果
た
し
た
い
と
思
う
。

馬
原
鉄
男
「
『
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
』
論
」
（
『
部
落
史

の
研
究
Ｉ
近
代
篇
』
、
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
四
年
）

同
右
、
一
四
一
ペ
ー
ジ

同
右
、
一
四
○
ペ
ー
ジ

同
右
、
’
四
一
ペ
ー
ジ

金
子
マ
ー
テ
ィ
ン
「
被
差
別
部
落
に
お
け
る
労
働
者
の
状
態
」

（
部
落
解
放
研
究
所
『
部
落
解
放
研
究
』
第
十
九
号
、
一
九
七
九
年
）

七
二
・
七
四
ペ
ー
ジ

馬
原
鉄
男
『
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
」
（
部
落
問
題
研
究

（
虹
）

之
二
許
ス
ベ
シ
」
な
ど
の
論
議
が
な
さ
れ
て
い
ろ
。
「
七
口
］
市
の
新

平
民
」
が
外
国
人
技
術
者
指
導
の
富
岡
製
糸
で
働
き
得
た
背
景
に
は

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
関
係
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

馬
原
氏
は
「
そ
の
（
入
沢
筆
ｌ
引
用
者
）
外
に
も
部
落
出
身
の

（
⑫
）
 

複
数
の
幹
部
女
工
が
い
た
と
思
わ
れ
ろ
」
と
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
の
根

拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
図
書
に
は
二
等
工
女
衆
の
入
沢
い

（
綱
）

せ
、
入
沢
ま
つ
４
℃
群
馬
県
の
人
と
み
ら
れ
ろ
」
と
な
っ
て
お
り
、
馬

原
氏
が
入
沢
姓
を
群
馬
県
の
被
差
別
部
落
と
関
連
付
け
て
お
ら
れ
る

の
は
妥
当
な
想
定
と
思
わ
れ
ろ
。
実
は
私
も
同
じ
よ
う
に
考
え
、
部

落
解
放
同
盟
群
馬
県
連
合
会
に
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
同
県

連
か
ら
、
富
岡
支
部
の
役
員
に
よ
る
と
入
沢
姓
は
「
「
エ
タ
・
長
吏
』

の
系
譜
で
は
な
く
、
「
番
田
』
も
し
く
は
『
鉦
う
ち
」
で
は
な
い

か
、
（
略
）
い
わ
ゆ
る
部
落
と
は
結
婚
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
つ
き

（
“
）
 

合
い
は
な
い
よ
う
で
す
」
と
の
返
事
を
い
た
だ
い
」
」
。
北
川
鉄
夫
氏

は
「
入
沢
ふ
で
の
こ
と
も
調
査
が
す
す
め
ら
れ
、
当
時
工
場
に
は
四

（
頓
）

人
ほ
ど
の
同
じ
入
沢
姓
で
働
い
て
い
る
こ
と
ふ
い
）
判
っ
た
」
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
調
査
を
残
念
な
が
ら
私
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
「
少

（
妬
）

な
く
と
よ
い
〉
、
一
等
工
女
衆
に
入
沢
姓
の
女
性
が
一
一
一
人
い
た
」
こ
と
は

確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
旧
賎
民
出
身
の
女
工
達
が
工
場
で
ど
の

よ
う
な
差
別
待
遇
を
受
け
て
い
た
か
で
あ
る
。
だ
が
他
の
女
工
に
よ

る
職
場
・
寄
宿
舎
で
の
差
別
よ
り
も
、
経
営
者
Ⅱ
政
府
に
よ
る
差
別

所
、
一
九
七
一
年
）

（
７
）
藤
谷
俊
雄
「
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
」
（
『
部
落
問
題
の
歴

史
的
研
究
』
、
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
七
三
年
）

（
８
）
部
落
問
題
研
究
所
編
『
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
』
二
九
六
九

年
）
一
○
一
ペ
ー
ジ
。
こ
の
出
版
物
の
執
筆
者
は
東
上
高
志
・
馬
原

鉄
男
と
な
っ
て
お
り
、
近
代
に
関
す
る
部
分
の
執
筆
は
馬
原
氏
と
思

わ
れ
る
。

（
９
）
馬
原
鉄
男
「
日
本
資
本
主
義
と
未
解
放
部
落
」
（
部
落
問
題
研
究

所
『
新
版
。
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
』
一
九
八
三
年
）
八
七
ペ
ー
ジ

（
Ⅲ
）
同
右
、
九
二
ペ
ー
ジ

（
、
）
金
子
マ
ー
テ
ィ
ン
「
紡
績
工
業
に
お
け
る
被
差
別
部
落
婦
人
労
働

試
論
」
（
『
部
落
解
放
研
究
』
第
四
○
号
、
一
九
八
四
年
）
六
二
ペ

ー
ジ

（
⑫
）
同
右
、
五
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
同
ペ
ー
ジ
の
岸
和
田
紡
績
朝
鮮
人
労

働
者
数
「
七
八
七
人
」
は
私
の
誤
算
で
あ
り
、
正
し
く
は
六
八
七
人

で
あ
る
。

（
、
）
前
掲
馬
原
『
部
落
史
の
研
究
Ｉ
近
代
篇
』
所
収
論
文
、
一
四
一
ペ

ー
ジ

（
狸
）
同
右
一
四
一
ペ
ー
ジ

（
巧
）
滋
賀
県
部
落
史
研
究
会
編
『
滋
賀
の
部
落
」
第
二
巻
（
滋
賀
県
同

和
事
業
促
進
協
議
会
、
一
九
七
四
年
）
三
六
六
ペ
ー
ジ

（
蛸
）
中
西
義
雄
『
部
落
の
民
』
（
汐
文
社
、
一
九
五
七
年
）
五
八
・
六

三
ペ
ー
ジ

（
Ⅳ
）
『
解
放
新
聞
』
第
四
四
五
号
（
’
九
六
九
年
三
月
二
五
日
）



4０ 
４１紡績工業と被差別

論
（
羽
）
前
掲
馬
原
『
新
版
。
や

瀬
（
包
上
條
宏
之
畜
絹
ひ
と
す

部
九
七
八
年
）
二
四
ペ
ー
ジ

謡
（
虹
）
原
田
伴
彦
、
上
杉
聰
編

被
一
書
房
、
’
九
八
四
年
）

宝
）
「
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
」
強
化
改
正
要
求
国
民
運
動
中
央

実
行
委
員
会
編
『
全
国
の
あ
い
つ
ぐ
差
別
事
件
』
（
解
放
出
版
社
、

’
九
八
一
年
）
五
三
ペ
ー
ジ

（
、
）
馬
原
鉄
男
「
部
落
問
題
」
（
『
現
代
日
本
の
社
会
問
題
』
第
三

巻
、
汐
文
社
、
一
九
七
○
年
）
三
五
ペ
ー
ジ

（
別
）
馬
原
鉄
男
「
部
落
解
放
理
論
の
再
検
討
」
（
『
部
落
問
題
研
究
」

第
七
九
号
、
’
九
八
四
年
）
’
四
二
ペ
ー
ジ
。
同
「
部
落
解
放
理
論

の
課
題
」
（
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所
『
月
刊
部
落
問
題
』
第
八
八

号
、
’
九
八
四
年
）
十
一
ペ
ー
ジ

（
Ⅲ
）
中
川
信
義
「
部
落
問
題
と
国
民
融
合
」
（
「
部
落
問
題
研
究
』
第

五
七
号
、
一
九
七
八
年
）
一
五
三
ペ
ー
ジ

（
皿
）
前
掲
馬
原
『
部
落
史
の
研
究
Ｉ
近
代
篇
』
所
収
論
文
、
一
三
九
ペ

ー
ジ

（
館
）
横
山
源
之
助
「
日
本
の
下
層
社
会
」
（
「
横
山
源
之
助
全
集
』
第

一
巻
、
明
治
文
献
、
一
九
七
二
年
）
八
ペ
ー
ジ

（
翌
横
山
源
之
助
「
平
野
紡
績
会
社
」
（
『
横
山
源
之
助
全
集
』
第
一

巻
）
五
九
一
ペ
ー
ジ

（
坊
）
西
田
長
寿
「
横
山
源
之
助
著
『
日
本
の
下
層
社
会
』
の
成
立
Ｉ
そ

の
書
史
的
考
證
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
第
一
六
一
号
、
’
九
五
一
一
一

年
）
三
八
ペ
ー
ジ

（
坊
）
同
右
、
四
○
ペ
ー
ジ

（
〃
）
立
花
雄
一
『
評
伝
横
山
源
之
助
』
（
創
樹
社
、
一
九
七
九
年
）
九

六
ペ
ー
ジ

（
肥
）
前
掲
金
子
『
部
落
解
放
研
究
』
第
四
○
号
所
収
論
文
、
五
○
・
六

（
羽
）
前
掲
藤
谷
『
部
落
問
題
の
歴
史
的
研
究
」
、
一
一
一
三
ペ
ー
ジ
。
な

お
同
論
文
の
初
出
は
『
部
落
』
第
一
九
一
号
二
九
六
五
年
臨
時

号
）
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
争
議
と
部
落
差
別
の
関
係
を
述
べ
た
最

初
の
論
文
で
あ
ろ
う
。

（
狐
）
小
森
龍
邦
『
現
代
に
お
け
る
身
分
と
階
級
』
（
亜
紀
書
房
、
’
九

八
一
年
）
二
二
七
ペ
ー
ジ
。
同
書
で
は
会
社
名
が
「
大
阪
紡
績
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
争
議
の
内
容
は
天
満
紡
績
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

（
弱
）
前
掲
横
山
『
日
本
の
下
層
社
会
』
、
二
○
｜
ペ
ー
ジ

（
稲
）
「
我
国
に
真
の
同
盟
罷
工
な
し
」
（
明
治
三
○
年
一
二
月
二
五

日
、
『
東
洋
経
済
新
報
』
第
七
六
号
社
説
）
、
『
日
本
労
働
運
動
史

料
』
第
二
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
）
’
○
ペ
ー
ジ

（
師
）
田
中
喜
男
氏
書
翰
（
一
九
八
四
年
五
月
二
日
付
）

（
詔
）
前
掲
馬
原
『
部
落
史
の
研
究
Ｉ
近
代
篇
』
所
収
論
文
、
一
三
九
ぺ

（
卿
）
た
か
せ
と
よ
じ
『
官
営
富
岡
製
糸
所
女
工
史
料
」
（
た
い
ま
つ

社
、
’
九
七
九
年
）
一
五
五
ペ
ー
ジ

（
妃
）
前
掲
馬
原
『
部
落
史
の
研
究
Ｉ
近
代
篇
』
所
収
論
文
、
一
三
八
ぺ

る
｡ 

１ 

ジ

１ 

ジ

前
掲
馬
原
『
新
版
。
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
』
八
七
ペ
ー
ジ

上
條
宏
之
畜
絹
ひ
と
す
じ
の
青
春
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、

上
杉
聰
編
『
近
代
部
落
史
資
料
集
成
』
第
一
巻

一
六
ペ
ー
ジ
．

（一一一

四
ペ
ー
ジ

（
羽
）
前
掲
馬
原
『
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
』
、
一
○
七
ペ
ー
ジ

（
釦
）
小
森
龍
邦
『
現
代
に
お
け
る
部
落
問
題
の
本
質
』
（
東
方
出
版
、

一
九
六
九
年
）
一
一
三
ペ
ー
ジ
。
蛇
草
の
歴
史
を
つ
く
る
会
編
『
蛇
草

に
お
け
る
生
活
と
闘
い
の
歴
史
』
資
料
編
一
（
一
九
八
○
年
）
一
三

二
ペ
ー
ジ
。
明
治
二
七
年
一
月
に
も
天
満
紡
績
で
確
か
に
争
議
が
発

生
し
て
い
る
が
、
こ
の
争
議
は
部
落
差
別
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ

の
原
因
は
「
賞
与
問
題
と
同
社
の
技
師
ら
（
略
）
に
あ
っ
た
」
と
み

ら
れ
る
（
北
崎
豊
二
『
明
治
労
働
運
動
史
研
究
』
、
雄
山
閣
、
一
九

七
六
年
、
一
○
四
ペ
ー
ジ
）
。

（
皿
）
前
掲
馬
原
『
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
』
、
一
○
七
ペ
ー
ジ
。
部
落

解
放
研
究
所
編
『
部
落
産
業
の
実
態
と
問
題
点
」
二
九
七
○
年
）

一
○
ペ
ー
ジ
。
部
落
解
放
同
盟
中
央
教
対
部
編
『
部
落
解
放
運
動
五

十
年
史
年
表
（
草
稿
）
』
（
一
九
七
一
年
）
二
ペ
ー
ジ
。
吉
田
猪

三
巳
『
差
別
と
私
た
ち
の
暮
ら
し
』
（
解
放
出
版
社
、
’
九
八
一
一

年
）
一
八
一
ペ
ー
ジ
。
前
掲
馬
原
『
部
落
史
の
研
究
Ｉ
近
代
篇
』
所

収
論
文
、
一
三
九
ペ
ー
ジ

（
躯
）
『
大
阪
市
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
一
二
一
一
号
（
「
部
落
解
放
と
教

育
の
歴
史
」
年
表
編
、
大
阪
市
教
育
研
究
所
、
一
九
七
二
年
）
六
五

ペ
ー
ジ
。
矢
田
部
落
史
研
究
会
編
『
矢
田
部
落
の
歴
史
」
（
矢
田
同

和
教
育
推
進
協
議
会
、
’
九
七
八
年
）
一
一
一
○
二
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
前

者
の
年
表
で
は
明
確
に
一
八
九
七
年
「
八
二
六
」
と
な
っ
て
お

り
、
農
商
務
省
統
計
記
載
の
争
議
と
部
落
出
身
女
工
排
除
の
差
別
争

議
が
同
一
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

（
必
）
田
幡
栄
氏
書
翰
二
九
八
五
年
一
月
一
○
日
付
）

（
妬
）
北
川
鉄
夫
「
近
代
日
本
を
築
い
た
製
絲
工
女
た
ち
」
（
「
部
落
』

第
三
八
一
号
、
’
九
七
九
年
）
八
○
ペ
ー
ジ

（
蛸
）
前
掲
上
條
『
絹
ひ
と
す
じ
の
青
春
』
五
三
ペ
ー
ジ

（
⑪
）
同
右
、
四
八
・
五
三
ペ
ー
ジ




