
１近代部落史における部落民女工「定説」の批判的検討

近
代
部
落
史
関
係
の
図
書
で
度
々
指
摘
さ
れ
る
部
落
民
繊
維
女
工

関
係
の
資
料
と
し
て
は
製
糸
業
関
係
と
紡
績
業
関
係
に
そ
れ
ぞ
れ
ひ

と
つ
ず
つ
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
通
称
名
『
富
岡
日
記
』
と
し
て
知

ら
れ
る
資
料
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
治
政
府
が
殖
産
興
業
の
た
め
に
設

立
し
、
一
八
七
一
三
明
治
五
）
年
一
○
月
よ
り
開
業
し
た
上
州
（
群

か
ん
ら

馬
県
）
甘
楽
郡
富
岡
町
の
模
範
工
場
富
岡
製
糸
場
に
関
係
す
る
資
料

で
あ
る
。
伝
習
工
女
と
し
て
一
八
七
三
年
一
一
一
月
末
よ
り
一
八
七
四
年

七
月
ま
で
同
工
場
に
滞
在
し
た
和
田
英
（
旧
姓
横
田
）
二
八
五
七

特
集
１一
、
官
営
富
岡
製
糸
場

近
代
部
落
史
に
お
け
る

部
落
民
女
工
「
定
説
」
の
批
判
的
検
討

’
一
九
一
一
九
）
の
記
録
が
こ
れ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
富
岡
日
記
』

は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
で
あ
る
『
明
治
。
六

（
マ
マ
）

七
年
松
代
出
身
工
女
富
岡
入
場
中
の
略
記
』
に
「
糸
と
り
方
師
南
と

新
平
民
」
が
含
ま
れ
て
い
ろ
。

信
州
大
学
助
教
授
上
条
宏
之
に
よ
れ
ば
『
富
岡
日
記
』
の
稿
了
は

和
田
が
五
○
歳
で
あ
っ
た
一
九
○
七
（
明
治
四
○
）
年
一
一
一
月
で
あ

（
１
）
 

ろ
。
ま
た
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
二
巻
所
収
「
一
昌
岡
日

記
」
の
解
題
者
萩
原
進
は
「
明
治
四
汁
一
年
に
英
が
過
ぎ
去
っ
た
日
を

追
憶
し
て
綴
っ
た
も
の
が
こ
の
手
記
」
と
し
て
い
ろ
。
そ
の
た
め
、

筆
者
は
『
富
岡
日
記
』
が
和
田
英
自
筆
の
資
料
で
あ
る
と
考
え
、
そ

れ
を
疑
い
も
し
な
か
っ
た
。

金
子
マ
ー
テ
ィ
ン
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こ
れ
に
つ
い
て
は
様
々
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
部
落
史
関

係
で
こ
の
資
料
を
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
部
落
解
放
研
究
所
初
代
理

事
長
原
田
伴
彦
（
一
九
一
七
’
一
九
八
三
）
で
あ
ろ
う
。
「
部
落

解
放
』
誌
に
連
載
さ
れ
た
「
部
落
の
歴
史
」
第
一
八
回
に
お
い
て
、

（
８
）
 

原
田
は
「
そ
こ
に
も
差
別
が
歴
然
と
し
て
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る

が
、
そ
う
解
釈
す
る
の
は
当
然
と
思
わ
れ
ろ
。
女
工
た
ち
が
入
沢
筆

だ
が
後
に
入
手
し
た
「
富
岡
製
糸
場
誌
』
所
収
の
資
料
「
明
治
六

七
年
松
代
出
身
工
女
菌
岡
入
場
中
の
略
記
」
で
は
、
「
和
田
英
子

（
３
）
 

談
宮
下
留
圭
口
記
」
、
「
明
治
四
十
二
年
筆
記
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
実
は
『
富
岡
日
記
』
と
い
う
資
料
が
、
和
田
が
富
岡
製
糸

場
で
就
労
し
た
三
五
年
後
、
一
九
○
九
（
明
治
四
二
）
年
に
宮
下
留

吉
に
よ
っ
て
筆
記
さ
れ
た
和
田
の
談
話
の
聞
き
書
資
料
で
は
な
か
ろ

う
か
と
解
釈
し
、
こ
の
資
料
の
発
行
元
で
あ
る
富
岡
市
教
育
委
員
会

に
問
い
合
わ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
同
委
員
会
が
所
有
さ
れ
て
い
る
長
野
市
の
中
沢
泉
氏

所
蔵
の
「
富
岡
日
記
」
原
本
複
写
の
中
、
『
明
治
六
七
年
松
代
出
身

工
女
富
岡
入
場
中
之
暑
記
」
の
コ
ピ
ー
と
、
そ
の
成
立
を
め
ぐ
る
上

条
宏
之
論
文
を
送
付
い
た
だ
い
た
。
原
本
（
の
コ
ピ
ー
）
を
見
れ

ば
、
そ
の
最
初
の
部
分
と
後
の
部
分
と
の
筆
跡
が
異
な
っ
て
お
り
、
別

人
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
の
が
明
ら
か
で
あ
る
。
上
条
論
文
に
よ
る

と
、
原
本
の
表
紙
に
は
和
田
の
手
で
「
明
治
四
十
年
筆
記
」
と
記
さ
れ

こ卿誰醐閲Ⅷ櫛極江川Ⅷ荊伽［一一一←へ柵糒刑一さⅢ［明燗泗汁一〃
②
１
八
〃
や
。
。
‐
げ
。
●

こ
の
原
本
表
紙
を
変
え
た
の
は
宮
下
留
吉
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ

ろ
。
一
八
七
四
（
明
治
七
〕
年
七
洞
挺
和
風
は
富
岡
か
ら
帰
郷
す
る

が
、
そ
の
翌
月
に
開
業
し
た
日
本
初
の
》
民
間
蒸
気
器
機
製
糸
工
場
、

】
｜
｜
、
ｂ

は
に
し
な
に
し
じ
よ
う

埴
科
郡
西
条
村
器
機
製
糸
場
の
技
術
教
師
と
な
る
。
こ
の
製
糸
工
場

は
一
八
七
八
年
末
に
六
工
社
で
改
名
さ
れ
て
お
り
、
宮
下
留
吉
は
と

４
て
其
所
江
う
つ
さ
れ
ま
し
た
其
頃
教
し
て
呉
れ
た
人
の
所
江
礼
に

参
る
事
て
有
ま
し
た
私
は
入
沢
さ
ん
と
松
原
さ
ん
と
両
方
江
参
り

ま
し
た
其
以
前
か
ら
入
沢
と
申
人
は
七
日
市
の
新
平
民
た
と
人

ノ
ー
か
私
二
注
意
し
て
下
さ
い
ま
し
た
そ
し
て
た
か
ひ
一
一
よ
り
舛

と
「
あ
な
た
は
と
な
た
の
お
弟
子
」
と
尋
ね
舛
の
か
通
例
て
有
舛

か
私
は
何
時
も
「
松
原
さ
ん
の
お
弟
子
」
と
申
ま
し
た
入
沢
さ
ん

と
は
申
ま
せ
ん
て
し
た
す
べ
て
師
弟
の
間
は
た
が
ひ
に
親
し
み
ま

し
て
弟
子
が
昇
給
致
舛
と
非
常
一
一
喜
こ
ん
て
下
さ
い
舛
程
て
有
舛

か
ら
可
成
出
入
一
一
も
見
付
て
手
を
引
合
舛
一
日
の
師
弟
て
は
有
舛

か
入
沢
さ
ん
も
や
は
り
私
一
一
出
合
舛
と
手
を
お
引
二
成
私
は
初
め

の
師
て
有
舛
か
ら
殊
二
敬
っ
て
居
り
ま
し
た
か
心
中
人
か
何
と
か

申
は
せ
ぬ
か
と
心
苦
敷
存
ま
し
た
今
考
へ
舛
と
実
二
す
ま
ぬ
事
を

恩
っ
た
ち
の
た
と
梅
て
居
り
舛
し
か
し
明
治
六
年
頃
は
開
け
ま
せ

ん
か
ら
中
々
や
か
ま
し
く
申
ま
し
て
実
一
一
か
わ
い
そ
う
て
有
ま
し

た

Ⅱ
。
邨
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０
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０
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Ⅱ
几
■

は
「
七
日
市
の
新
平
民
」
で
あ
る
と
互
い
に
「
注
意
」
し
合
い
、
和

田
は
自
分
が
入
沢
筆
の
弟
子
で
あ
る
と
他
の
女
工
に
言
う
の
に
曉
踏

を
感
じ
７
入
沢
に
手
を
引
か
れ
ろ
と
他
人
に
何
か
言
わ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
心
配
し
た
と
追
憶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
自
身
が
差

別
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
告
白
し
て
い
ろ
。
明
治

初
期
と
い
う
時
代
背
景
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
と
も
い

う
べ
き
意
識
で
あ
ろ
う
が
、
三
○
数
年
前
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
和
田

が
手
記
を
執
筆
し
て
い
る
段
階
に
お
い
て
で
さ
え
、
「
実
一
一
す
ま
ぬ

事
」
と
後
悔
し
て
い
る
感
情
も
同
情
論
の
み
で
あ
っ
て
、
決
し
て
部

落
出
身
の
入
沢
を
対
等
な
人
間
と
認
め
て
い
る
観
点
で
は
な
か
ろ

シ
ヮ
◎だ
が
、
『
富
岡
日
記
』
掲
載
の
部
落
史
関
係
資
料
が
最
初
に
注
目

さ
れ
た
の
は
、
部
落
史
で
で
は
な
く
女
性
史
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

女
性
史
研
究
者
も
る
さ
わ
よ
う
こ
箸
『
お
ん
な
の
歴
史
』
（
下
巻
）

に
お
い
て
こ
の
資
料
が
紹
介
さ
れ
、
部
落
出
身
の
娘
が
指
導
的
立
場

に
あ
る
こ
と
を
「
産
業
近
代
化
の
先
端
を
ゆ
く
富
岡
製
糸
な
ら
で
は

の
開
明
的
な
も
の
」
、
」
面
で
は
「
身
分
差
別
が
基
本
的
に
み
ら
れ

な
い
」
と
述
べ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
「
部
落
の
娘
に
対
す
る
か
ま
び

す
し
い
中
傷
」
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
こ
の
開
明
的
な
人
間
関
係

も
、
ス
ッ
キ
リ
と
さ
わ
や
か
な
雰
囲
気
で
は
」
な
か
っ
た
と
も
し
て

（
９
）
 

い
ろ
。
一
九
七
一
一
年
四
月
に
長
野
市
で
開
催
さ
れ
た
第
一
七
回
部
落

解
放
全
国
婦
人
集
会
に
お
い
て
も
、
も
る
さ
わ
は
ほ
ぼ
同
内
容
の
譜

＊
資
料
１
『
明
治
六
七
年
松
代
出
身
工
女
富
岡
入
場
中
の
略
記
』

マ
マ

（
７
）
 

所
収
「
糸
し
」
り
方
師
南
と
新
平
民
」

其
曰
私
一
一
糸
の
と
り
方
を
教
し
へ
て
呉
れ
た
人
は
西
洋
人
方
直
伝

の
人
て
入
沢
筆
と
申
人
て
有
り
ま
し
た
か
実
に
や
さ
し
く
教
し
て

呉
ま
し
た
退
場
の
時
な
と
は
私
の
手
を
引
妹
の
如
く
に
し
て
呉
れ

ま
し
た
私
は
只
さ
へ
嬉
し
く
思
ひ
舛
一
－
又
師
と
散
ふ
其
人
は
右
の

次
第
て
有
舛
か
ら
実
一
一
喜
び
達
し
て
皆
信
心
の
徳
た
と
存
し
ま
し

て
其
人
を
私
も
尊
敬
し
て
居
り
ま
し
た
其
翌
日
其
人
は
何
か
止
む

を
得
ぬ
事
て
休
業
致
ま
し
た
か
ら
代
り
に
教
し
へ
て
下
さ
い
ま
し

た
方
は
安
中
藩
の
松
原
お
芳
さ
ん
と
申
方
て
私
と
同
年
位
て
美
し

い
や
さ
し
い
方
て
や
は
り
入
沢
と
申
人
の
如
く
私
を
愛
し
て
下
さ

い
ま
し
た
其
日
と
其
翌
日
お
芳
さ
ん
一
一
習
ま
し
て
弟
子
は
な
れ
を

致
ま
し
て
新
釜
と
申
ま
し
て
段
々
三
等
の
下
の
方
の
釜
が
明
ま
し

（
５
）
 

の
一
ハ
エ
社
の
閼
係
者
で
あ
っ
た
。

二
ｂ
な
み
に
六
工
社
に
隣
接
し
て
市
場
部
落
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
の

部
落
民
を
六
工
社
で
は
決
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
報
告

（
６
）
 

さ
れ
て
い
う
ロ
。

何
れ
に
し
て
も
、
『
富
岡
日
記
』
は
和
田
の
富
岡
製
糸
場
で
の
生

活
か
ら
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
た
後
に
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
人
名
な
ど
の
記
憶
違
い
と
思
わ
れ
る
個
所
が
含
ま
れ
て
い
る

の
も
無
理
は
な
か
ろ
う
。

ｉ
ｌ
ｊ
 

-ノ
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「
新
平
民
」
の
採
用
自
体
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ

た
評
価
は
、
一
九
七
五
年
春
頃
か
ら
登
場
し
た
「
国
民
的
融
合
論
」

に
立
脚
す
る
部
落
史
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
の
よ
う

な
部
落
史
研
究
者
の
ひ
と
り
、
東
京
部
落
問
題
研
究
会
の
成
沢
栄
寿

も
最
新
版
『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
ｌ
近
亘
現
代
篇
』
に
お
い

て
、
『
富
岡
日
記
』
の
分
析
か
ら
「
周
囲
の
差
別
感
情
は
き
び
し
か

っ
た
」
と
結
論
付
け
、
工
場
内
で
の
部
落
民
女
工
に
対
す
る
差
別
を

否
定
し
て
は
い
な
い
。
が
、
「
部
落
の
女
性
の
採
用
が
募
集
難
に
要
因

の
一
つ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
進
技
術
を
習
得
し
た
優
秀
な
女
工

（
ｕ
）
 

の
な
か
に
部
落
民
が
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
」
と
し
て
い
ろ
。
：

こ
の
よ
う
に
、
「
募
集
難
」
を
採
用
の
主
因
と
し
て
で
は
な
く
、
そ

れ
を
副
次
的
要
素
の
二
三
に
後
退
さ
せ
て
い
る
。
「
優
秀
な
女

工
の
な
か
に
部
落
民
が
い
た
」
の
を
「
注
目
」
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
大
切
で
あ
る
と
筆
者
も
思
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
「
注
目
」
す
る

だ
け
で
は
、
部
落
民
女
工
が
な
ぜ
採
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
要
因
を

究
明
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。

立
命
館
大
学
経
済
学
部
教
授
馬
原
鉄
男
は
「
解
放
令
」
以
降
数
年

の
時
期
に
、
「
士
族
の
子
女
が
旧
賎
民
の
子
女
に
製
糸
の
技
術
の
指

導
を
う
け
、
師
と
し
て
仕
え
た
」
こ
と
を
守
資
本
主
義
的
生
産
の
も

（
応
）

と
で
の
「
身
分
的
差
別
も
後
退
し
て
い
く
」
具
体
例
と
し
て
見
な
し

て
い
ろ
。
社
会
の
資
本
主
義
的
発
展
が
部
落
差
別
を
解
消
さ
せ
る
重

大
な
経
済
的
契
機
と
み
な
す
「
国
民
的
融
合
論
」
者
と
し
て
は
、
こ

（
、
）

漬
を
行
っ
て
い
る
。

戦
後
、
『
富
岡
日
記
」
校
訂
、
出
版
（
一
九
六
五
年
、
東
京
法
令
出

版
／
一
九
七
六
年
、
創
樹
社
）
し
、
同
書
が
一
般
に
読
ま
れ
る
の
を
可

能
に
し
た
上
条
宏
之
の
「
糸
と
り
方
指
南
と
新
平
民
」
の
評
価
も
、

も
ろ
さ
わ
の
そ
れ
と
似
て
い
る
。
「
被
差
別
部
落
の
女
性
た
ち
を
、

官
営
富
岡
製
糸
場
が
工
女
に
採
用
し
、
し
か
も
一
等
工
女
衆
に
抜
擢

し
た
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
開
明
的
政
策
と
し
て
評
価
さ
れ
る
」
が
、

そ
の
女
工
た
ち
は
「
『
新
平
民
だ
』
と
特
別
な
眼
で
み
ら
れ
、
不
当

な
差
別
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
富
岡
製
糸
場
の

場
合
に
も
、
「
国
辱
」
と
い
う
「
解
放
令
」
布
告
と
「
同
様
な
考
慮（、
〕

が
働
い
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
本
当
の
開
明
策
と
は
異
質
の
４
も
の
」

で
は
な
い
か
と
、
部
落
出
身
女
工
の
採
用
を
明
治
政
府
の
開
明
政
策

と
い
う
観
点
の
み
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
提
起
し
て

い
る
。一
九
六
四
年
発
行
の
論
文
で
は
富
岡
製
糸
場
で
の
部
落
出
身
女
工

（
烟
）

の
採
用
を
明
治
「
政
府
の
開
明
性
の
一
面
」
し
」
述
べ
た
長
野
県
部
落

問
題
研
究
所
名
誉
会
長
の
塚
田
正
朋
も
、
そ
れ
は
「
開
明
的
政
策
の

現
わ
れ
と
ば
か
り
み
な
し
え
な
い
」
と
自
説
批
判
を
し
て
い
ろ
。
そ

し
て
、
「
工
女
の
募
集
難
」
を
「
具
体
的
契
機
と
し
て
」
重
視
し
、

「
部
落
の
工
女
に
ま
で
採
用
の
手
が
伸
び
た
の
も
、
募
集
難
が
主
要

な
理
由
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
ろ
。
そ
の
部
落
出
身
工
女
へ
の
富
岡

製
一
糸
一
場
で
の
差
別
は
、
二
等
工
女
と
な
る
ほ
ど
精
励
し
、
優
秀
で

れ
は
論
理
的
な
解
釈
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
す
こ
ぶ
る
一
面

的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
時
期
（
一
八
七
三
年
）
に
西

日
本
各
地
で
は
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
が
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
以

外
の
生
活
面
に
お
い
て
も
部
落
民
に
対
す
る
身
分
的
差
別
は
決
し
て

後
退
な
ど
せ
ず
に
、
よ
り
陰
微
な
形
態
と
な
っ
て
封
建
的
身
分
差
別

が
存
続
し
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
強
調
す
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
に
、

「
国
民
的
融
合
論
」
者
を
も
含
む
近
代
部
落
史
研
究
家
に
よ
っ
て
明

白
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『
富
岡
日
記
』
で
「
新
平
民
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
工
女
を
問
題

と
す
る
場
合
、
そ
の
部
落
出
身
者
が
果
た
し
て
近
世
の
ど
の
賎
民
身

分
に
系
譜
を
持
つ
か
は
、
と
り
わ
け
重
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
『
富
岡
日
記
』
を
読
ま
れ
た
日
本
人
の
方
々
の
多
く
は

「
新
平
民
」
と
さ
れ
て
い
る
女
性
が
「
穣
多
」
系
部
落
民
だ
と
思
わ

（
烟
）

れ
ろ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
も
、
そ
の
記
述
を
一
沈
ん
で
即
座
に

そ
う
考
え
た
。
だ
が
、
部
落
解
放
同
盟
群
馬
県
連
合
会
の
協
力
で
群

馬
県
富
岡
市
で
聞
き
取
り
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
結
果
、
筆
者

の
安
易
な
推
測
が
事
実
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
を
知
っ
た
。

富
岡
市
宮
崎
地
区
の
伊
早
阪
実
副
支
部
長
二
九
一
七
年
生
ま
れ
）

か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
戦
前
は
字

宮
崎
が
五
区
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ひ
と
つ
の
区
に
入
沢
の
苗
字

が
多
い
。
そ
の
区
は
鉦
う
ち
系
の
元
「
非
人
」
集
落
で
あ
り
、
戦
前

は
箕
な
ど
の
農
具
や
篭
な
ど
の
細
工
物
を
作
り
、
祭
な
ど
で
売
っ
て

あ
っ
た
が
た
め
に
、
よ
け
い
に
『
新
平
民
』
と
陰
口
を
た
た
か
れ

（
旧
）

た
」
と
説
明
す
る
。

『
富
岡
日
記
」
掲
載
の
「
糸
と
り
方
指
南
と
新
平
民
」
を
分
析
す

れ
ば
、
富
岡
製
糸
場
に
お
け
る
「
西
洋
人
よ
り
直
伝
の
人
」
Ⅱ
一
等

工
女
の
部
落
出
身
女
工
に
対
す
る
差
別
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
だ
れ

し
も
が
そ
れ
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
富
岡
製
糸
場
で
の

部
落
民
女
工
採
用
の
直
接
的
理
由
と
そ
の
契
機
は
、
明
治
政
府
に
よ

る
近
代
合
理
主
義
的
な
開
明
政
策
な
ど
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
く
、
そ
の
契
機
は
や
は
り
工
女
の
絶
対
的
不
足
に
あ
っ
た
と
み
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

工
女
募
集
の
た
め
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
六
月
、
大
蔵
省
は
各

府
県
に
諭
告
書
を
頒
布
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
募
集
さ
れ
た
工
女

は
少
な
か
っ
た
。
西
洋
人
に
生
血
を
吸
わ
れ
る
と
い
う
妄
説
が
信
じ

ら
れ
て
い
た
当
時
、
和
田
英
の
よ
う
な
士
族
出
身
子
女
が
、
国
家
の

指
令
に
基
づ
い
た
家
父
長
の
強
制
の
も
と
、
殖
産
興
業
の
先
兵
と
し

て
「
国
益
」
の
た
め
富
岡
製
糸
場
の
工
女
に
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
期
待
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
の
労
働
力
Ⅱ

工
女
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
募
集
難
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
部
落

出
身
の
工
女
で
「
さ
え
」
も
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
さ
せ
、
そ

し
て
そ
れ
を
は
じ
め
て
可
能
と
し
た
主
因
は
、
こ
の
絶
対
的
な
労
働

力
不
足
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

最
近
で
は
部
落
史
研
究
者
の
一
部
か
ら
、
こ
の
富
岡
製
糸
場
で
の
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わ
ら
ず
、
被
差
別
者
と
し
て
の
自
覚
も
な
い
入
沢
家
の
方
か
ら
い
せ

や
ま
つ
に
関
す
る
証
言
を
得
ら
れ
ろ
と
は
、
）
筆
者
も
考
え
て
は
い
な

か
っ
た
が
輪
や
は
り
そ
の
関
係
証
言
は
《
一
切
採
集
で
き
な
か
っ
た
。
》

と
こ
ろ
で
か
い
せ
や
ま
つ
の
一
雇
用
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
資
料
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
民
部
省
官
吏
の
杉
浦
護
（
’
八

一
一
一
五
’
一
八
七
七
）
》
が
、
富
岡
製
糸
場
創
業
の
一
一
年
前
、
同
製
糸
場

の
技
師
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
、
ポ
ー
レ
。
ブ
リ
ュ
ー
ナ

（
一
八
四
○
１
一
九
○
八
？
）
と
行
動
を
共
に
し
、
製
糸
場
建
設
地

を
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
八
七
○
（
明
治
一
一
一
）
年
一
一

○
月
の
記
録
「
客
中
雑
記
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
月
一
八
日
に
関
す

る
記
載
に
、
コ
ン
宮
よ
り
宮
崎
町
辺
一
見
す
鈴
木
十
平
方
小
休
帰

宿
す
此
曰
フ
リ
ュ
ナ
氏
之
求
一
一
よ
り
製
糸
試
之
為
村
女
四
人
を
雇

（
餌
）

ふ
」
と
あ
る
ｐ

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
ろ
「
村
女
四
人
」
と
は
、
宮
崎
の
「
村

女
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
入
沢

い
せ
や
ま
つ
が
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

国
民
融
合
を
め
ざ
す
部
落
間
澪
題
全
国
会
議
常
任
幹
事
北
川
鉄
夫

は
、
「
富
岡
製
絲
工
場
の
入
沢
ふ
で
の
こ
と
も
調
査
が
す
す
め
ら
れ

当
時
工
場
に
は
四
人
ほ
ど
同
じ
入
沢
姓
で
働
い
て
い
る
こ
と
も
判
っ

（
顕
）

た
」
と
述
べ
て
い
る
ｐ
「
客
中
雑
記
」
記
載
の
資
料
を
知
り
、
そ
う

解
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ろ
。
し
か
し
、
宮
崎
に
は
旧
賎
民
の
系
譜

を
持
た
な
い
農
民
も
住
ん
で
お
り
、
そ
こ
で
「
村
女
四
人
」
が
雇
わ

い
た
。
こ
の
区
は
現
在
も
結
婚
差
別
な
ど
を
一
文
付
て
い
る
も
の
の
、

（
ロ
）

解
放
運
動
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
『
富
岡
川
訓
」
』
に
登
場
す
る
入

沢
姓
の
工
女
は
そ
こ
の
出
身
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
製
糸

場
内
の
噂
で
は
「
入
沢
筆
」
が
「
七
、
市
の
新
平
民
」
と
さ
れ
て
い

た
の
だ
が
、
正
確
に
は
富
岡
町
七
日
市
出
身
で
は
な
く
、
そ
の
東
方

に
あ
る
一
宮
町
宮
崎
出
身
と
な
る
（
現
在
は
ど
ち
ら
も
富
岡
市
）
。

そ
し
て
、
こ
の
「
新
平
民
」
は
「
非
人
」
系
の
部
落
民
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

「
入
沢
筆
」
の
名
前
も
資
料
上
は
確
認
で
き
な
い
。
富
岡
製
糸
場

創
業
時
の
工
女
の
名
前
上
涼
出
身
地
を
知
る
資
料
は
、
も
と
も
と
は
一

○
冊
ぐ
う
ｂ
い
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
工
女
郷
貫
録
」
で
あ
る
が
、
現
在

は
一
冊
の
み
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
長
野
・
埼
玉
両
県
の
分
の
み
が

（
旧
）

残
っ
て
い
ろ
。
地
一
工
出
身
の
「
非
人
」
系
工
女
以
外
に
‐
も
、
部
落
民

工
女
が
富
岡
製
糸
場
に
就
労
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
長
野
県
関
係

の
「
郷
貫
録
」
に
は
一
八
七
八
（
明
治
二
）
年
に
入
場
し
た
丸
子

（
旧
）

村
出
身
の
成
沢
し
ほ
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
成
沢
し
ほ

（
卯
）

と
い
う
工
女
は
「
被
差
別
部
落
出
身
の
女
性
」
と
さ
れ
て
い
る
。

群
馬
県
に
関
し
て
は
「
郷
貫
録
」
の
よ
う
な
資
料
が
存
在
し
な
い

た
め
、
「
入
沢
筆
」
の
確
認
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
他
の
資
料

に
よ
っ
て
入
沢
姓
の
工
女
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
入

沢
ま
つ
、
入
沢
い
せ
と
い
う
二
名
の
一
等
工
女
で
あ
り
、
「
上
州
富

（
、
）

岡
御
製
糸
場
御
役
人
付
」
と
い
う
資
料
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
全
員
が
「
部
落
出
身
」
と
は
断

定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
へ
例
え
四
人
と
も
元
「
非
人
」
の
出

身
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
富
岡
製
糸
場
創
業
時
ま
で
働
い
て
い
た
と

は
限
ら
な
い
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
創
業
時
点
で
も
働
い
て

い
た
の
で
あ
れ
蕾
ば
、
い
せ
や
ま
つ
と
同
じ
よ
う
に
一
等
工
女
と
な
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
資
料
で
入
沢
姓
の
一
等
工
女
は
二
名
し
か

確
認
で
き
な
い
。

マ
マ

『
富
岡
日
記
』
所
収
》
「
糸
と
り
方
師
南
と
新
平
民
」
の
分
析
か
ら

入
沢
姓
の
女
工
が
他
の
女
工
た
ち
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
た
の
は
み
た

が
、
工
場
の
管
理
職
な
ど
は
「
新
平
民
」
出
身
の
彼
女
た
ち
に
ど
う

対
処
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
な

い
が
、
工
場
側
も
差
別
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ろ
。
Ｌ

一
九
八
五
年
の
拙
論
で
は
、
「
絹
ひ
と
す
じ
の
青
春
』
か
ら
引
用

し
つ
つ
九
日
本
も
参
加
し
た
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
五
月
の
オ
１

ス
ト
リ
ァ
国
ウ
ィ
ー
ン
市
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
に
は
、
富
岡

製
糸
場
製
の
生
糸
も
出
品
さ
れ
た
が
、
そ
の
出
品
生
糸
の
糸
と
り
に

抜
擢
さ
れ
た
一
八
人
の
富
岡
製
糸
場
工
女
に
、
「
入
沢
い
せ
や
入
沢

（
顕
）

ま
つ
を
選
ん
で
」
い
な
い
の
を
差
別
の
現
れ
と
し
た
。
だ
が
へ
そ
の

関
係
資
料
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
現
在
、
入
沢
た
ち
が
差
別
さ
れ
た

と
断
定
す
る
よ
り
も
、
そ
の
可
能
性
が
強
い
と
、
判
断
を
改
め
た

い
。 資
料
も
み
て
い
な
か
っ
た
一
九
八
五
年
の
拙
論
で
は
一
「
「
少
な
く

と
も
、
一
等
工
女
衆
に
入
沢
姓
の
女
性
が
三
人
い
』
こ
こ
し
ば
確
か

（
”
）
 

な
よ
う
で
あ
る
」
と
上
条
宏
之
箸
『
絹
ひ
し
」
す
じ
の
肖
呑
』
の
記
述

を
無
批
判
的
に
引
用
し
た
が
、
今
は
そ
れ
を
一
一
人
し
｜
改
め
患
。
「
富

岡
日
記
』
執
筆
時
の
和
田
英
は
人
名
を
思
い
出
す
の
に
か
な
り
苦
労

し
た
よ
う
で
あ
り
、
□
□
某
と
さ
れ
て
い
る
個
所
も
い
く
つ
か
あ

る
。
「
人
沢
筆
」
も
和
田
英
の
記
憶
違
い
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
「
筆
」

は
入
沢
ま
つ
か
い
せ
の
ど
ち
ら
か
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

入
沢
家
の
檀
那
寺
（
曹
洞
宗
）
で
墓
碑
を
調
べ
た
か
、
そ
こ
に
は

「
ま
つ
」
や
「
い
せ
」
の
名
は
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
ま
つ
も
い
せ
も

他
府
県
の
製
糸
工
場
で
近
代
的
製
糸
技
術
を
伝
授
す
る
優
秀
な
女
工

と
な
り
、
そ
の
地
で
他
界
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
元
「
非
人
」

の
出
身
で
あ
る
の
を
隠
し
通
す
た
め
に
苦
悩
し
、
心
の
安
ら
ぎ
を
見

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

入
沢
の
苗
字
が
多
い
集
落
へ
行
き
、
そ
こ
の
最
年
長
者
で
あ
る
Ｉ

。
Ｈ
さ
ん
二
九
○
七
年
生
ま
れ
）
に
聞
き
取
り
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
明
治
期
に
優
秀
な
女
工
が
親
戚
に
い
た
話
を
聞
い
た
こ
と
は

な
い
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
Ｉ
。
Ｈ
さ
ん
は
し
ば
ら
く
考
え
、
「
記

憶
に
な
い
」
と
答
え
た
。
明
治
時
代
に
は
入
沢
の
家
が
こ
こ
に
一
八

戸
ぐ
ら
い
あ
っ
た
の
だ
が
、
若
い
者
は
都
会
へ
出
て
し
ま
う
の
で
、

（
銅
）

今
は
六
戸
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
も
話
さ
れ
た
。
解
放
運
動

に
は
参
加
せ
ず
、
未
だ
に
地
域
で
は
差
別
を
受
け
て
い
る
の
に
も
関
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落
差
別
」
に
端
を
発
し
た
と
さ
れ
る
争
議
で
あ
る
。
こ
の
争
議
を
部

落
史
に
お
い
て
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
、
部
落
問
題
研
究
所
の
藤
谷

俊
雄
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
こ
の
争
議
は
近
代
部
落
史
の
ひ
と
つ
の

定
説
と
な
り
、
部
落
史
関
係
の
図
書
・
論
文
・
年
表
に
は
そ
れ
に
関

わ
る
記
述
が
表
１
の
よ
う
に
す
と
蹴
る
多
い
。
だ
が
、
前
頁
の
そ
の

表
を
み
て
判
る
よ
う
に
、
「
部
落
差
別
」
争
議
の
言
及
が
な
さ
れ
て

い
る
も
の
の
う
ち
、
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
出
典

が
全
く
同
一
で
あ
る
。
Ｌ
：

天
満
紡
績
「
部
落
差
別
」
争
議
に
関
す
る
第
一
資
料
は
、
横
山
源

之
助
著
『
日
本
の
下
層
社
会
』
以
外
に
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
横

山
は
『
日
本
の
下
層
社
会
』
第
四
編
「
機
械
工
場
の
努
働
者
」
、
第

一
章
「
綿
絲
紡
績
工
場
」
第
十
一
「
職
工
募
集
」
に
お
い
て
下
記
の

（
”
）
 

よ
う
な
報
告
を
し
て
い
ろ
。

現
に
昨
年
な
り
と
覺
ゆ
、
天
満
紡
績
會
社
に
て
は
、
石
川
縣
よ

り
新
平
民
の
兒
女
を
募
集
し
歸
り
、
爲
に
他
の
職
工
は
「
新
平

民
の
兒
」
と
共
に
操
業
す
ろ
を
喜
ば
ず
し
て
同
盟
罷
工
を
企

て
大
に
粉
擾
を
起
せ
る
こ
と
あ
り
、
若
し
其
れ
募
集
に
窮
せ

ぱ
乞
食
に
て
も
何
に
て
も
手
當
次
第
伴
ひ
ゆ
く
こ
と
亦
た
稀
な

ら
ざ
ろ
な
り
？

ま
た
、
同
書
附
録
第
三
章
「
現
時
の
社
會
運
動
」
第
一
款
「
同
盟

（
卯
）
・

罷
工
の
續
出
」
て
は
、
癖
一
八
九
七
（
明
治
三
○
）
年
一
二
月
発
表
の

農
商
務
省
に
よ
る
「
三
十
年
七
月
一
一
十
日
よ
り
十
一
月
十
五
日
迄
」

除
外
さ
れ
た
二
○
名
全
員
の
「
身
分
」
は
判
明
し
な
い
の
だ
が
、

博
覧
会
用
生
糸
の
糸
繰
工
女
に
は
士
族
出
身
ば
か
り
が
抜
擢
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
農
家
出
身
か
と
思
わ
れ
る
工
女
一
○
名
も
含

ま
れ
て
い
る
ｐ
群
馬
県
出
身
者
七
名
を
み
る
と
、
士
族
出
身
は
三
名

で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
第
一
資
料
に
も
名
の
あ
る
工
女
で
あ
る
。

し
か
し
他
の
四
名
は
、
地
元
の
富
岡
町
出
身
者
二
名
を
も
含
む
農
家

出
身
者
か
と
思
わ
れ
ろ
。
こ
の
両
資
料
の
分
析
か
ら
、
一
等
工
女
で

あ
っ
た
入
沢
両
名
が
差
別
の
た
め
万
博
用
出
品
生
糸
の
糸
繰
工
女
に

は
な
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
結
論
を
直
ち
に
導
き
出
す
の
は
危
険
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ろ
。
も
ち
ろ
ん
、
差
別
意
識
が
当
時
ど
れ
ほ

ど
濃
厚
で
あ
っ
た
か
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
元
「
非
人
」
出
身
の
工

入
沢
い
せ
や
入
沢
ま
つ
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
「
上
州
富

（
”
）
 

岡
御
製
糸
場
御
役
人
付
」
（
Ⅱ
第
一
資
料
）
に
は
、
｜
等
工
女
衆
一

七
名
と
部
屋
長
衆
一
○
名
の
名
が
あ
る
。
そ
し
て
政
府
が
「
澳
大
利

国
博
覧
会
列
品
」
に
加
え
た
製
糸
の
糸
繰
工
女
一
八
名
の
名
が
あ
る

（
犯
）

資
料
は
「
｛
邑
岡
製
糸
場
記
」
（
Ⅱ
第
一
一
資
料
）
で
あ
る
。
こ
の
資
料

で
名
前
が
列
記
さ
れ
て
い
る
工
女
の
う
ち
、
七
名
が
第
一
の
資
料
に

も
名
前
の
あ
る
部
屋
長
、
あ
る
い
は
一
等
工
女
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
七
名
の
う
ち
、
五
名
ま
で
が
士
族
出
身
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第

一
資
料
記
載
の
工
女
計
二
七
名
の
う
ち
、
二
○
名
は
万
国
博
覧
会
出

品
生
糸
の
糸
繰
は
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
な
か
に
入
沢
両
名
も
ふ
く
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

農
商
務
省
に
よ
っ
て
こ
の
調
査
が
発
表
さ
れ
た
同
年
月
、
そ
れ
は

『
東
洋
経
済
新
報
』
、
お
よ
び
『
東
京
経
済
雑
誌
』
に
も
記
載
さ
れ

（
、
）

た
。
「
人
員
」
に
関
し
て
『
東
洋
経
済
新
報
』
で
は
「
石
川
縣
出
身

（
、
）

の
者
」
と
の
み
な
っ
て
お
り
、
『
東
京
経
済
雑
誌
』
で
は
「
石
川
岡

山
出
身
の
者
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
横
山
は
恐
ら
く
『
東

京
経
済
雑
誌
』
か
ら
引
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ろ
。

横
山
は
天
満
紡
績
で
の
「
部
落
差
別
」
争
議
が
発
生
し
た
年
を

「
昨
年
な
り
と
畳
ゆ
」
と
の
み
記
し
、
そ
れ
を
明
確
に
は
し
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
争
議
が
発
生
し
た
年
が
、
部
落
研
究
者
に
よ

っ
て
「
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
」
、
二
八
九
六
（
明
治
二
九
）

年
」
、
「
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
ご
ろ
」
、
「
’
八
九
七
（
明
治
三

○
）
年
」
、
二
八
九
七
年
八
月
十
六
日
」
、
「
明
治
三
○
年
の
頃
」
、

女
が
一
身
分
」
差
別
の
た
め
、
除
外
さ
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
強
い

も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
差
別
の
強
調
と
悲
惨
史
一
辺
倒
の
部

落
史
か
ら
脱
脚
し
、
「
す
べ
て
が
差
別
に
還
元
さ
れ
る
」
と
い
う
部

落
史
に
対
す
る
批
判
に
対
処
す
る
た
め
に
も
今
は
、
「
差
別
第
一
史

観
」
を
克
服
し
、
論
点
を
い
く
ら
か
変
え
た
、
よ
り
客
観
性
を
持
つ

部
落
史
が
創
造
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ろ
。
そ
の
よ
う
な
部
落

史
が
、
「
解
放
令
」
以
降
の
近
代
日
本
社
会
に
お
い
て
も
客
観
的
に

存
在
し
続
け
た
「
身
分
」
差
別
を
打
ち
消
す
よ
う
な
「
部
落
史
」
を

意
味
す
る
も
の
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

『
富
岡
日
記
」
の
「
糸
と
り
方
指
南
と
新
平
民
」
に
あ
る
記
述
以

外
に
は
客
観
的
証
明
が
困
難
で
あ
る
入
沢
姓
の
工
女
に
対
す
る
「
差

別
」
と
は
別
に
、
官
営
富
岡
製
糸
場
の
部
落
史
関
係
資
料
を
分
析
し

て
最
大
の
愁
う
べ
き
こ
と
と
感
じ
る
の
は
、
元
「
非
人
」
系
の
宮
崎

の
人
び
と
が
、
現
実
的
に
存
続
し
て
い
る
「
身
分
」
差
別
か
ら
逃
避

し
、
そ
の
差
別
と
闘
わ
な
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

の
同
盟
罷
工
調
査
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
な

天
満
紡
績
で
の
争
議
も
含
ま
れ
て
い
ろ
。

近
代
部
落
史
に
お
い
て
度
々
指
摘
さ
れ
る
部
落
民
女
工
関
係
の
も

う
ひ
と
つ
の
資
料
は
大
阪
天
満
紡
績
二
八
八
七
年
創
立
）
で
の
「
部

坦
露
府
縣
｜
翫
雛
蹴
肛
即
一
硴
肛
雛
始
一
盾

二
、
大
阪
市
北
区
天
満
紡
績
に
お
け
る

「
部
落
差
別
」
関
係
争
議

庸
防
鬮
會

ロ
娚
匹
牛
引
目

１
８
 

△
亟
腫
閣
堂
騎
悼
に
士
ソ
テ
Ｃ
Ｊ
Ｄ
訂

四
一
膳

馴
鞘# 



大
阪
天
満
紡
績
「
部
落
差
別
」
関
係
争
議
（
発
表
順
）

（）［ 

表

週｜囮緤｜勵妨一人藻

小
口

夷
（

,
菫

,
 

一三国｜一層｜｜唇

憩一題仮一電坂一頭

へ『

ヨヨナ叉。一分文ロ』一⑰【

,
 

身
０

ロ

、

亀

！ 
１
８
９
６
日
目

１
８
９
７
二
日
．
Ｉ
・

；
月
１
６
日

１
８
９
７
目
：
‐
1
.

8
月
１
６
日

１
８
９
７
：
：
治
3
０

－
Ｉ
‐
■
■
 

く
る
会
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会
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二
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下
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社
会
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(
日
治
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0
）
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一
頁
数
|
争
議
発
生
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毛
㈱
そ
の
他
］

山
川

昨
年
(
注
明
治
３
０

年
8
～
９
月
の
詔
）
「
日
本
の
下
会

解
放
出
ｊ
ロ

1
8
9
6
(
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治
2
9
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年

（
会
社
名
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「
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阪
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会
社
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昨
年
(
明
治
3
1
年

日
本
の
下
層
社
会
」

部
落
問
題
研
究
所

版
1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

「
日
本
の
下
層
社
会
」

１
９
９
 

明
石

昨
年
(
注
、
明
治
３
０

年
8
～
９
月
の
調
査
）

「
日
本
の
下
層
社
会
」

1
9
9
 

芦
府
部
落
解
放

研
究
所

明
治
2
９

（
会
社
名
は
「
大
阪

紡
績
株
式
会
社
｣
）

解
放
出
版

1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年

３
月
1
６

部
落
問
題
研
究
所

出
版
部

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

こ
ろ
「
日
本
の
下
会
」

部
落
解
放
研
究
所

「
日
本
の
下
層
社
会
」

（
｢
堺
の
天
満
紡
｣
）

解
放
出
版
社

1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年
『
曰
本
の
下
層
社
会

出
典
〔
そ
の
他
〕

『
曰
本
之
下
層
社
会
』

『
日
本
の
下
層
社
会
』

③
 
藤
谷
俊
雄

『「 部
落
』
第
1
9
2
号

部
落
史
1
1
1
.
近
代
Ｉ

」

1
9
6
5
年

８
月

部
落
問
題
研
究
所

山
版
部

8
７
 

/
8
8
 

明
治
3
0
年

『
日
本
の
下
層
社
会
』

｢
部
落
の
人
を
『
使
っ
た

こ
と
を
重
視
す
べ
き
」

』
と
い
う

④
 
藤
谷
俊
雄

「新
版
・
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
』

Ⅶ
章
「
近
代
日
本
と
部
落
問
題

」

1
9
6
5
年

1
1
月

部
落
問
題
研
究
所

出
版
部

３
 

明
治
3
0
年
こ
ろ

『
日
本
の
下
層
社
会
』

｢
『
資
本
家
は
安
い
賃
金
で
働
く
な

ら
、
乞
食
で
も
何
で
も
雇
う
』
」

⑤
 
小
森
龍
邦

『
現
代
に
お
け
る
部
落
問
題
の
本
質
」

]
9
6
9
年

４
月

東
方
出
Ｉ
Ｍ
ｉ
ｉ

2
3
～
 

明
治
2
7
年

『
日
本
の
下
層
社
会
』

｢
『
上
を
み
て
く
ら
す
な
､
下
み
て
〈

ら
せ

J１ 
と

」

⑥
 

⑦
 

部
落
問
題

研
究
所
編

部
落
解
放

研
究
所
編

『
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
』

改
訂
版

『
部
落
産
業
の
実
態
と
問
題
点
』

1
9
6
9
年

６
月

1
9
7
0
年

1
１
月

部
落
問
題
研
究
所

出
版
部

部
落
解
放
研
究
所

1
0
7
 

l(） 

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

｢
部
落
の
娘
た
ち
に
は
か
た
く
と
ざ

さ
れ
て
い
た

」

｢
労
働
者
自
体
の
意
識
の
お
く
オ
し
」

⑧
 
部
落
解
放
同
盟

中
央
教
文
部
編

『
部
落
解
放
運
動
5
0
年
史
年
表
』

(
草
稿
）

1
9
7
1
年

５
月

部
落
解
放
|
司
盟

中
央
出
版
局

１
１
 

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

｢
部
落
差
別
に
端
を
発
し
」

⑨
 
白
石
正
明

『
部
落
解
放
と
教
育
の
歴
史
』

年
表
編

1
9
7
2
年

３
月

大
阪
市
教
育
研
究
所

6
５
 

1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年

８
月
１
６
日

｢
石
Ⅱ
1
県
の
部
落
出
身
者
に
差
利
発

言
す
る

」

⑩
 
白
石
正
明

『
部
落
解
放
と
教
育
の
歴
史
』

第
１
章
第
４
節

1
9
7
3
年

７
月

部
落
解
放
研
究
所

2
2
0
 

1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年

８
月
1
6
日

｢
労
働
者
間
の
差
別
事
件
の
有
無
に

つ
い
て
、
調
べ
る
必
要
が
あ
る
」

⑪
 
矢
田
部
落
史

研
究
会
編

｢
矢
田
部
落
の
歴
史
』

｢
年
表
」
第
２
篇

1
9
7
8
年

３
月

矢
田
同
和
教
育

推
進
協
議
会

3
0
2
 

1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年

｢
『
部
落
民
を
採
用
す
る
な
』
と
要

求
」
．

⑫
 
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
１
）
「
年
表

」

1
9
8
0
年

４
／
月

蛇
草
の
歴
史
を

つ
く
る
会

1
3
2
 

1
8
9
4
(
明
治
2
7
)
年

Ｔ
部
落
差
別
に
端
を
発
し
」

⑬
 
小
､
森
龍
邦

『
●
Ｐ
－
印
●

現
代
に
お
け
る
身
分
と
階
級

』
1
9
8
1
年

９
月
亜
紀
書

房
2
2
7
 

1
8
9
7
 
、

●
 

■
 

8
年
頃

(
会
社
名
は
「
大
阪

：
紡
績
株
式
会
社
｣
）

｢
差
別
的
・
分
裂
的
発
想
に
完
全
に

は
ま
り
こ
ん
で
い
る

」

⑭
 
吉
田
猪
三
巳

ｒ
 

の

差
別
と
私
た
ち
の
暮
ら
し
』

1
9
8
2
年

３
月
解
放
出
版
社

1
８
１
 

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

U
 

r
日
本
の
下
層
社
会
』

｢
自
分
た
ち
の
不
幸
感
を
ま
ぎ
ら
わ

す
た
め

」
に

⑮
 
東
の
歴
史
を
掘

り
お
こ
す
会
編

『
島
村
の
歴
圖
史
と
生
活

』.
1
9
8
2
年

７
月

部
落
解
放
同
盟

大
阪
府
連
貝
塚
支
部

3
６
 

1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年

｢
被
差
別
部
落
の
女
子
労
働
者
を
職

場
か
ら
追
放
す
る
こ
と
を
要
求

」

著
者
・
編
者

書
名
・
雑
誌
名
・
論
文
名

発
表
年

1
４
４
 

②
 
藤
谷
俊
雄

『「

部
落
』
第
1
9
1
号

日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題

」

1
9
6
5
年

７
月

著
者
・
編
者

書
名
６
雑
誌
名
・
論
文
名

発
表
年
発
行
所

頁
数

争
議
発
生
年
(
月
日
）

出
典
〔
そ
の
他
〕

原
因
・
背
景
・
結
論

●
 

⑯
 
松
壽
下
松
次

『
部
落
解
放
』
第
1
9
0
号

｢
部
落
解
放
と
労
働
運
動

￣
近
代
紡
績
業
と
被
差
別
部
落
￣
」

1
9
8
2
年

1
２
月
解
放
出
版
社

1
9
6
 

1
8
9
7
年
…

r
日
本
の
下
層
社
会
』

「
共
闘
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
は
ず
の
労
働
者
達
が
差
別

」

⑰
 

0
~
0
-

金
子
ﾏ
〒
テ
ィ
ン

：
．
 

「比
較
社
会
史
の
諸
問
題
』
所
収

｢
紡
績
工
業
に
お
け
る
被
差
別
部

落
婦
人
労
働
試
論

」

1
9
8
4
年

３
月
未
来
社

1
0
1
 

1
8
9
7
年
８
月
1
6
日

『
日
本
の
下
層
社
会
」

1
9
9
,
3
0
9
頁

「部
落
民
の
採
用
に
よ
っ
て
労
働
者

の
分
裂
を
助
長
す
る

」

⑱
 
小
林
茂

『「 人
権
の
あ
ゆ
み
』
７
章

解
放
運
動
の
は
じ
ま
り
－
近
代
1

＄ 
」

1
9
8
4
年

６
月

山
１
１
１
出
版
社

2
5
6
 

/
5
７
 
昨
年
(
注
、
明
治
３
０

年
8
～
９
月
の
調
査
）

r
日
本
の
下
層
社
会
』

「
一
般
女
工
の
就
業
の
`
`
し
ず
め
石
頚

に
さ
れ
た

」

⑲
 
小
森
龍
邦

『
入
門
現
代
部
落
解
放
論
」

1
9
8
4
年

８
月
解
放
出
版
社

1
1
2
 

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

(
会
社
名
は
「
大
阪

紡
績
会
社
｣
）

「
『
部
落
の
娘
と
一
緒
に
働
く
と
い

う
の
は
我
慢
で
き
な
い

』
と

」

⑳
 
小
林
茂

r
入
門
・
被
差
別
部
落
の
歴
史
」

1
9
8
4
年

８
月
明
石
書
店

7
６
 
昨
年
(
明
治
3
1
年
）

r
日
本
の
下
層
社
会
』

「
悲
痛
な
労
働
条
件
に
泣
く
一
般
女

工
か
ら
排
撃

」

⑪
 
馬
原
鉄
＝
男

ｑ
 

｢
 部
落
史
の
研
究
一
近
代
編
』
所
収

「
『
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
」
論

」

1
9
8
4
年

９
月

部
落
問
題
研
究
所

出
版
部

1
3
9
 

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

『
日
本
の
下
層
社
会
』

1
9
9
頁

｢
労
働
力
の
絶
対
的
不
足
」

⑫
 

｡
 小
林
げ
ら
凸

．
；
 

茂
『
部
落
差
別
の
歴
史
的
研
究
」

1
9
8
5
年

３
月
明
石
書
店

■
 

3
0
7
 

/
0
８
 
昨
年
(
注
、
明
治
３
０

年
8
～
９
月
の
調
査
）

『
日
本
の
下
層
社
会
』

1
9
9
頁

.
｢
労
働
条
件
の
劣
悪
が
生
産
商
品
を

安
価
に
す
る
ひ
と
つ
の
要
因

」

⑬
 
小
林
』
茂

｡
■
●
｡
｡
◆
 

『「

部
落
解
放
研
究
』
第
4
6
号
．

日
本
資
本
主
義
下
の
部
落
」

1
9
8
5
年

９
月

部
落
解
放
研
究
所

1
5
4
 

/
5
５
 
昨
年
(
注
、
明
治
３
０

年
8
～
９
月
の
調
査
）

『
日
本
の
下
層
社
会
』
｢
可
酷
な
労
働
条
件
の
た
め
応
募
者

は
少
な
く
、
了
募
集
者
は
こ
こ
に
至
っ

て
『
新
平
民
」
の
児
女
を
集
め
た
」

⑭
 

●
ｓ
ｏ
 

小
森
龍
邦●

●
 

C
■
 

［
 

： 

『

゛

入
門
現
代
社
会
啓
発
論

』
1
9
8
5
年

1
０
月
芦
府
部
落
解
放

研
究
所

1
3
2
 

明
治
2
9
年

Ｃ
 

Ｏ
 

(
会
社
名
は
「
大
阪

紡
績
株
式
会
社
｣
）

｢
え
た
の
娘
と
一
緒
に
働
く
ほ
ど
落

ち
ぶ
れ
て
は
い
な
い

」

⑮
 
部
落
解
放

研
究
所
編

ｒ
 

「 部
落
問
題
事
典

』

部
落
問
題
総
合
略
年
表

」

《
1
9
8
6
年

９
 

月
解
放
出
版
社

1
0
0
2
 
1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年

３
月
1
6
日

｢
部
落
差
別
に
か
か
わ
っ
て
」

⑳
 

●
l
q
ｂ
■
 

成
2
尺
栄
寿

？
 

『部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動

」

近
。
現
代
篇
～
．

1
9
8
6
年

９
 

=
も｡
 
月
.
`
部
落
問
題
研
究
所

出
、
版

部

1
5
1
 

/
5
２
 

1
8
9
6
(
明
治
2
9
)
年

ご
ろ
■
●
 

｢
 日
本
の
下
層
社
会
』

ケ
ー

■
 

｢
部
落
の
子
女
が
貧
農
出
身
の
子
女

の
補
充
的
な
労
働
力
。

⑰
 
竹
I
村
毅

『
』

｢
企
業
と
同
和
問
題
第
3
5
号

」

1
9
8
7
年

２
月

部
落
解
放
研
究
所

2
１
 

『
日
本
の
下
層
社
会
」

（
｢
堺
の
天
満
紡
｣
）

「
石
川
県
か
ら
『
新
平
民
』
の
女
工

を
募
集
し
て
来
た
」

●
Ｑ
 

ｑ
 

､
￣
 

⑳
 
竹
村
．
～
毅

⑪
◆
P
び

.
『

q
■
 

●
 

入
門
・
・
企
業
と
部
落
問
題

』

1
．
.
 

1
9
8
7
年

６
月

し

解
放
出
,
版
〔
社

1
８
 

1
8
9
7
(
明
治
3
0
)
年

●
●
』
⑤
4

日
本
の
下
層
社
会
」

「工
場
か
ら
排
除
ざ
れ
同
じ
働
く
仲

間
か
ら
さ
え
も
疎
外
」

9
口

0
,
.
.
.
.
I
~
｡
.
.
｡
．
'
６
０
 

０
●
 

｢
P
?
｡
 



〃

１３近代部落史における部落民女工 1２ ｢定説」の批判的検討

「
一
八
九
七
、
八
年
頃
」
と
ま
ち
ま
ち
に
記
述
さ
れ
て
い
そ
（
表
１
）
。

こ
の
事
実
か
ら
も
、
天
満
紡
績
「
部
落
差
別
」
争
議
そ
の
も
の
が
資

料
批
判
的
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
ろ
う
。

（
犯
）

鈴
木
純
一
郎
が
「
我
國
二
於
ケ
ル
同
盟
罷
工
ノ
先
例
」
と
し
て
一

八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
満
紡
績
で

は
確
か
に
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
一
月
に
争
議
が
発
生
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
争
議
は
部
落
差
別
と
は
一
切
無
関
係
で
あ
り
、

そ
の
原
因
は
「
賞
与
問
題
と
同
社
の
技
師
ら
の
依
怡
晶
肩
に
あ
つ

（
弧
）

た
」
と
さ
れ
て
い
ろ
。
多
く
の
研
究
者
は
「
部
落
差
別
」
争
議
を
一

八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
と
し
て
い
る
が
、
同
年
に
天
満
紡
績
で
争

議
が
起
き
た
と
確
認
で
き
る
資
料
は
存
在
し
な
い
。
一
八
九
七
（
明

治
三
○
）
年
に
関
し
て
は
、
八
月
一
六
日
の
争
議
発
生
が
、
上
述
の

同
年
農
商
務
省
統
計
に
よ
っ
て
明
確
に
確
認
で
き
ろ
。
こ
の
争
議
の

こ
と
を
横
山
は
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
日
本
の
下
層
社
会
』
初
版
が
教
文
館
か
ら
発
行
さ
れ
た
の
は
、

一
八
九
九
（
明
治
一
一
三
）
年
四
月
だ
が
、
横
山
は
そ
の
執
筆
を
明
治

（
頭
）

「
一
二
一
年
一
一
一
月
下
旬
に
は
す
べ
て
完
了
」
し
て
い
ろ
。
横
山
の

（
マ
マ
）

（
妬
）

「
大
阪
善
市
留
は
明
治
別
年
７
月
頃
か
ら
、
同
年
ｎ
月
肥
日
ま
で
」

と
さ
れ
て
お
り
、
『
日
本
の
下
層
社
会
』
例
言
に
お
い
て
「
第
四
編

（
訂
）

綿
絲
紡
績
工
場
は
（
略
）
一
二
十
年
八
月
及
び
九
月
の
調
査
」
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ろ
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
大
阪
滞
留
期
、
八
月
一
五
日
か
ら

一
○
月
一
一
七
日
の
間
、
横
山
は
「
大
阪
工
場
め
ぐ
り
」
と
い
う
二
一

過
ち
に
陥
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
外
国
語
大
学
の
立
川
健
治
も
一

九
八
六
年
発
行
の
『
大
阪
社
会
労
働
運
動
史
』
第
一
巻
に
お
い
て

一
八
九
七
年
八
月
一
六
日
の
争
議
を
部
落
出
身
者
の
争
議
と
し
て
い

（
側
）

一
ろ
ｐと
の
『
大
阪
社
会
労
働
運
動
史
』
の
指
摘
で
知
っ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
一
八
九
七
（
明
治
三
○
）
年
の
天
満
紡
績
争
議
に
参
加
し
た
と

『
み
ら
れ
る
石
川
県
出
身
女
工
の
聞
き
取
り
資
料
が
、
農
商
務
省
商
工

》
局
『
職
工
事
情
』
附
録
二
に
「
明
治
三
十
三
年
八
月
大
阪
ノ
○
○
紡

（
犯
）

績
會
社
元
工
女
ノ
談
話
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
の
「
○
○

紡
績
会
社
」
が
天
満
紡
績
に
相
違
な
い
と
示
唆
す
る
発
言
い
く
つ
か

が
こ
の
資
料
に
は
含
ま
れ
て
い
ろ
。
例
え
ば
、
「
自
分
ノ
居
ル
ト
キ

（
網
）

工
場
ガ
焼
ケ
タ
コ
ト
ガ
ァ
ル
」
と
あ
る
女
工
が
発
一
一
一
口
し
て
い
る
が
、

天
満
紡
績
は
実
際
、
「
二
十
七
年
十
二
月
に
至
り
、
第
一
工
場
が
出

（
鍋
）

火
に
よ
り
全
焼
」
し
た
の
で
あ
る
。

一
「
工
女
が
徒
黛
ヲ
組
ン
デ
仕
事
ヲ
休
ン
グ
リ
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
ル
カ
」

と
い
う
設
問
に
対
し
、
「
金
沢
ノ
人
ノ
世
話
一
一
ナ
リ
居
り
」
一
八
九

六
（
明
治
二
九
）
年
頃
か
ら
天
満
紡
績
に
就
労
し
て
い
る
女
工
は
、

？
「
メ
ッ
タ
ニ
ナ
ィ
先
年
或
役
人
ガ
石
川
縣
ノ
者
ニ
ハ
録
ナ
者
ハ

ナ
ィ
ト
云
ツ
テ
叱
ツ
タ
其
時
石
川
縣
ノ
モ
ノ
ガ
申
合
セ
テ
皆
休

、
ン
ダ
其
役
人
ヲ
止
メ
ネ
パ
仕
事
二
出
ヌ
ト
云
レ
タ
ト
ウ
ト
ウ
其

（
役
人
ガ
止
メ
タ
ヵ
ラ
皆
仕
事
二
出
タ
此
時
申
合
セ
テ
一
日
一
一
日

〈
ｊ
休
ン
ダ
」
・
Ｉ

工
場
の
視
察
記
を
「
毎
日
新
聞
』
に
連
載
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
含

ま
れ
て
い
る
紡
績
工
場
ル
ポ
は
「
平
野
紡
績
会
社
」
た
だ
ひ
と
つ
で

あ
る
。
同
記
事
に
お
い
て
横
山
は
「
大
阪
府
下
に
十
八
の
紡
績
会
社

（
犯
）

あ
り
て
余
の
見
ざ
り
し
は
（
略
）
五
ケ
処
」
と
報
生
口
し
て
い
ろ
。
こ

の
五
会
社
に
天
満
紡
績
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
同
紡
績
で
の
争
議
に

関
わ
る
記
述
も
な
い
。

ま
た
、
『
日
本
の
下
層
社
会
」
完
成
前
の
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）

（
”
）
 

年
二
月
、
「
紡
績
工
場
の
勢
働
者
」
と
い
う
記
事
を
横
山
は
『
国
民

之
友
』
に
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
や
は
り
天
満
紡
績
争
議

に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
天
満
紡
績
「
部
落
差
別
」
争
議
に

つ
い
て
横
山
が
言
及
し
て
い
る
も
の
は
、
『
日
本
の
下
層
社
会
」
以

外
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

「
部
落
差
別
」
に
端
を
発
し
た
争
議
が
天
満
紡
績
で
実
際
に
起
き

た
と
確
信
し
て
い
た
一
九
八
四
年
の
拙
論
で
は
そ
の
発
生
を
二
八

（
“
）
 

九
七
年
八
月
十
六
日
」
と
し
た
。
農
商
務
省
統
計
に
も
あ
る
一
八
九

七
（
明
治
三
○
）
年
八
月
の
天
満
紡
績
争
議
は
、
ち
ょ
う
ど
横
山
の

大
阪
滞
留
期
に
起
き
て
お
り
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
で
あ
ろ
う
彼
は
、

『
日
本
の
下
層
社
会
』
執
筆
時
に
そ
の
記
憶
を
呼
び
お
こ
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
資
料
上
も
確
認
可
能
な
そ
の
争
議
と
横
山
が
記
し
て
い

る
「
部
落
差
別
」
争
議
を
直
結
さ
せ
る
根
拠
は
全
く
存
在
し
な
い
と

現
在
は
考
え
る
。
表
１
⑨
と
⑩
の
筆
者
、
⑮
の
編
者
も
筆
者
と
同
じ

（
幅
）

し
」
答
え
て
い
ろ
。
「
即
日
落
着
就
業
」
・
と
な
っ
て
い
る
農
商
務
省
調

査
の
記
述
と
は
多
少
異
な
る
が
、
こ
の
女
工
証
言
は
一
八
九
七
（
明

治
一
一
一
○
）
年
八
月
一
六
日
の
争
議
を
語
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
女
工
聞
き
取
り
は
横
山
源
之
助
に
よ
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
東
京
で
過
労
に
た
お
れ
た
横
山
は
一
八
九

九
（
明
治
三
一
一
）
年
夏
か
ら
翌
年
春
頃
ま
で
富
山
県
へ
帰
京
し
て
い

（
妬
）

ろ
。
そ
し
て
一
九
○
○
（
明
治
一
一
一
一
二
）
年
五
月
に
は
横
山
の
農
商
務

省
職
工
事
情
調
査
起
用
が
内
定
し
て
お
り
、
彼
は
嘱
託
と
な
っ
て

「
工
場
お
よ
び
職
工
の
事
情
調
査
」
に
参
画
し
た
。
横
山
が
『
職
工

事
情
』
調
査
に
従
事
し
た
期
間
は
「
明
治
三
一
一
一
年
五
、
六
月
か
ら
翌

三
四
年
一
一
、
一
一
一
月
頃
ま
で
」
で
あ
り
、
そ
の
地
域
は
石
川
県
を
も
含

む
北
陸
地
方
、
そ
し
て
調
査
内
容
は
「
製
糸
、
織
物
工
場
、
工
女
問

（
⑪
）
 

書
を
担
当
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
の
た
め
、
こ

の
『
職
工
事
情
』
附
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
石
川
県
出
身
元
女
工
の

聞
き
取
り
は
横
山
が
実
施
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
だ

が
、
『
職
工
事
情
』
附
録
二
掲
載
の
石
川
県
出
身
元
女
工
数
名
に
よ

る
一
連
の
証
言
に
も
、
天
満
紡
績
争
議
が
部
落
差
別
と
関
係
し
た
と

示
唆
す
る
も
の
は
何
ら
な
い
。

ｊ
ま
た
横
山
に
よ
っ
て
石
川
県
出
身
の
女
工
た
ち
は
「
新
平
民
」
と

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
近
世
加
賀
藩
に
は
雑
多
な
名
称
の
賎
民
が
存

在
し
た
。
金
沢
経
済
大
学
教
授
田
中
喜
男
に
よ
れ
ば
、
近
世
加
賀
藩

に
は
「
藤
内
９
皮
多
ｄ
物
吉
・
癌
癩
・
舞
々
・
非
人
等
』
の
賎
民



題
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
『
曰
本
の
下
乍
層
社
会
』
発
行
の
半
年
後
》
、
一
八
九
九
（
明

治
一
一
三
）
年
一
○
月
発
行
の
雑
誌
『
太
陽
』
に
天
涯
箔
々
生
と
の
筆

一
（
、
）

名
で
横
山
は
「
新
卒
民
社
會
の
状
態
」
と
題
す
る
ル
ポ
を
発
表
し
て

い
ろ
。
そ
の
題
材
と
な
っ
た
部
落
は
『
日
本
の
下
層
社
会
』
第
一
編（銅
）

「
東
京
貧
民
の
状
態
」
に
お
い
て
「
新
平
民
の
部
落
な
る
鎚
岡
町
」

と
地
名
だ
け
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
．
全
く
ふ
れ
ら
れ
て

討
い
な
い
「
関
八
州
の
頭
、
浅
草
弾
左
衛
門
」
の
本
拠
地
、
旧
新
町
で

蝋
あ
っ
た
。
Ⅷ
心
：

柵
直
接
そ
の
部
落
に
入
り
、
そ
こ
で
話
を
聞
く
と
い
う
方
法
で
横
山

の
は
こ
の
ル
ポ
を
書
い
て
お
り
、
「
穣
多
」
系
部
落
に
対
す
る
さ
ほ
ど

釦
濃
厚
な
差
別
意
識
が
彼
に
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ろ
。
だ
が
、
そ

碇
の
記
述
内
容
は
部
落
を
明
ら
か
に
「
社
会
外
の
社
会
」
的
な
特
別
な

虹
社
会
と
み
な
し
て
お
り
、
差
別
的
な
個
所
も
散
見
す
る
。
当
時
の
時

繊
代
背
景
と
一
般
的
で
あ
っ
た
社
会
意
識
の
も
と
、
横
山
の
「
解
放
」

部
と
い
う
視
点
も
ｐ
や
は
り
「
穣
多
」
系
部
落
民
に
ま
で
は
及
ん
で
い

るけ
な
か
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蹄
『
日
本
の
下
蘂
層
社
会
』
全
体
は
Ｆ
極
め
て
実
証
的
な
記
録
作
品
で
あ

乙史
ろ
。
だ
が
、
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
天
満
紡
績
「
部
落
差
別
」

剛争議に関わる記述は、Ｌその発生時期も「昨年なりと覺ゆ」
近
と
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
決
し
て
実
証
的
で
あ
る
と
の
感
覚
を
筆
者
に

嘔
は
与
え
な
い
○
横
山
の
大
阪
滞
留
期
に
発
生
し
た
天
満
紡
績
で
の
争
》

1４ 

（
躯
）

が
存
在
し
た
。
横
山
に
よ
っ
て
「
新
平
民
」
し
一
六
」
和
定
久
Ｔ
た
＋
ｂ

が
、
そ
れ
ら
ど
の
賎
民
の
系
譜
を
も
つ
「
新
平
民
一
で
あ
る
か
は
、

彼
の
記
述
か
ら
は
残
念
な
が
ら
一
切
判
明
１
〕
な
い
一

天
満
紡
績
「
部
落
差
別
」
争
議
を
な
ん
ト
ー
か
実
証
す
る
願
望
を
侍

っ
て
い
た
筆
者
は
、
「
加
賀
乞
食
」
と
い
う
用
語
か
部
落
典
と
関
連

し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
も
考
え
、
Ⅲ
分
の
「
夢
」

を
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
田
中
教
授
か
ら
「
『
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
）
『
加
賀
乞
食
』
は
被
差
別
部
落
氏
Ｉ
『
新
平
氏
』

（
い
）

と
関
係
あ
り
ま
せ
ん
」
と
の
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

さ
ら
に
横
山
は
天
満
紡
績
が
「
石
川
縣
よ
り
新
卒
民
の
兄
女
を
募

集
」
と
云
々
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
治
期
と
い
う
時
代
背
景

を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
あ
ま
り
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

資
料
と
し
て
同
時
期
（
一
八
九
九
年
）
の
「
九
州
日
報
』
記
事
「
紡

績
職
工
と
新
平
民
」
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
記
事
は
あ
る
「
稔
多
」

系
部
落
民
の
投
書
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
当
時
女
工
不
足

に
直
面
し
て
い
た
紡
績
会
社
で
さ
え
、
「
稔
多
」
系
部
落
の
女
性
を

「
一
も
一
一
も
な
く
直
ち
に
排
斥
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
資
料
２

参
照
）
。

以
上
い
く
つ
か
の
傍
証
を
基
に
、
天
満
紡
績
で
部
落
差
別
に
起
因

し
た
労
働
争
議
な
ど
、
実
際
に
は
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
筆
者
は
現
在
考
え
て
い
ろ
。

「
日
本
の
下
層
社
会
』
の
題
名
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
横
山
の
著

書
は
工
場
労
働
者
を
も
含
む
「
下
層
社
会
」
各
層
の
実
証
的
な
起
球

で
あ
る
。
「
貧
民
窟
」
の
み
を
そ
の
視
点
に
据
え
、
「
エ
リ
ー
ト
曽

（
帥
）

識
し
」
差
別
意
識
が
（
略
）
好
事
的
興
味
と
と
も
に
あ
っ
た
」
大
我
居

士
こ
と
桜
田
文
吾
や
乾
坤
一
布
衣
こ
と
松
原
岩
五
郎
な
ど
の
新
聞
記

者
に
よ
る
一
連
の
ル
ポ
を
、
横
山
は
そ
の
「
下
層
社
会
一
ル
ポ
に
よ

っ
て
完
全
に
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

横
山
と
同
郷
（
米
騒
動
発
祥
の
富
山
県
魚
津
）
の
立
花
雄
一
は
、

「
日
本
の
下
層
社
会
」
が
「
下
積
み
の
も
の
の
解
放
と
い
う
歴
史
の

意
志
を
内
包
し
、
そ
の
歴
史
の
意
志
を
、
さ
ら
に
克
明
な
実
証
で
鎧

う
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
民
間
唯
一
の
解
放
検
証
の
記
録
と
な
り
え

（
劃
）

』
に
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

明
治
期
「
底
辺
社
会
」
の
実
証
的
記
録
を
残
し
た
の
み
な
ら
ず
、

労
働
運
動
の
先
駆
者
で
も
あ
っ
た
横
山
は
確
か
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
横
山
で
も
、
当
時
の
社
会
意

識
を
超
越
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
か
ら
自
由
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
う
要
求
す
る
こ
と
自
体
は
過
酷

過
ぎ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
日
本
の
下
層
社
会
』
に
は
「
非
人
」

系
部
落
に
関
す
る
報
告
は
あ
る
も
の
の
、
「
艤
多
」
系
部
落
は
そ
の

体
系
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ろ
。
当
然
、
時
代
的
背
景
は
考
慮
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
横
山
が
「
穣

多
」
系
部
落
を
捉
え
て
い
た
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課

議
を
彼
は
第
三
者
か
ら
「
新
平
民
」
に
よ
る
争
議
で
あ
る
か
の
ど
と

く
聞
か
さ
れ
、
部
落
差
別
が
ど
れ
ほ
ど
深
刻
で
あ
る
か
を
認
識
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
彼
は
、
そ
の
争
議
を
『
日
本
の
下
層
社
会
』
執
筆
時

に
は
「
部
落
差
別
」
と
関
連
付
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ

る
。
だ
が
、
無
批
判
的
に
今
日
も
そ
れ
を
繰
り
返
す
の
み
で
は
、
部

落
史
の
発
展
は
望
め
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

＊
資
料
２
『
九
州
日
報
』
明
治
三
十
二
年
九
月
二
八
日

「紡績職工と新平民」Ｉ三井群国分村天ロ生
白
河
君
足
下
小
生
は
旧
穣
多
即
ち
新
平
民
に
候
足
下
の
天
職
上
小

生
等
の
味
方
と
な
り
て
敢
て
一
挙
手
の
労
を
辞
せ
ら
れ
ざ
ろ
は
小

生
等
の
深
く
信
じ
て
疑
は
ざ
る
所
に
候
た
ぎ
小
生
は
懸
賞
募
集
に

応
ず
ろ
を
本
意
と
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
候
得
共
職
（
随
に
は
あ
ら

ず
）
よ
り
始
め
よ
と
言
ふ
こ
と
も
あ
れ
ば
馬
骨
と
し
て
御
掲
戴
願

上
げ
候
敢
て
干
金
の
価
値
あ
り
と
は
申
さ
ず
候

貯
蓄
心
な
き
我
労
働
社
会
の
常
弊
は
米
価
の
下
落
に
逢
う
て
甚
だ

し
く
職
工
の
畉
乏
一
を
感
じ
て
き
た
殊
に
女
や
子
供
を
以
て
工
場
の

大
部
分
を
ふ
さ
い
で
居
る
紡
織
会
社
な
ど
に
て
は
其
の
鉄
乏
の
度

が
一
層
甚
だ
し
い

三
重
と
か
一
岡
山
と
か
京
阪
地
方
な
ど
は
勿
論
の
こ
と
今
ま
で
あ
ま

り
職
工
の
不
足
を
感
じ
な
か
っ
た
九
州
の
各
紡
績
で
さ
へ
も
非
常
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て
が
は
る
凶
と
聞
く
或
一
種
の
職
業
の
外
に
吾
等
を
雇
ふ
て
呉
ろ

公
人
な
く
余
等
と
取
引
し
て
呉
る
白
人
な
き
は
論
ず
ろ
迄
も
な
い

事
で
あ
る

三
十
年
来
の
宿
望
初
め
て
遂
げ
白
哲
人
と
対
等
の
交
際
が
出
来
ろ

と
云
ふ
て
大
喜
ぶ
国
民
、
同
種
同
文
の
友
な
り
と
し
て
清
韓
人
を

ざ
へ
引
取
り
て
或
は
教
育
を
施
し
或
は
種
々
の
恩
恵
を
与
ふ
る
国

民
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
人
に
対
し
て
保
護
法
案
を
議
会
に
提
起
す

る
国
民
、
台
湾
の
土
匪
に
対
し
手
強
き
手
段
を
執
る
能
は
ず
扇
ろ

子
を
す
か
す
如
き
手
振
を
す
国
民
は
何
故
に
我
等
に
些
少
の
不
慰

を
加
ふ
ろ
だ
に
し
か
く
各
な
る
や
慈
愛
と
か
博
愛
と
か
を
以
て
立

つ
宗
教
家
で
さ
へ
も
同
じ
国
内
に
憐
む
く
き
吾
等
同
胞
の
あ
ろ
を

忘
れ
て
慢
に
海
外
布
教
な
ど
を
大
袈
裟
に
法
螺
吹
く
者
あ
る
が
若

し
彼
等
の
胸
中
に
パ
ウ
ロ
と
か
ル
ー
テ
ル
と
か
カ
ル
ヴ
イ
ン
と
か

叉
は
日
蓮
と
か
親
鴬
と
か
あ
ん
な
人
の
心
事
の
万
分
の
－
だ
に
あ

ら
ぱ
彼
等
は
必
ず
吾
等
の
仲
間
と
な
り
吾
等
と
寝
食
を
共
に
し
そ

し
て
優
然
と
し
て
下
駄
の
歯
な
ど
を
換
え
な
が
ら
ポ
ッ
ノ
～
悪
む

く
き
此
の
社
会
の
階
級
を
打
破
し
て
呉
る
▲
で
あ
ら
ふ
と
思
う

余
は
微
力
敢
て
前
記
の
宗
教
家
を
気
取
り
た
て
も
何
で
も
な
い
け

れ
ど
も
兎
に
角
余
等
の
仲
間
及
び
仲
間
の
家
族
に
職
業
を
与
え
ま

た
紡
績
会
社
の
為
め
に
も
幾
分
の
利
益
に
な
ろ
ふ
と
恩
ふ
て
吾
等

の
家
族
に
し
て
紡
績
の
労
働
に
堪
ふ
る
者
数
十
人
を
周
旋
し
呉
れ

よ
と
或
る
人
に
頼
み
て
打
連
れ
て
或
る
会
社
に
行
か
し
め
た
、
所

の
不
足
を
告
げ
て
七
万
七
百
の
持
錘
中
僅
か
四
万
九
千
錘
し
か
運

転
し
て
居
な
い

そ
れ
に
糸
価
は
日
々
騰
貴
し
来
り
彼
等
が
昨
年
来
非
常
に
渇
望
し

つ
出
あ
っ
た
利
益
は
今
や
眼
前
腿
尺
の
問
に
見
え
て
来
て
居
る
の

に
充
分
の
製
糸
を
な
す
能
は
さ
る
た
め
憐
む
へ
し
彼
等
は
今
一
歩

と
云
ふ
所
に
て
利
益
の
綱
に
取
り
付
く
事
が
出
来
な
い

三
期
四
期
の
間
或
は
設
立
以
来
未
だ
嘗
て
利
益
の
分
配
に
あ
づ
か

つ
た
事
の
な
い
株
主
は
重
役
を
攻
め
立
て
る
し
重
役
は
火
の
如
く

な
っ
て
役
員
に
向
っ
て
職
工
募
集
の
ま
い
る
き
を
責
め
職
工
係
は

昼
夜
を
諭
せ
ず
縦
横
に
奔
走
し
て
職
工
の
募
集
に
忙
は
し
い

始
め
は
職
工
の
方
か
ら
ど
う
ぞ
使
っ
て
下
さ
い
と
頭
を
下
げ
て
願

っ
た
も
の
が
今
で
は
職
工
一
人
を
周
旋
す
る
人
に
は
報
酬
或
は
手

数
料
と
し
て
大
枚
五
円
の
金
子
を
払
ふ
会
社
も
あ
る
さ
う
だ

寄
宿
舎
の
賄
費
は
一
日
五
銭
に
減
ぜ
ら
れ
賃
銭
は
殆
ん
ど
二
割
至

一
一
一
割
も
引
き
上
げ
ら
れ
職
工
は
最
初
よ
り
一
一
三
十
銭
の
日
給
を
賞

ふ
て
居
る
か
ら
一
日
少
く
と
も
十
四
五
銭
位
は
貯
蓄
銀
行
に
預
ろ

事
が
出
来
る
さ
う
だ

こ
ん
な
時
に
は
何
時
で
も
職
工
誘
拐
と
か
横
奪
と
か
云
ふ
も
の
が

ポ
ッ
ノ
ー
始
ま
る
は
甚
だ
嘆
ず
べ
き
次
第
で
あ
る
先
日
来
博
多
対

三
池
久
留
米
三
社
間
に
起
っ
た
競
争
の
如
き
理
非
曲
直
は
余
輩
局

外
者
の
窺
ひ
知
る
所
で
は
な
い
け
れ
ど
も
僅
々
数
人
の
職
工
を
や

り
取
り
す
る
た
め
各
々
数
百
円
を
櫛
た
と
云
ふ
は
実
に
馬
鹿
ノ
～

し
き
談
で
あ
る
今
吾
等
の
同
職
及
び
同
職
の
家
族
に
は
恰
も
紡
績

職
工
に
適
当
す
る
少
女
が
沢
山
あ
る
彼
等
は
為
す
べ
き
体
に
入
て

薪
を
折
り
野
原
に
出
て
落
穂
を
拾
ひ
又
或
者
は
窮
し
て
乱
し
往
々

獄
に
繋
が
る
凸
も
の
を
さ
え
出
す
事
が
あ
る

今
彼
等
無
職
の
徒
に
授
く
る
に
職
業
を
以
て
せ
ぱ
国
家
の
為
め
に

は
遊
民
を
減
じ
紡
績
の
為
め
に
は
利
益
を
与
へ
一
挙
両
得
の
好
策

で
あ
ら
う
と
思
う

彼
等
と
は
何
者
ぞ
余
等
の
同
職
と
は
何
ぞ
余
等
は
公
々
然
と
し
て

断
言
す
ろ
を
偉
か
ら
な
い
旧
穣
多
即
ち
新
平
民
な
り
と
世
人
は
余

等
を
以
て
非
常
に
け
が
ら
わ
し
き
動
物
と
し
て
犢
斥
す
然
れ
ど
も

思
へ
職
業
に
は
上
下
貴
賎
の
別
ち
な
く
車
に
乗
る
人
も
車
を
挽
く

人
も
靴
を
穿
く
人
も
靴
を
磨
く
人
も
同
じ
く
是
れ
上
天
の
赤
子
に

し
て
陛
下
の
順
良
な
ろ
臣
民
で
は
な
い
か

或
者
は
云
ふ
人
民
の
階
級
は
維
新
の
更
始
と
共
に
全
く
崩
れ
て
今

や
上
下
の
別
ち
あ
る
こ
と
な
し
と
無
論
理
屈
は
そ
う
で
あ
る
ふ
ま

た
そ
う
な
く
て
は
叶
は
ぬ
け
れ
ど
も
実
際
は
全
く
之
と
矛
盾
し
て

〆
居
る

草
履
を
造
り
下
駄
の
歯
を
換
え
牛
を
殺
し
靴
を
磨
く
も
の
に
世
人

は
余
等
に
一
つ
の
職
業
を
も
与
え
ざ
る
に
非
ず
や
侯
伯
の
子
供
も

素
町
人
士
百
姓
の
小
僧
も
同
じ
机
に
侍
り
同
じ
椅
子
に
腰
を
掛
く

る
平
民
的
の
学
校
で
さ
へ
も
余
等
の
子
弟
は
常
に
或
る
一
種
の
待

遇
を
受
け
規
律
厳
か
な
ろ
軍
隊
に
於
て
さ
え
も
恩
は
い
苦
役
を
あ

（
１
）
上
条
宏
之
「
定
本
富
岡
日
記
解
説
」
（
創
樹
社
、
和
田
英
『
定
本
富

岡
日
記
』
一
九
七
六
年
）
一
一
○
三
頁
。

（
２
）
萩
原
進
「
富
岡
日
記
解
題
」
（
三
一
書
房
、
谷
川
健
一
編
『
日
本
庶

民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
一
一
巻
、
一
九
七
一
年
）
四
一
一
六
頁
。

（
３
）
富
岡
製
糸
場
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
富
岡
製
糸
場
誌
』
上
（
富
岡
市

教
育
委
員
会
、
一
九
七
七
年
）
八
四
九
頁
。

（
４
）
上
条
宏
之
「
『
富
岡
日
記
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
執
筆
の
動
機
と

『
長
野
県
工
場
課
本
』
に
つ
い
て
」
（
信
濃
教
育
会
、
『
信
濃
教
育
』

第
一
○
一
一
三
号
、
一
九
七
二
年
一
一
月
）
八
五
頁
。

（
５
）
同
前
、
八
四
頁
。

が
一
も
二
も
な
く
直
ち
に
排
斥
ざ
れ
涙
と
共
に
帰
り
来
つ
た
余
は

実
に
愁
然
と
し
て
家
の
閾
を
越
ゆ
と
彼
等
の
一
行
を
見
し
一
刹
那

一
云
ふ
く
か
ら
さ
る
無
限
の
域
に
樽
た
れ
て
暫
く
無
言
で
あ
っ
た

鳴
呼
人
の
血
は
何
故
に
し
か
く
冷
か
な
る
人
の
心
は
何
故
に
し
か

く
薄
き
飼
ひ
鳥
と
魚
と
に
餌
を
与
え
猫
と
犬
と
に
は
肉
を
与
え
牛

と
馬
と
に
は
軟
か
き
牧
草
を
与
え
妾
と
妓
と
に
は
千
金
も
な
ほ
借

ま
ざ
る
世
人
は
何
故
に
吾
等
に
一
つ
の
職
業
ま
で
も
与
え
ざ
る
や

北
米
に
於
け
る
経
済
界
大
恐
慌
の
際
幾
多
の
貧
民
が
隊
を
な
し
て

富
豪
の
家
を
取
り
か
こ
み
一
斉
に
「
吾
れ
に
職
業
を
与
え
よ
然
ら

ざ
れ
ば
吾
れ
に
死
を
与
え
よ
」
と
絶
叫
し
た
と
云
ふ
事
を
聞
い
た

か
余
は
此
の
語
を
思
い
出
す
毎
に
実
に
懐
然
と
し
て
夏
な
ほ
寒
き

感
を
な
す
の
で
あ
る



〃

１９近代部落史における部落民女工「定説」の批判的検討 1８ 

（
別
）
前
出
註
（
犯
）
、
三
九
頁
。

（
〃
）
前
出
註
（
Ⅲ
）
。

（
肥
）
「
富
岡
製
糸
場
記
」
、
前
出
註
（
３
）
、
一
五
五
’
六
頁
。

（
聖
横
山
源
之
助
『
日
本
の
下
層
社
会
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）
一

九
九
頁
。

（
釦
）
同
前
、
三
○
九
頁
。

（
Ⅲ
）
『
東
洋
経
済
新
報
』
第
七
六
号
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
八
九
七

〔
明
治
三
○
〕
年
一
一
一
月
一
一
五
日
）
五
頁
。

〔
労
働
運
動
史
料
刊
行
委
員
会
編
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
一
巻

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
一
一
年
）
一
○
頁
〕

（
聖
『
東
京
経
済
雑
誌
」
第
九
○
八
号
（
東
京
経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
七

〔
明
治
三
○
〕
年
一
一
一
月
一
一
五
日
）
一
四
八
五
頁
。

（
翌
鈴
木
純
一
郎
「
我
国
二
於
ケ
ル
同
盟
罷
業
ノ
先
例
」
（
国
家
学
会
雑

誌
』
第
二
六
号
、
一
八
九
六
〔
明
治
二
九
〕
年
一
○
月
一
五
日
）
一
一
一
一

七
’
四
四
頁
。

〔
吉
野
作
造
編
『
明
治
文
化
全
集
〕
第
二
一
巻
（
日
本
評
論
社
、
一
九

一
一
九
年
）
四
九
九
’
五
○
五
頁
〕

（
鯉
）
北
崎
豊
一
一
『
明
治
労
働
運
動
史
研
究
』
（
雄
山
閣
、
一
九
七
六
年
）
一

○
四
頁
。

（
弱
）
立
花
雄
『
評
伝
横
山
源
之
助
ｌ
底
辺
社
会
・
文
学
・
労
働
運
動
』
（
創

樹
社
、
一
九
七
九
年
）
九
六
頁
。

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

書
史
的
考
証
」
（
岩
波
書
店
、
『
歴
史
学
研
究
』
第
一
六
一
号
、
一
九

五
一
一
一
年
一
月
）
一
一
一
八
頁
。

（
６
）
長
野
県
同
和
教
育
推
進
協
議
会
編
『
「
被
差
別
部
落
の
歴
史
と
民

俗
」
ｌ
長
野
市
松
代
町
市
場
の
場
合
」
（
長
野
県
同
和
教
育
協
議
会
、
’

九
八
五
年
）
一
一
二
頁
。

（
７
）
前
出
註
（
３
）
、
八
五
七
’
八
頁
。

（
８
）
原
田
伴
彦
「
明
治
・
大
正
期
の
部
落
０
１
職
業
と
教
育
の
差
別
ｌ
」

（
部
落
解
放
研
究
所
「
部
落
解
放
』
第
一
一
七
号
、
一
九
七
二
年
五
月
）

’
四
五
頁
↓
『
被
差
別
部
落
の
歴
史
」
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
）

二
二
○
頁
。

（
９
）
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ
「
お
ん
な
の
歴
史
」
下
（
未
来
社
、
一
九
七
○

年
）
五
一
’
一
一
頁
。

（
皿
）
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ
「
部
落
の
解
放
と
婦
人
の
解
放
」
（
全
国
解
放
教

育
研
究
会
『
解
放
教
育
』
第
一
三
号
、
一
九
七
一
一
年
七
月
）
’
一
一
○
頁

↓
『
お
ん
な
・
部
落
・
沖
縄
ｌ
女
性
史
を
と
お
し
て
』
（
未
来
社
、
一
九

七
四
年
）
’
六
四
頁
。
部
落
解
放
第
一
七
回
全
国
婦
人
集
会
・
報
告
書

「
婦
人
の
自
覚
と
日
常
活
動
』
（
部
落
解
放
同
盟
中
央
出
版
局
、
一
九

七
一
一
一
年
）
六
二
頁
↓
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
編
『
部
落
解
放
の
思
想

と
行
動
』
（
解
放
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）
二
九
○
頁
。

（
ｕ
）
上
条
宏
之
『
絹
ひ
と
す
じ
の
青
春
ｌ
「
富
岡
日
記
」
に
み
る
日
本
の

近
代
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
八
年
）
五
三
頁
。

（
⑫
）
万
羽
正
朋
Ⅱ
塚
田
正
朋
「
身
分
制
の
撤
廃
へ
Ｉ
信
州
に
お
け
る
『
部

落
史
』
素
描
側
」
（
信
州
史
学
会
『
信
濃
』
第
一
六
巻
一
一
一
号
、
一
九

六
四
年
一
二
月
）
四
八
頁
。

（
Ⅲ
）
塚
田
正
朋
「
『
富
岡
日
記
』
官
見
ｌ
『
糸
と
り
方
指
南
と
新
平
民
』
を

め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
信
濃
教
育
会
、
『
信
濃
教
育
』
第
一
○
一
一
一
二
号
、
一
九

（
町
）
前
出
註
（
羽
）
、
七
頁
。

（
胡
）
天
涯
箔
々
Ⅱ
横
山
源
之
助
「
平
野
紡
績
会
社
」
（
『
毎
日
新
聞
』
一

八
九
七
〔
明
治
三
○
〕
年
一
○
月
一
一
七
日
、
第
八
○
六
八
百
己
。

〔
隅
谷
三
喜
男
編
『
横
山
源
之
助
全
集
』
第
一
巻
（
明
治
文
献
、
一
九

七
二
年
）
五
九
一
頁
〕

弱
）
横
山
源
之
助
「
紡
績
工
場
の
労
働
者
」
（
民
友
社
『
国
民
之
友
』
第

一
一
一
六
六
号
、
一
八
九
八
〔
明
治
一
一
一
一
〕
年
二
月
一
○
日
）
六
一
’
八
頁
。

（
迎
拙
論
「
紡
績
工
業
に
お
け
る
被
差
別
部
落
婦
人
労
働
試
論
」
（
川
本

和
良
他
編
〔
大
野
英
二
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
〕
・
『
比
較
社
会
史
の

諸
問
題
』
、
未
来
社
、
一
九
八
四
年
）
一
○
一
頁
↓
部
落
解
放
研
究
所

『
部
落
解
放
研
究
』
第
四
○
号
、
一
九
八
四
年
七
月
）
五
○
頁
。

五
）
立
川
健
治
二
八
八
○
年
代
後
半
’
九
○
年
代
の
争
議
」
（
大
阪
社

会
労
働
運
動
史
編
集
委
員
会
『
大
阪
社
会
労
働
運
動
史
ｌ
戦
前
篇
・

上
』
第
一
巻
、
一
九
八
六
年
）
一
一
一
一
六
頁
。

（
蛆
）
農
商
務
省
商
工
局
『
職
工
事
情
』
附
録
二
（
新
起
元
社
、
土
屋
喬
雄

校
閲
『
職
工
事
情
』
第
三
巻
、
一
九
七
六
年
）
一
四
六
’
五
七
頁
。

（
運
同
前
、
一
五
一
頁
。

ａ
）
東
洋
紡
績
株
式
会
社
「
東
洋
紡
績
七
十
年
史
」
編
修
委
員
会
編
『
東

洋
紡
績
七
十
年
史
』
（
東
洋
紡
績
株
式
会
社
、
一
九
五
一
一
一
年
）
一
一
四
九

頁
。

（
妬
）
前
出
註
（
⑫
）
、
一
五
四
頁
。

（
運
前
出
註
（
妬
）
、
一
五
七
頁
。

（
〃
）
同
前
、
一
六
八
’
七
○
頁
。

堀
）
田
中
喜
男
「
加
賀
藩
に
お
け
る
被
差
別
部
落
ｌ
藤
内
・
皮
多
を
中

七
一
一
年
一
一
月
）
一
一
一
一
一
一
一
ｌ
丘
貞
↓
『
近
世
部
落
史
の
研
究
ｌ
信
州
の

具
体
像
」
（
部
落
問
題
研
究
酬
、
一
九
八
六
年
）
一
一
一
五
二
’
四
頁
。

（
ｕ
）
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
「
近
・
現
代
篇
』

（
部
落
問
題
研
究
所
、
’
九
八
六
年
）
八
八
頁
。

危
）
馬
原
鉄
男
「
「
日
本
資
本
主
義
と
部
落
問
題
」
論
」
（
部
落
問
題
研

究
所
編
「
部
落
史
の
研
究
ｌ
近
代
篇
」
、
一
九
八
四
年
）
一
三
九
頁
。

（
焔
）
例
え
ば
、
前
出
註
（
、
）
論
文
で
は
「
入
沢
と
い
う
工
女
が
新
平
民

（
旧
『
え
た
』
）
だ
っ
た
」
と
（
四
八
頁
）
、
明
確
に
「
穣
多
」
系
部

落
民
と
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
一
九
八
五
年
九
月
二
○
日
、
群
馬
県
富
岡
市
で
聞
き
取
り
。

（
畑
）
た
か
せ
と
よ
じ
『
官
営
富
岡
製
糸
所
工
女
史
』
（
た
い
ま
つ
社
、
’

九
七
九
年
）
二
八
頁
。

（
岨
）
「
郷
貫
録
」
、
前
出
註
（
３
）
、
三
五
四
頁
。

（
別
）
小
林
大
二
編
『
糾
弾
ｌ
長
野
県
丸
子
町
糾
弾
集
会
と
差
別
へ
の
闘

い
』
（
丸
子
町
「
糾
弾
」
を
考
え
る
会
、
一
九
八
七
年
）
二
一
一
頁
。

（
皿
）
「
上
州
富
岡
御
製
糸
場
御
役
人
付
」
、
前
出
註
（
３
）
、
二
九
二
頁
。

（
空
拙
論
「
紡
績
工
業
と
被
差
別
部
落
再
論
ｌ
若
干
の
疑
問
と
補
足
ｌ
」

（
部
落
解
放
研
究
所
『
部
落
解
放
研
究
」
第
四
五
号
、
’
九
八
五
年
七

月
）
三
八
頁
。

（
閉
）
一
九
八
五
年
九
月
二
○
日
、
群
馬
県
富
岡
市
で
聞
き
取
り
。

（
型
）
杉
浦
譲
「
客
中
雑
記
」
、
前
出
註
（
３
）
、
二
六
頁
。

（
妬
）
北
川
鉄
夫
「
近
代
日
本
を
築
い
た
製
絲
工
女
た
ち
Ｉ
『
あ
出
野
麦

峠
』
Ｉ
」
（
部
落
問
題
研
究
所
『
部
落
』
第
三
八
一
号
、
一
九
七
八
年

七
月
）
八
○
頁
。






