
　
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
は
、
前
身
の
京
都
部
落
史
研
究
所
が
部
落
史
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
図
書
・
資
料
を
生
か

し
な
が
ら
、
部
落
問
題
・
部
落
史
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
を
主
な
業
務
と
す
る
セ
ン
タ
ー
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

　
一
九
九
五
年
に
完
結
し
た
『
京
都
の
部
落
史
』（
全
十
巻
、
京
都
部
落
史
研
究
所
刊
）
の
成
果
を
広
く
生
か
し
て
い
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
部
落
史
連
続
講
座
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
尚
、
二
〇
一
六
年
度
か
ら
は
「
差
別
の
歴
史
を
考
え
る

連
続
講
座
」
と
改
称
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
講
演
録
は
、
二
〇
二
一
年
に
京
都
府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
た
連
続
講
座
の
講
演
記
録
を
も
と
に
各
講
師
に
加
筆
訂

正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
講
演
の
行
わ
れ
た
月
日
と
テ
ー
マ
は
次
の
と
お
り
で
す
。
尚
、
所
属
は
講
演
当
時
の
も
の
で
す
。

６
月
11
日

　
戦
後
バ
ラ
ッ
ク
と
京
都

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
専
任
研
究
員
（
助
教
） 

本
岡

　
拓
哉
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日

　
銭
座
跡
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―
一
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世
紀
京
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市
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地
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に
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き
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革
業
の
村
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貫
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22
日

　
光
州
学
生
運
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と
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・
両
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中
学
の
朝
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人
学
生

む
く
げ
の
会
会
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堀
内

　
　
稔
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月
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滋
賀
の
戦
後
部
落
史
―
『
滋
賀
の
同
和
事
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史
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の
成
果
を
踏
ま
え
て
―

奈
良
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授 

井
岡

　
康
時

11
月
５
日

　
感
染
症
と
差
別
―
一
八
九
〇
年
代
の
巡
回
記
録
を
読
む
―

同
志
社
大
学
教
員 

小
林

　
丈
広

1



戦
後
バ
ラ
ッ
ク
と
京
都   

  

本
岡

　
拓
哉

　
３

銭
座
跡
村
の
成
立   

  

小
林
ひ
ろ
み

　
31

　
　

― 
一
八
世
紀
京
都
の
市
街
地
近
郊
に
で
き
た
皮
革
業
の
村 

―

大
塩
平
八
郎
と
被
差
別
民
社
会 

― 

大
坂
四
ヶ
所
と
渡
辺
村 

―   
  

藪
田

　
　
貫

　
75

光
州
学
生
運
動
と
京
都
・
両
洋
中
学
の
朝
鮮
人
学
生   

  

堀
内

　
　
稔

　
107

滋
賀
の
戦
後
部
落
史 

― 

『
滋
賀
の
同
和
事
業
史
』
の
成
果
を
踏
ま
え
て 

―   
  

井
岡

　
康
時

　
131

感
染
症
と
差
別 

― 

一
八
九
〇
年
代
の
巡
回
記
録
を
読
む 

―   
  

小
林

　
丈
広

　
155

目
　
　
次

2



戦
後
バ
ラ
ッ
ク
と
京
都

本
　
岡

　
拓

　
哉

3



１
．
は
じ
め
に：

戦
後
「
バ
ラ
ッ
ク
街
」
再
考
と
そ
の
意
義

　
私
は
こ
れ
ま
で
人
文
地
理
学
の
観
点
か
ら
、
戦
後
日
本
の
都
市
に

存
在
し
た
「
バ
ラ
ッ
ク
街
」
の
形
成
と
消
滅
に
つ
い
て
研
究
を
進
め

て
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
二
〇
一
九
年
に
刊
行
し
た
の
が
、 

『「
不
法
」
な
る
空
間
に
い
き
る
―
占
拠
と
立
ち
退
き
を
め
ぐ
る
戦

後
都
市
史
―
』（
大
月
書
店
）
で
す
。
今
回
は
こ
の
本
の
内
容
を
踏

ま
え
て
お
話
い
た
し
ま
す
。

　
拙
著
で
は
、
神
戸
や
東
京
、
広
島
な
ど
の
都
市
を
対
象
に
研
究
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
本
日
は
そ
こ
で
の
実
態
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

戦
後
京
都
の
バ
ラ
ッ
ク
街
に
つ
い
て
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
京
都
市
内
に
お
い
て
は
、
主
に
鴨
川
右
岸
沿
い
、
四
〇
番
地

と
言
わ
れ
た
バ
ラ
ッ
ク
街
を
対
象
に
、
リ
ム
ボ
ン
氏
や
吉
田
友
彦
氏
、

前
川
修
氏
、
宇
野
豊
氏
の
論
文
や
山
本
崇
記
氏
に
よ
る
著
作
を
は
じ

め
、
す
で
に
多
く
の
研
究
成
果
が
あ
り
、
私
自
身
も
そ
こ
か
ら
多
く

の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果

を
踏
ま
え
、
今
回
は
私
が
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
他
の
都
市
の
事

例
の
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
京
都
の
バ
ラ
ッ
ク
街
の
あ
り
方
を

相
対
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
本
論
に
入
る
前
に
、
拙
著
の
結
論
部
で
示
し
た
こ
と
を
紹

介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
本
研
究
の
意
図
は
、
バ
ラ
ッ

ク
街
に
対
す
る
既
存
の
歴
史
認
識
に
お
け
る
視
野
の
狭
さ
や
誤
謬
を

あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
バ
ラ
ッ
ク
街

と
い
う
空
間
を
閉
域
と
し
て
、
ま
た
そ
の
内
部
が
均
質
な
も
の
と
し

て
、
さ
ら
に
そ
の
あ
り
方
を
固
定
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
、

そ
し
て
消
滅
ま
で
の
過
程
を
単
線
的
に
捉
え
る
こ
と
自
体
を
問
う
こ

と
に
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
目
的
の
も
と
、
様
々
な
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
、

既
存
の
見
方
を
揺
る
が
そ
う
と
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
の
研
究

成
果
を
踏
ま
え
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
既
存
の
歴
史

認
識
を
「
当
然
」
な
も
の
と
す
る
こ
と
と
、
戦
後
の
開
発
や
高
度
経

済
成
長
の
単
線
的
理
解
と
が
共
犯
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
、
戦
後
の
開
発
の
正
当
性
を
是
認
す
る
形
で
、
バ
ラ
ッ
ク

街
に
生
き
た
人
々
の
存
在
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
に
も
抹
消
さ
れ
て
お

り
、
転
じ
て
言
え
ば
、
歴
史
的
に
そ
の
存
在
を
抹
消
し
て
し
ま
う
こ

と
で
、
高
度
経
済
成
長
や
開
発
政
治
の
正
当
性
を
追
認
し
て
い
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
敷
衍
す
る
と
、
バ
ラ
ッ
ク
街
と
い
う
空
間
を
考
え
る
こ
と

は
、
決
し
て
歴
史
的
な
記
述
や
解
明
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
現
在
お
よ
び
将
来
に
お
け
る
貧
困
層
や
社

会
的
弱
者
に
対
す
る
差
別
や
排
除
、
立
ち
退
き
問
題
に
立
ち
向
か
う
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的
に
粗
末
な
住
宅
一
般
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
ば
が
一
般
化
し
た
の
は
、
一
九
二
三
年
九
月
一
日

に
起
こ
っ
た
関
東
大
震
災
で
瓦
礫
（
が
れ
き
）
の
山
と
化
し
た

東
京
の
都
心
に
、
人
々
が
崩
壊
家
屋
の
廃
材
な
ど
を
組
み
合
わ

せ
て
建
て
た
粗
末
な
小
家
屋
を
バ
ラ
ッ
ク
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
の
大
都

市
の
焼
土
に
建
ち
並
ん
だ
急
ご
し
ら
え
の
小
屋
も
ま
た
バ
ラ
ッ

ク
と
呼
ば
れ
た
。

 

［
高
田

　
公
理
］

　
バ
ラ
ッ
ク
の
元
来
の
意
味
が
兵
舎
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
こ
の

言
葉
が
日
本
社
会
に
お
い
て
一
般
化
し
た
の
が
、
関
東
大
震
災
後
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
説
明
文
の
最
後
に
、

戦
後
の
バ
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
こ

の
内
容
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
後
ほ
ど
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
さ
て
、
戦
後
バ
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
最
近
、
い
く
つ
か
の

作
品
で
も
扱
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
が
、
こ
う
の
史
代

氏
に
よ
る
『
夕
凪
の
町

　
桜
の
国
』（
双
葉
社
、
二
〇
〇
四
年
）
で
す
。

広
島
の
通
称
「
原
爆
ス
ラ
ム
」、
原
爆
ド
ー
ム
の
近
隣
に
あ
っ
た
基
町
、

場
合
に
も
、
歴
史
的
に
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
消
滅
や

問
題
解
消
を
「
当
然
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
、
同
様
の
状
況
を
見
つ

め
直
す
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
バ
ラ
ッ
ク

街
の
記
憶
と
記
録
の
再
探
索
と
い
う
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
戦
後
史
に

は
、
現
代
お
よ
び
将
来
に
お
け
る
意
義
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。

　
時
間
の
関
係
上
、
先
に
結
論
を
提
示
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
戦
後

の
バ
ラ
ッ
ク
街
を
捉
え
る
意
義
に
つ
い
て
み
な
さ
ん
と
共
有
し
た
上

で
、
今
か
ら
話
す
内
容
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

２
．
バ
ラ
ッ
ク
と
は
な
に
か

　
そ
れ
で
は
ま
ず
、「
バ
ラ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）
で
は
、
次
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
来
は
兵
隊
の
た
め
の
宿
舎
、
と
く
に
駐
屯
兵
の
た
め
の
細

長
い
宿
舎
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
転
じ
て
、
火
災
や
地
震
、
水

害
、
あ
る
い
は
戦
争
な
ど
で
、
家
屋
が
焼
け
た
り
破
壊
さ
れ
た

り
し
た
際
に
、
あ
り
あ
わ
せ
の
材
料
を
用
い
て
作
っ
た
一
時
し

の
ぎ
の
た
め
の
小
屋
を
指
す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
、
比
喩

戦後バラックと京都
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ク
街
は
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
や
多
様
な
状
況
が
検

討
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
社
会
学
の
金
菱
清
氏
が
二
〇
〇

八
年
に
刊
行
し
た
『
生
き
ら
れ
た
法
の
社
会
学
―
「
伊
丹
空
港
」
不

法
占
拠
は
な
ぜ
移
転
補
償
さ
れ
た
か
―
』（
新
曜
社
）
で
は
、
大
阪

空
港
に
隣
接
す
る
中
村
地
区
を
対
象
に
暮
ら
す
人
々
の
聞
き
取
り
を

中
心
に
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
西
井
麻
里
奈
氏
の

『
広
島
復
興
の
戦
後
史
―
廃
墟
か
ら
の
「
声
」
と
都
市
―
』（
人
文

書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
が
出
さ
れ
て
お
り
、『
夕
凪
の
町

　
桜
の
国
』

の
舞
台
で
も
あ
っ
た
原
爆
ド
ー
ム
の
近
く
の
バ
ラ
ッ
ク
街
を
舞
台
に

歴
史
的
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
冒
頭
で
も
紹
介
し
ま

し
た
が
、
社
会
学
者
の
山
本
崇
記
氏
が
出
さ
れ
た
『
住
民
運
動
と
行

政
権
力
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
―
差
別
と
住
民
主
体
を
め
ぐ
る
〈
京
都

論
〉
―
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
で
は
、
鴨
川
沿
い
の
バ
ラ
ッ

ク
街
、
通
称
四
〇
番
地
が
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

学
問
分
野
は
違
え
ど
も
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
多
様
な
状
況
性
が
様
々
な

角
度
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

３
．
描
か
れ
る
バ
ラ
ッ
ク
街
の
生
活
風
景

　
そ
れ
で
は
バ
ラ
ッ
ク
街
の
生
活
風
景
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
ま
ず
は
同
時
代
的
に
バ
ラ
ッ
ク
街
が
い
か
に
描
か
れ
て
き

相
生
通
り
と
い
う
バ
ラ
ッ
ク
街
に
生
き
る
女
性
、
結
果
的
に
原
爆
症

で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
こ
の
女
性
に
光
を
当
て
て
、 

「
ス
ラ
ム
」
と
い
う
見
方
で
は
語
り
き
れ
な
い
、
当
地
区
の
生
活
状

況
や
様
々
な
人
々
の
思
い
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
実
写
映

画
化
も
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
ま
し

た
。

　
そ
し
て
、
二
〇
一
八
年
に
上
映
さ
れ
た
『
焼
肉
ド
ラ
ゴ
ン
』（
鄭

義
信
監
督
、
角
川
映
画
配
給
）
も
そ
の
一
つ
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の

作
品
は
も
と
も
と
戯
曲
で
、
そ
れ
を
映
画
化
し
た
も
の
で
す
が
、
大

阪
空
港
に
隣
接
す
る
バ
ラ
ッ
ク
街
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
が
集
住
す
る

地
区
を
舞
台
に
し
て
、
家
族
の
物
語
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ

か
、つ
げ
義
春
氏
が
自
分
の
体
験
を
踏
ま
え
て
多
摩
川
沿
い
の
バ
ラ
ッ

ク
に
暮
ら
す
朝
鮮
人
と
の
交
流
を
描
い
た
漫
画
「
近
所
の
風
景
」
も

あ
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
同
時
代
的
に
は
、
隅
田
川
沿
い
の
バ
タ
ヤ
部

落
を
舞
台
と
す
る
『
蟻
の
街
の
マ
リ
ア
』（
五
所
平
之
助
監
督
、
松

竹
配
給
）
や
『
が
め
つ
い
奴
』（
千
葉
泰
樹
監
督
、
東
宝
配
給
）
が

あ
り
、『
太
陽
の
墓
場
』（
大
島
渚
監
督
、
松
竹
配
給
）
は
大
阪
の
釜
ヶ

崎
、
そ
こ
に
程
近
い
線
路
沿
い
の
バ
ラ
ッ
ク
街
が
舞
台
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
一
方
で
、
研
究
に
お
い
て
も
す
で
に
様
々
な
分
野
で
戦
後
バ
ラ
ッ
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み
上
げ
た
バ
タ
車
が
帰
っ
て
く
る
。「
マ
リ
ア
の
広
場
」
と
呼
ば
れ

る
街
の
中
庭
に
は
、
縄
の
山
、
屑
鉄
の
山
、
紙
屑
の
山
で
う
ず
ま

る
。
・
・
・
持
ち
帰
っ
た
品
物
の
山
を
、
仕
切
場
の
人
の
秤
に
か
け

て
も
ら
う
と
、す
ぐ
帳
場
の
窓
口
に
行
っ
て
現
金
を
う
け
と
る
。ち
ょ

う
ど
、
食
堂
か
ら
は
、
で
き
た
て
の
味
噌
汁
の
香
が
プ
ー
ン
と
た
だ

よ
っ
て
く
る
。
ア
リ
の
街
か
ら
は
、
毎
日
か
か
さ
ず
馬
力
に
山
と
積

ん
だ
縄
と
藁
が
、
ボ
ー
ル
紙
工
場
に
送
り
出
さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
、

三
尺
角
に
梱
包
し
た
紙
屑
の
山
や
、
屑
鉄
の
山
、
空
罐
の
山
、
空
ビ

ン
の
山
が
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ッ
ク
で
、
あ
る
い
は
オ
ー
ト
バ
イ
や
リ

ヤ
カ
ー
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
製
工
場
へ
送
ら
れ
る
」（
七
頁
）。
ま
さ

に
こ
の
街
の
日
常
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
一
九
六
〇
年
に
発
刊
さ
れ
た
、
下
中
邦
彦
編
『
日
本
残
酷
物
語
』

（
平
凡
社
）
の
『
現
代
編
一
、
引
き
裂
か
れ
た
時
代
』
で
は
、
私
も

研
究
対
象
と
し
ま
し
た
、
神
戸
長
田
の
新
湊
川
沿
い
の
バ
ラ
ッ
ク
街
、

通
称
「
大
橋
の
朝
鮮
人
部
落
」
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
の
一
節
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。「
高
架
線
に
そ
っ
て

東
へ
、
ぬ
か
る
み
道
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
や
が
て
バ
ラ
ッ
ク
の
大

群
が
行
く
手
を
ふ
さ
ぐ
。
こ
の
あ
た
り
、
高
架
線
両
側
の
道
路
予
定

地
と
新
湊
川
両
岸
を
う
ず
め
る
数
百
の
バ
ラ
ッ
ク
は
、
空
襲
被
災
者

の
仮
住
居
の
名
残
り
で
は
な
い
。
こ
こ
が
こ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た

た
か
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
一
つ
目
は
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
映
画

『
蟻
の
街
の
マ
リ
ア
』
の
原
作
者
で
あ
る
松
居
桃
楼
氏
に
よ
る
『
蟻

の
街
の
奇
跡
―
バ
タ
ヤ
部
落
の
生
活
記
録
―
』（
国
土
社
、
一
九
五

三
年
）
の
一
節
を
紹
介
し
ま
す
。
著
者
は
劇
作
家
で
す
が
、
バ
ラ
ッ

ク
街
に
移
り
住
み
、
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
た
バ
タ
ヤ
の
人
た
ち
と
の

交
流
を
描
い
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
東
京
の
隅
田
川
沿
い
、
言

問
橋
の
近
く
に
あ
っ
た
「
蟻
の
町
」
と
い
わ
れ
る
バ
ラ
ッ
ク
街
に
暮

ら
す
、
バ
タ
ヤ
の
人
た
ち
と
そ
の
家
族
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
こ

こ
で
生
活
し
て
い
た
有
り
様
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
「
バ
タ
ヤ
」
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
野
中
乾
・
星

野
朗
『
バ
タ
ヤ
社
会
の
研
究
』（
蒼
海
出
版
、
一
九
七
三
年
）
に
よ

れ
ば
、「
車
を
ひ
い
て
、
背
中
に
籠
を
せ
お
っ
て
、
道
の
は
た
を
歩
き
、

換
金
で
き
そ
う
な
も
の
が
あ
る
と
そ
れ
を
拾
い
、
ま
た
道
端
の
ゴ
ミ

箱
の
ふ
た
を
バ
タ
ン
と
さ
せ
る
の
で
バ
タ
ヤ
さ
ん
と
い
う
名
が
つ
い

た
と
い
う
」と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。廃
品
回
収
業
に
従
事
す
る
人
々

が
バ
タ
ヤ
さ
ん
で
あ
り
、
そ
ん
な
彼
ら
が
集
ま
っ
て
い
た
の
が
バ
タ

ヤ
街
、
蟻
の
街
だ
っ
た
の
で
す
。

　
『
蟻
の
街
の
奇
跡
』
に
は
街
の
様
子
が
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。「
真
夜
中
の
霧
の
な
か
を
、
裏
町
の
ゴ
ミ
箱
か
ら
ゴ
ミ
箱

へ
と
あ
さ
り
あ
る
い
て
、
拾
い
あ
つ
め
た
塵
の
山
を
、
う
ず
高
く
積

戦後バラックと京都
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に
も
た
れ
合
い
な
が
ら
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
ふ
ん
ば
っ
て
い
る
格

好
だ
」。
す
で
に
紹
介
し
た
も
の
と
共
通
す
る
よ
う
に
、
バ
ラ
ッ
ク

の
様
相
と
と
も
に
、
そ
こ
で
生
活
す
る
過
酷
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

４
．
バ
ラ
ッ
ク
街
の
生
成
過
程
と
そ
の
条
件

　
さ
て
、
戦
後
の
バ
ラ
ッ
ク
街
は
終
戦
直
後
の
焼
け
野
原
で
形
成
さ

れ
た
と
認
識
さ
れ
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
も

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
終
戦
直
後
か
ら
数
年
経
っ
て
か
ら
形

成
さ
れ
る
地
区
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
さ
き
ほ
ど
も
引
用
し
た 

『
日
本
残
酷
物
語
』
の
一
節
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
数
百
の
バ
ラ
ッ
ク
は
、
空
襲
被
災
者
の
仮
住
居
の
名
残
り
で
は
な

い
。
こ
こ
が
こ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
四
、
五
年

以
後
の
こ
と
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
京
都
の
バ
ラ
ッ
ク
街
に
つ
い
て
も
、
一
九
五
八
年
に
京
都

市
住
宅
対
策
本
部
が
作
成
し
た
『
国
鉄
沿
線
南
部
バ
ラ
ッ
ク
集
落
の

実
態
調
査
報
告
』に
よ
れ
ば
、「
京
都
市
は
こ
の
点
戦
災
を
受
け
な
か
っ

た
の
で
、
バ
ラ
ッ
ク
が
部
分
的
に
散
在
す
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
昭

和
二
七
年
頃
よ
り
京
都
駅
に
近
い
国
鉄
沿
線
南
部
周
辺
に
急
に
増
え
、

新
し
い
ス
ラ
ム
を
形
成
し
は
じ
め
た
」と
あ
り
、戦
後
か
ら
少
し
経
っ

の
は
、
昭
和
二
十
四
、
五
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
新
湊
川
に
か
か

る
湊
川
大
橋
に
た
つ
と
、
床
を
半
間
か
ら
一
間
も
川
の
上
に
は
み
だ

さ
せ
た
バ
ラ
ッ
ク
が
、
延
々
と
つ
づ
く
壮
観
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

神
戸
市
民
は
こ
の
バ
ラ
ッ
ク
街
を
「
大
橋
の
朝
鮮
人
部
落
」
と
呼
ん

で
い
る
」（
一
六
四
―
一
六
五
頁
）。
さ
ら
に
続
け
ま
し
ょ
う
。「
ち

か
ご
ろ
は
帰
国
協
定
に
よ
っ
て
祖
国
へ
帰
る
人
が
多
く
、「
こ
の
家

ゆ
ず
り
ま
す
」
と
い
う
貼
り
紙
が
あ
ち
こ
ち
で
目
に
つ
く
。
そ
れ
は

た
い
て
い
、い
ま
さ
ら
だ
れ
が
買
う
も
の
か
と
首
を
か
し
げ
る
バ
ラ
ッ

ク
だ
が
、
い
つ
か
新
し
い
住
人
が
は
い
っ
て
い
る
。
朝
鮮
の
人
々
が

そ
こ
を
脱
出
す
る
に
は
帰
国
す
る
し
か
な
か
っ
た
最
低
生
活
に
、
さ

ら
に
流
入
す
る
人
が
い
る
の
で
あ
る
」（
一
六
五
頁
）。

　
そ
し
て
、
京
都
の
バ
ラ
ッ
ク
街
を
同
時
代
的
に
描
い
た
も
の
と
し

て
、『
部
落
』の
十
一
巻
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
馬
原
鉄
男
氏
に
よ
る「
部

落
は
か
く
し
て
創
ら
れ
た
―
京
都
市
屋
形
町
、
高
倉
町
、
東
ノ
町
、

西
ノ
町
の
場
合
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
て
み
ま
し
ょ

う
。「
京
都
駅
裏
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
高
瀬
川
は
そ
の
風

雅
な
様
相
を
一
変
す
る
。（
略
）
今
に
も
折
れ
そ
う
な
つ
っ
か
い
棒

で
川
に
体
半
分
あ
ず
け
た
家
が
、
な
ん
と
六
十
数
戸
も
へ
し
合
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
あ
り
合
せ
の
板
切
れ
で
こ
し
ら
え
ら
れ
た
三
畳
一

間
か
ら
、
多
く
て
二
間
切
り
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
バ
ラ
ッ
ク
が
、
お
互
い
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が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
法
律
の
第
１
条
に
は
、「
こ
の
法
律
は
、

都
会
地
に
お
け
る
人
口
の
過
度
の
集
中
に
因
る
窮
迫
し
た
住
宅
、
雇

用
及
び
食
糧
の
事
情
並
び
に
災
害
に
対
処
す
る
た
め
、
必
要
な
転
入

の
制
限
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
第
二

条
に
は
「
何
人
も
、
別
表
に
掲
げ
る
地
域
内
に
転
入
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
別
表
に
挙
げ
ら
れ
る
地
域
に
は
、

東
京
都
の
特
別
区
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
横
須
賀
市
、
京
都
市
、
大

阪
市
、
堺
市
、
布
施
市
、
神
戸
市
、
尼
崎
市
、
和
歌
山
市
、
下
関
市
、

福
岡
市
、
八
幡
市
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
九
年

に
こ
の
制
限
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
の
人
口
が
劇
的
に

増
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
バ
ラ
ッ
ク
街
が
ど
の
よ
う
に
形
成
し
、

い
か
に
拡
大
し
て
い
く
か
、
そ
の
条
件
を
確
認
し
て
み
ま
す
。
ま
ず
、

空
襲
被
害
の
ほ
か
、
建
物
疎
開
に
よ
る
破
壊
の
た
め
に
、
住
宅
数
が

足
ら
な
い
こ
と
が
条
件
の
一
つ
で
す
。
そ
の
中
で
住
宅
を
失
う
人
、

被
災
者
、
引
揚
者
、
住
宅
を
求
め
る
人
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
起
こ
り
、

住
宅
難
と
な
り
、
結
果
的
に
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

人
た
ち
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
京
都
の
場
合
、
空
襲
被
害

は
他
都
市
に
比
べ
て
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
建
物
疎
開
が
か
な
り
の

規
模
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、「
非
戦
災
都
市
」
と
し
て
見

て
、
バ
ラ
ッ
ク
が
都
市
内
で
増
え
る
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
バ
ラ
ッ
ク
街
は
終
戦
直
後
だ
け
で
は
な
く
、

あ
る
程
度
、
時
間
が
か
か
っ
て
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。『
世
界
大
百
科
事
典
』
で
確
認
し
た
よ
う
な
、「
焼
土
に

建
ち
並
ん
だ
」
バ
ラ
ッ
ク
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら

わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
戦
後
か
ら
幾
年
経
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
戦
後
都
市
に
お
け
る
人
口
動
態
を
確
認
す
れ
ば
、
説
得
的
に
な

る
か
と
思
い
ま
す
。
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸

の
六
大
都
市
の
国
勢
調
査
の
デ
ー
タ
か
ら
一
九
二
〇
年
年
か
ら
一
九

八
〇
年
ま
で
の
人
口
変
化
を
見
て
み
る
と
、
戦
前
か
ら
す
で
に
人
口

増
加
は
し
て
い
ま
す
が
、
戦
争
に
よ
っ
て
京
都
を
除
き
、
か
な
り
人

口
が
減
り
、
そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
に
至
る
中
で
人
口
が
増
え
て

い
き
ま
す
。
戦
争
に
よ
っ
て
減
少
し
た
人
口
が
戻
る
時
期
は
、
終
戦

直
後
か
ら
増
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
む
し
ろ
一
九
五
〇

年
以
降
に
か
な
り
増
え
て
い
く
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
終
戦
直
後
に

都
市
の
人
口
増
加
を
抑
制
す
る
法
律
、「
都
会
地
転
入
抑
制
法
」
が

一
九
四
七
年
に
出
さ
れ
た
の
で
す
。
背
後
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
存
在
も
あ

る
か
と
思
い
ま
す
が
、
人
口
増
加
へ
の
抑
制
力
が
働
い
て
い
た
こ
と

戦後バラックと京都
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そ
し
て
一
九
五
〇
年
代
、
バ
ラ
ッ
ク
街
は
都
市
の
中
で
生
み
出
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
京
都
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

ば
一
九
五
二
年
一
二
月
二
五
日
の
『
京
都
新
聞
』
で
は
「
同
所
（
中

央
保
護
所
）
の
予
想
す
る
市
内
各
所
の
橋
下
居
住
者
約
二
百
人
、
掘

立
式
の
小
屋
に
住
む
約
三
百
人
、
地
域
的
の
土
蔵
な
ど
に
住
む
約
二

百
人
、
そ
の
他
約
百
人
計
八
百
人
、
さ
ら
に
京
都
駅
付
近
の
簡
易
旅

館
に
住
む
人
を
合
わ
す
と
千
数
百
人
が
家
な
き
ま
ま
に
わ
び
し
い
正

月
を
迎
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
先
述
し

た
一
九
五
八
年
の
馬
原
氏
に
よ
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
な
論
文
で
も

「
敗
戦
直
前
ま
で
の
京
都
駅
裏
は
、
そ
れ
ま
で
一
部
あ
っ
た
住
宅
も

強
制
疎
開
さ
れ
て
、
全
く
の
無
人
の
野
原
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
戦
後

わ
ず
か
十
二
年
に
し
て
、
ま
た
た
く
間
に
五
一
〇
戸
（
六
一
五
世
帯
）、

一
八
四
九
人
を
数
え
る
大
部
落
に
の
し
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
書
か

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
バ
ラ
ッ
ク
街
の
生
成
時
期
を
見
る
と
、

必
ず
し
も
終
戦
直
後
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
五
〇
年
代
に
拡
大
す
る

プ
ロ
セ
ス
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

が
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

５
．
バ
ラ
ッ
ク
街
の
住
環
境：

東
京
と
の
比
較

　
次
に
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
住
環
境
に
つ
い
て
、
東
京
を
事
例
に
し
た

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
流
入
す
る
人
口
も
多
く
、
住
宅
不
足
が
起
こ
っ

た
わ
け
で
す
。

　
バ
ラ
ッ
ク
街
が
形
成
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
条
件
は
、
戦
後
の
都
市

に
お
い
て
空
き
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
焼
け
野
原
も
含
め

て
、
開
発
が
予
定
さ
れ
て
い
た
場
所
が
放
置
さ
れ
る
場
合
や
、
建
物

疎
開
を
行
わ
れ
た
空
き
地
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て

る
人
た
ち
が
増
え
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
「
都
会
地
転
入
抑
制
緊
急
措
置
法
」
が
解
除
さ
れ
、

都
市
に
人
口
が
集
ま
り
、
バ
ラ
ッ
ク
も
多
く
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
特
需
に
よ
っ
て
労
働
力
需
要
が
高
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
人
が
都
市
に
雪
崩
こ
ん
で
く
る
こ
と
に
よ
り
、
住

ま
い
を
求
め
る
人
た
ち
が
大
量
に
都
市
に
現
れ
、
バ
ラ
ッ
ク
街
が
生

み
出
さ
れ
て
く
る
条
件
が
重
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
一
方
で
、
行
政
や
国
が
住
宅
政
策
で
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も

要
因
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
終
戦
直
後
は
、
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
る

人
よ
り
も
、
浮
浪
し
て
い
る
人
た
ち
、
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
ホ
ー
ム

レ
ス
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
た
ち
、
さ
ら
に
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ

ン
、
す
な
わ
ち
、
浮
浪
児
、
戦
災
孤
児
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
へ
の
対

応
が
重
視
さ
れ
る
な
か
、
仮
小
屋
、
バ
ラ
ッ
ク
に
住
ん
で
い
る
人
た

ち
に
ま
で
手
が
届
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
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く
あ
り
ま
し
た
。
不
良
環
境
地
区
も
設
備
な
し
が
約
二
五
％
と
高
い

で
す
が
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
ほ
う
が
排
水
に
お
い
て
未
整
備
の
場
合
が

多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
便
所
の
状
況
を
確
認
す
る
と
、
不
良
環
境
地
区
は
約
五
〇
％
が
戸

内
専
用
で
、
戸
内
お
よ
び
戸
外
共
同
が
残
り
の
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、

バ
ラ
ッ
ク
街
は
約
二
七
％
し
か
戸
内
専
用
は
な
く
、
戸
外
共
同
が
六

割
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
給
水
状
況
に
つ
い
て
は
、
水
道

が
な
い
の
で
井
戸
を
使
う
家
庭
も
多
く
、
バ
ラ
ッ
ク
街
は
共
同
の
水

道
や
共
同
の
井
戸
が
七
〇
％
を
超
え
て
い
ま
し
た
。
か
な
り
住
環
境

が
悪
い
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
共
同
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る

意
味
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
か
と

思
い
ま
す
。

　
続
い
て
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
家
屋
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
建
築
時
期
と
破
損
状
況
を
あ
わ
せ
て
見
る

と
、
そ
の
状
況
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
す
。
不
良
環
境
地
区
の
破
損

状
況
で
も
修
理
が
必
要
、
修
理
不
能
な
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
が
、

注
目
す
べ
き
は
建
築
時
期
で
す
。
不
良
環
境
地
区
の
家
屋
の
半
分
以

上
が
二
〇
年
以
上
前
、
戦
前
長
屋
の
建
物
で
あ
る
一
方
、
戦
後
の
バ

ラ
ッ
ク
は
建
築
後
一
〇
年
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
い
な
い
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
の
に
、
破
損
状
況
は
不
良
住
宅
地
区
の
状
況
と
ほ
ぼ
同
じ

調
査
報
告
を
用
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

東
京
都
民
生
局
が
一
九
五
九
年
に
実
施
し
た
調
査
の
報
告
書
『
東
京

都
地
区
環
境
調
査
―
都
内
不
良
環
境
地
区
の
現
況
』
を
ベ
ー
ス
に
、

当
時
の
不
良
環
境
地
区
の
中
で
バ
ラ
ッ
ク
街
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ

け
だ
っ
た
か
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
本
調
査
は
五
〇
戸
以
上
を
対

象
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
東
京
都
区
内
二
三
一
地
区
の
う
ち
、
七
一
地
区
が
仮

小
屋
地
区
、
す
な
わ
ち
バ
ラ
ッ
ク
街
で
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
も
そ
も
不
良
環
境
地
区
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

劣
悪
な
状
況
な
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
バ
ラ
ッ
ク
街
は
よ
り
劣

悪
な
住
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
以
下
で
は
バ
ラ
ッ

ク
街
と
そ
れ
以
外
の
不
良
環
境
地
区
の
デ
ー
タ
を
比
較
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
は
台
所
の
使
用
状
況
で
す
が
、
一
九
五
九
年
当
時
、

東
京
都
区
部
に
お
い
て
も
「
台
所
が
あ
る
」
世
帯
は
約
八
八
％
。
約

一
一
％
は
「
台
所
が
な
か
っ
た
」
よ
う
で
す
。
バ
ラ
ッ
ク
街
な
ら
び

に
不
良
環
境
地
区
は
そ
れ
よ
り
も
低
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
お
よ
そ

七
五
％
は
専
用
の
台
所
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
次
に
排
水
状
況
を
確
認
す
る
と
、
不
良
環
境
地
区
と
バ
ラ
ッ
ク
街

で
比
べ
る
と
顕
著
な
差
が
あ
り
ま
し
た
。
バ
ラ
ッ
ク
街
の
敷
地
内
は

五
〇
％
に
満
た
な
い
状
態
で
、
排
水
設
備
が
な
い
と
こ
ろ
が
四
割
近

戦後バラックと京都
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め
の
場
所
が
揃
っ
て
い
る
住
宅
が
全
体
の
五
九
％
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
施
設
自
体
が
な
い
、
ま
た
一
部
共
有
を
含
め
て
共
有
し
て
い
る
住

宅
が
併
せ
て
約
四
割
と
な
っ
て
い
る
。
便
所
も
専
用
さ
れ
て
い
る
場

合
が
五
六
％
と
、
さ
き
ほ
ど
の
東
京
の
事
例
に
比
べ
て
は
高
い
数
字

を
出
し
て
い
ま
す
が
、
共
用
お
よ
び
施
設
が
無
い
場
合
は
お
よ
そ
四

三
％
な
っ
て
い
ま
す
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
共
用
す
る
こ
と
で
関
係

性
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
る
条
件
も
指
摘
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、

そ
の
一
方
で
、
生
活
に
は
阻
害
要
因
と
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。

６
．
バ
ラ
ッ
ク
街
社
会
の
多
様
性
と
関
係
性：

東
京
と
の
比
較

　
つ
づ
い
て
、
バ
ラ
ッ
ク
街
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
い
か
に
生
活
を

送
っ
て
い
た
の
か
、
そ
こ
で
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
住
環
境
に
続
き
、『
東
京
都
環
境
地
区

調
査
』
の
デ
ー
タ
か
ら
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

　
ま
ず
居
住
期
間
と
家
賃
を
見
る
と
、
そ
も
そ
も
バ
ラ
ッ
ク
自
体
が

戦
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
、
居
住
期
間
が
短
い
人
た
ち

が
か
な
り
多
い
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、「
一
年
未
満
」

が
五
％
。「
一
年
か
ら
五
年
」
が
約
三
〇
％
と
あ
り
、
住
み
替
え
が

進
ん
で
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
家
賃
に
つ
い
て
は
、
劣
悪
な

で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
耐
久
年
数
の
違
い
で
は
な
く
、
バ
ラ
ッ
ク

が
そ
も
そ
も
壊
れ
や
す
い
住
宅
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
か

と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
一
人
あ
た
り
の
畳
の
使
用

数
を
見
る
と
、
一
人
あ
た
り
一
．
四
畳
が
五
〇
％
近
く
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
京
都
の
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
少
し
時
代
は
下

が
り
ま
す
が
、
京
都
市
が
一
九
七
三
年
に
出
し
た
『
鴨
川
陶
化
橋
〝
〇

番
地
域
〟
調
査
報
告
』
か
ら
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
対

象
と
さ
れ
た
の
は
、
鴨
川
・
高
瀬
川
合
流
点
の
三
角
地
帯
及
び
陶
化

橋
―
東
山
橋
間
の
堤
防
敷
に
存
在
し
た
、
い
わ
ゆ
る
四
〇
番
地
、
当

時
「
〇
番
地
」
と
言
わ
れ
た
バ
ラ
ッ
ク
街
で
す
。
こ
こ
で
は
居
住
建

物
一
七
七
戸
、
一
八
一
世
帯
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
住
宅
の
面
積
で
見
る
と
、
三
〇
㎡
に
満
た
な
い
も
の
が
全

体
の
約
七
割
を
占
め
ま
す
。
京
都
市
全
体
で
も
お
よ
そ
四
割
で
す
が
、

や
や
り
狭
小
な
住
宅
が
並
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、

三
〇
㎡
以
上
の
も
の
も
三
割
ほ
ど
存
在
し
て
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も

均
質
的
な
状
況
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
次
に
住
宅
の
構
造
は
九

割
以
上
が
バ
ラ
ッ
ク
建
て
で
あ
り
、
周
囲
か
ら
見
て
も
か
な
り
異
質

な
景
観
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
ま
す
。

　
生
活
条
件
で
見
る
と
、
水
道
や
井
戸
、
流
し
、
煮
炊
き
を
す
る
た
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ん
な
も
の
を
拾
い
、
バ
タ
ヤ
街
に
帰
っ
て
換
金
す
る
こ
と
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
彼
ら
は
バ
タ
ヤ
街
だ
け
て
生
き
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
都
市
の
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
を
移
動
し
、
行
き
来
し

て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
ま
た
『
バ
タ
ヤ
社
会
の
研
究
』
を
踏
ま
え
る

と
、
バ
タ
ヤ
を
め
ぐ
る
関
係
性
に
は
サ
イ
ク
ル
が
あ
り
、
拾
い
人
が

親
方
の
と
こ
ろ
に
届
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
拾
い
人
が
仲
買
人
を
通

じ
て
再
製
工
場
に
て
換
金
す
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
。
仕
切
屋
か

ら
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
選
分
業
者
や
問
屋
、
仲
買
人
と
、
都
市
の
中
の
廃

品
回
収
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
、
バ
タ
ヤ
社
会
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

も
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
バ
ラ
ッ
ク
街
に
住
む
人
た
ち
お

よ
び
そ
こ
に
お
け
る
社
会
は
多
様
で
あ
り
、
か
つ
複
層
的
な
関
係
性

に
あ
っ
た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
必
ず
し
も
、
バ

ラ
ッ
ク
街
の
居
住
者
は
一
般
社
会
と
は
隔
絶
し
て
お
ら
ず
、
孤
立
も

し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
社
会
的
混
合
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ミ
ッ
ク

ス
）
の
度
合
い
や
社
会
的
流
動
性
は
高
く
、
そ
の
た
め
内
部
構
成
も

決
し
て
均
質
的
で
も
、
固
定
的
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
性
別

や
年
齢
構
成
、
職
種
、
出
身
地
を
含
め
て
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
入

り
混
じ
っ
た
空
間
で
あ
り
、
入
れ
代
わ
り
、
つ
ま
り
社
会
的
流
動
性

も
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

環
境
だ
か
ら
安
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
高
額

な
三
〇
〇
〇
円
以
上
の
家
賃
の
世
帯
も
約
一
一
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
た
と
え
土
地
の
占
有
形
態
が
不
法
で
あ
ろ
う
が
、
バ
ラ
ッ
ク

の
売
り
買
い
や
貸
し
借
り
の
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
住
ん
で
い

る
人
た
ち
か
ら
す
る
と「
自
分
の
住
居
が
不
法
」と
い
う
こ
と
を
後
々

知
る
こ
と
も
報
告
の
中
に
出
て
き
ま
す
。

　
次
に
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
か
を
見
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
職
種
に
つ
い
て
は
、
バ
タ
ヤ
業
と
か
養
豚
業
と
か
多
様

な
職
業
が
見
ら
れ
ま
す
し
、
肉
体
作
業
系
の
賃
金
労
働
者
が
最
も
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
以
外
に
も
事
務
や
技
術
者
、
自
営
業
者
、

個
人
経
営
が
含
ま
れ
ま
す
。
自
由
業
の
人
た
ち
は
お
そ
ら
く
バ
タ
ヤ

の
人
た
ち
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
拾
い
屋
だ
け
で
は
な

く
、
親
方
と
し
て
商
店
を
営
ん
で
い
た
人
た
ち
も
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
現
金
収
入
に
お
い
て
も
、
二
万
円
に
も
満
た
な
い
世
帯
が
半

数
以
上
を
占
め
て
お
り
一
般
的
に
低
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
一

方
で
、
そ
れ
な
り
の
現
金
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
で
は
認
識

で
き
ま
す
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
ラ
ッ
ク
街
に
は
様
々
な
職
種
の
多
様
な
人

た
ち
が
出
入
り
す
る
状
況
が
浮
か
び
ま
す
。
ま
た
、
先
に
紹
介
し
た

『
蟻
の
街
の
奇
蹟
』
の
中
で
も
、
バ
タ
ヤ
の
人
が
町
に
出
て
、
い
ろ

戦後バラックと京都

13



見
る
と
、
終
戦
直
後
か
ら
住
み
始
め
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、

お
よ
そ
一
九
四
七
年
頃
か
ら
断
続
的
に
住
み
始
め
、
一
九
五
四
年
以

降
に
流
入
す
る
人
口
は
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま

た
同
調
査
で
は
来
住
の
理
由
も
含
ま
れ
て
お
り
、
職
業
上
や
家
庭
上

な
ど
、
個
人
に
ま
つ
ま
る
事
情
の
ほ
か
、
居
住
上
の
都
合
が
お
よ
そ

四
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
居
住
の
う
ち
、
そ
の
他
が
半
数
以
上
を
占

め
る
た
め
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
家
屋
明
け
渡
し
、

す
な
わ
ち
他
所
か
ら
の
立
ち
退
き
や
災
害
喪
失
が
含
ま
れ
て
お
り
、

場
合
に
よ
れ
ば
、
戦
時
中
の
建
物
疎
開
の
影
響
も
考
慮
さ
れ
ま
す
。

六
割
以
上
の
世
帯
が
当
地
に
居
住
す
る
前
は
京
都
市
内
に
い
た
よ
う

で
あ
り
、
市
内
に
お
け
る
ア
ジ
ー
ル
（
避
難
所
）
と
し
て
こ
の
バ
ラ
ッ

ク
街
が
機
能
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
本
籍
地
に
つ
い

て
は
京
都
市
内
が
お
よ
そ
三
割
で
、
近
畿
が
二
割
、
近
畿
以
外
が
三

割
、
朝
鮮
が
お
よ
そ
一
四
％
と
な
っ
て
お
り
、
出
身
地
に
お
い
て
は

多
様
性
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　
次
に
職
種
や
収
入
を
見
る
と
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
東
京
都
の
事

例
で
も
見
た
よ
う
に
、
日
雇
い
業
や
バ
タ
ヤ
業
が
あ
わ
せ
て
半
数
を

占
め
て
い
ま
す
。
た
だ
一
方
で
、
建
設
業
関
係
や
職
人
、
店
員
や
運

転
手
、
更
に
は
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
多
様
な
構
成
と
な
っ
て
い
る

こ
と
も
目
を
引
き
ま
す
。
上
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
バ
ラ
ッ
ク
街
は

　
も
う
少
し
考
え
て
み
る
と
、
バ
ラ
ッ
ク
街
と
い
う
空
間
は
内
部
と

外
部
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
境
界
線
は
曖
昧

で
あ
り
、
多
孔
的
で
あ
っ
た
。
も
し
領
域
に
囲
ま
れ
て
い
た
と
し
て

も
穴
が
あ
っ
て
抜
け
た
り
、
入
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
バ
ラ
ッ
ク
街
の
空
間
は
決
し
て
閉
曲
線

で
囲
ま
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
広
範
で
、
複
層
的
な
関
係
性
の
中
で

構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
バ
ラ
ッ
ク

街
と
は
決
し
て
固
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
均
質
し
て
い
る
も

の
で
も
な
い
、
さ
ら
に
は
閉
域
と
し
て
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
一
方
で
、
京
都
の
事
例
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
今

度
は
京
都
市
住
宅
対
策
本
部
が
一
九
五
八
年
に
出
し
た
『
国
鉄
沿
線

南
部
バ
ラ
ッ
ク
集
落
の
実
態
調
査
報
告
』
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
本
資
料
は
、
先
述
し
た
馬
原
鉄
男
氏
や
前
川
修
氏
の
論
文

な
ど
で
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
お
よ
そ
新
幹
線
敷
設
事
業
や
住

宅
地
区
改
良
事
業
が
遂
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
京
都
駅
付
近
の
疎
開

跡
地
や
河
川
敷
周
辺
に
広
が
っ
た
バ
ラ
ッ
ク
集
落
が
対
象
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
集
落
に
住
む
人
々
が
い
つ
か
ら
居
住
を
始
め
た
か
に
つ
い
て
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め
に
い
ま
の
ご
た
ご
た
し
た
店
舗
街
を
徐
々
で
も
清
潔
に
ス
マ
ー
ト

に
す
る
こ
と
が
先
決
、
と
こ
ろ
が
神
戸
駅
西
側
ガ
ー
ド
山
側
に
終
戦

直
後
バ
タ
バ
タ
出
来
た
バ
ラ
ッ
ク
店
の
群
は
美
観
を
損
う
の
み
な
ら

ず
非
衛
生
的
な
と
い
う
声
が
付
近
の
人
か
ら
出
て
い
る
」
と
あ
り
ま

す
。

　
次
は
「
防
災
」
に
つ
い
て
で
す
。「
火
魔
呼
ぶ
バ
ラ
ッ
ク
街
」
と

い
う
見
出
し
の
一
九
五
七
年
四
月
五
日
の
記
事
で
は
、「
ベ
ニ
ヤ
板

一
枚
の
仕
切
り
で
雑
居
、
屋
根
は
ト
タ
ン
葺
き
と
い
う
い
か
に
も
燃

え
や
す
く
、
空
気
が
極
度
に
乾
燥
す
る
三
、
四
月
は
い
っ
た
ん
火
が

出
る
と
火
の
ま
わ
り
が
早
い
の
で
、
消
防
車
が
到
着
す
る
こ
ろ
に
は

す
で
に
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
大
火
に
な
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
バ
ラ
ッ
ク
街
が
よ
く
燃
え
る
の
で
非
常
に
危
な
い
と
い
う
新

聞
報
道
で
す
。
実
際
、
バ
ラ
ッ
ク
街
は
よ
く
燃
え
ま
し
た
。
バ
ラ
ッ

ク
が
密
集
し
て
燃
え
や
す
い
こ
と
で
被
害
が
大
き
く
な
る
わ
け
で
す
。

新
聞
記
事
の
な
か
に
は
、
火
災
は
居
住
者
自
身
が
自
分
た
ち
で
火
を

つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
火
災
保
険
金
目
当
て
に
燃
や
し
た
と
か
、
あ
る
種
、
反

社
会
的
な
側
面
も
あ
わ
せ
て
バ
ラ
ッ
ク
街
の
問
題
と
し
て
報
じ
ら
れ

た
の
で
す
。

　
三
つ
目
は
、「
非
衛
生
」
と
い
う
問
題
視
で
す
。
一
九
五
〇
年
代

決
し
て
均
質
的
で
も
な
く
、
閉
じ
た
空
間
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
こ
こ
か
ら
も
読
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
年
収
に
つ
い
て

は
、
一
五
〇
〇
〇
円
に
満
た
な
い
世
帯
が
ほ
と
ん
ど
で
、
先
に
紹
介

し
た
東
京
よ
り
も
さ
ら
に
低
い
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
職
種
は
多
様

で
あ
る
と
は
い
え
、
貧
困
に
置
か
れ
た
人
が
多
く
い
た
こ
と
は
た
し

か
か
と
思
い
ま
す
。

７
．
社
会
問
題
と
な
る
バ
ラ
ッ
ク
街：

神
戸
を
参
照
し
て

　
一
九
五
〇
年
以
降
、
行
政
に
よ
る
撤
去
が
進
み
、
バ
ラ
ッ
ク
街
は

徐
々
に
消
滅
し
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
の
な
か
で
、
同
時

に
バ
ラ
ッ
ク
街
は
社
会
問
題
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
拙
著

で
は
、
神
戸
を
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
社
会
問

題
に
関
す
る
『
神
戸
新
聞
』
記
事
を
集
め
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
た

と
こ
ろ
、
景
観
、
防
災
、
衛
生
、
反
社
会
性
と
い
う
、
大
き
く
四
つ

の
観
点
か
ら
バ
ラ
ッ
ク
街
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
ま
ず
「
景
観
」
の
問
題
で
す
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
一
年
七
月
二

六
日
付
の
記
事
に
「
日
本
の
表
玄
関
神
戸
の
ミ
ナ
ト
風
景
は
た
く
ま

し
い
講
和
へ
の
躍
動
を
奏
で
て
い
る
が
、
港
に
比
べ
て
さ
び
し
い
の

が
神
戸
の
陸
の
玄
関
神
戸
駅
前
。
そ
こ
で
駅
前
を
何
と
か
美
し
く
広

く
お
化
粧
を
し
な
け
れ
ば
…
。
ま
ず
駅
前
広
場
の
体
裁
を
整
え
る
た

戦後バラックと京都
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た
め
に
、
終
戦
か
ら
お
よ
そ
一
九
六
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
『
京
都
新

聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
バ
ラ
ッ
ク
街
に
関
す
る
記
事
を
探
索
し
て
み
ま

し
た
。
す
る
と
、
神
戸
と
同
じ
よ
う
に
、
景
観
の
問
題
が
目
立
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
九
年
四
月
一
一
日
の
記
事
「
市

民
の
社
会
科
（
六
四
）
市
営
住
宅
（
下
）」
で
は
、「
と
く
に
ひ
ど
い

の
は
、
国
鉄
東
海
道
線
南
側
の
鴨
川
堤
で
、
マ
ッ
チ
箱
の
よ
う
な
バ

ラ
ッ
ク
が
五
百
戸
近
く
、
テ
ン
デ
バ
ラ
バ
ラ
に
密
集
し
て
い
る
観
光

京
都
の
入
口
な
の
に
こ
ん
な
見
苦
し
い
シ
ミ
は
一
時
も
ほ
っ
て
お
け

な
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
背
景
を
少
し
確
認
し
て
お
く
と
、
一
九
五
〇
年
に
特
別
法
「
京
都

国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
法
」
が
成
立
し
、
さ
ら
に
は
一
九
五
六
年

に
制
定
さ
れ
た
市
民
憲
章
で
も
最
初
の
定
義
に
「
わ
た
く
し
た
ち
京

都
市
民
は
美
し
い
ま
ち
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
」
と
謳
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
国
際
文
化
観
光
都
市
と
し
て
の
京
都
に
ふ
さ
わ
し
い
清
潔
で
美

観
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
目
指
す
意
識
が
存
在
し
て
お
り
、
そ

の
一
方
で
バ
ラ
ッ
ク
街
を
「
見
苦
し
い
シ
ミ
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ

を
排
除
、
ひ
い
て
は
除
去
す
る
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
防
災
上
の
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
バ
ラ
ッ
ク
街
の

火
事
を
報
じ
る
記
事
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
し
、
一
九
六
〇
年
八
月

は
じ
め
に
赤
痢
が
流
行
り
ま
し
た
が
、発
生
源
の
一
つ
と
し
て
バ
ラ
ッ

ク
街
が
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
不
衛
生
な
環
境
が
赤

痢
を
起
こ
し
て
し
ま
う
論
調
も
あ
る
一
方
で
、
バ
ラ
ッ
ク
街
に
住
む

人
た
ち
の
衛
生
思
想
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
は
、
ま
さ
に
居
住
者
の
「
反
社
会
的
な
問

題
」
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
差
別
的
な
表
現
を
、

そ
の
ま
ま
記
載
し
て
い
ま
す
が
、
一
九
五
七
年
二
月
一
六
日
の
記
事

で
は
、「
ほ
と
ん
ど
の
飼
主
が
三
国
人
（
マ
マ
）
で
、
職
場
を
追
わ

れ
た
貧
し
い
人
た
ち
の
生
業
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
ブ
タ

は
酒
カ
ス
を
食
べ
さ
せ
る
と
太
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
県
下
で
は
養

ト
ン
と
密
造
酒
づ
く
り
の
両
ま
た
を
か
け
た
経
営
方
式
を
と
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
将
来
、
こ
う
し
た
面
で
の
犯
罪
の
温
床
に
も
な

り
易
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
報
じ
方
も
な
さ
れ
る
わ
け
で

す
。

　
社
会
問
題
と
し
て
四
つ
の
観
点
、
景
観
上
み
す
ぼ
ら
し
い
と
い
う

こ
と
、
防
災
上
危
な
い
と
い
う
こ
と
、
衛
生
上
汚
い
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
反
社
会
的
な
問
題
と
し
て
怖
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
当
該
地

区
が
「
恐
怖
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
一
般
社

会
に
報
じ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
さ
て
、
京
都
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
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い
か
。
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
た
方
が
悪
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
論

調
が
盛
り
上
が
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
第
二
審
控
訴
審

で
地
権
者
側
の
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、「
不
法
占

拠
の
問
題
を
刑
法
で
取
り
扱
お
う
」
と
い
う
気
運
が
さ
ら
に
高
ま
っ

て
い
き
ま
す
。
一
九
五
五
年
一
月
二
八
日
の
朝
日
新
聞
大
阪
版
に
、 

「
土
地
争
い
に
新
波
紋
。
不
法
占
拠
を
窃
盗
罪
で
処
罰
」
と
の
見
出

し
の
記
事
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、「
不
法
占
拠
問
題
を
刑
法
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
っ
て

ほ
し
い
」
と
要
望
が
様
々
な
組
織
か
ら
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
一
九

五
四
年
八
月
、
大
阪
土
地
協
会
が
陳
情
書
を
提
出
し
て
以
降
、
地
方

自
治
体
や
近
畿
市
長
会
、
全
国
市
長
会
、
大
阪
商
工
会
議
所
な
ど
、

行
政
や
経
営
者
団
体
も
積
極
的
に
「
公
有
地
も
含
め
て
不
法
占
拠
し

て
い
る
も
の
を
取
り
除
い
て
ほ
し
い
」
と
要
望
が
膨
ら
ん
で
い
き
ま

す
。
ロ
ビ
ー
活
動
を
展
開
す
る
中
、
政
治
家
も
巻
き
込
み
、
結
果
的

に
一
九
五
九
年
六
月
、
京
都
市
を
含
む
「
六
大
都
市
不
法
占
拠
対
策

協
議
会
」
が
設
立
し
ま
す
。
代
表
は
大
阪
市
長
で
、
国
に
立
法
措
置

の
要
望
書
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
同
年
九
月
四
日

の
『
京
都
新
聞
』
の
社
説
と
し
て
「〝
不
法
占
拠
処
罰
〟
の
立
法
化

急
げ
」
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
て
お
き
ま
す
。

二
一
日
の
記
事
「
ヤ
キ
モ
キ
〝
堤
防
が
心
配
〟
居
す
わ
る
養
豚
バ
ラ
ッ

ク
」
で
は
、
衛
生
的
な
観
点
だ
け
で
は
な
く
、
河
川
整
備
の
阻
害
要

因
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、
複
合
的
に
問
題
化
さ
れ
る
状
況
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
記
事
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
当
時
の
都
市
社
会
に
お
い
て
バ
ラ
ッ
ク
街
が
異
質
な
存

在
と
し
て
構
築
さ
れ
、
消
滅
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
排
除
が
正
当
化

さ
れ
る
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

８
．「
不
法
占
拠
」
問
題
へ
の
対
処

　
バ
ラ
ッ
ク
街
へ
の
問
題
視
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
「
不
法
占
拠
」

と
い
う
条
件
が
一
九
五
〇
年
代
中
頃
か
ら
、
全
国
的
に
立
ち
上
が
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
五
二
年
末
に

大
阪
で
起
こ
っ
た
、
通
称
「
梅
田
村
事
件
」
で
す
。

　
本
件
は
、
大
阪
駅
前
の
あ
る
一
角
で
一
夜
の
う
ち
に
建
て
ら
れ
た

不
法
バ
ラ
ッ
ク
建
築
物
十
四
戸
を
、
土
地
の
権
利
者
で
あ
る
業
者
が

人
夫
四
十
数
名
を
動
員
し
て
一
時
間
で
破
壊
し
た
と
い
う
も
の
で
、

事
件
後
、
地
権
者
を
含
め
た
数
名
が
器
物
損
壊
罪
で
逮
捕
さ
れ
ま
す
。

裁
判
は
長
引
き
ま
す
が
、
結
果
的
に
地
権
者
側
が
「
器
物
損
壊
罪
で

懲
役
四
カ
月
、
執
行
猶
予
一
年
」
と
の
判
決
が
な
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
、「
そ
も
そ
も
不
法
占
拠
し
て
い
る
方
が
悪
い
の
で
は
な

戦後バラックと京都
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９
．
バ
ラ
ッ
ク
街
の
消
滅
を
め
ぐ
る
複
線
的
な
過
程

　
バ
ラ
ッ
ク
街
の
消
滅
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
強
制
立
ち
退
き
を
イ

メ
ー
ジ
し
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。
地
権
者
が
そ
こ
に
住
む
人
た
ち

を
強
制
的
に
立
ち
退
か
せ
る
、
行
政
代
執
行
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ

て
は
警
察
権
力
や
暴
力
を
用
い
な
が
ら
、
抵
抗
す
る
居
住
者
を
排
除

す
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
、

そ
れ
ら
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
、
一
九
六
六
年
一
月
一
九
日
の

『
中
国
新
聞
』
の
記
事
で
報
道
さ
れ
た
よ
う
に
、
広
島
市
的
場
町
で

は
、
か
な
り
の
人
数
で
川
沿
い
の
家
屋
が
壊
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
例
は
全
国
的
に
そ
れ
な
り
の
数
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
消
滅
過
程
に
は
他
に
も
い
く
つ
か
の
ル
ー

ト
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
拙
著
で
は
、
バ
ラ
ッ
ク
街
が
消
滅
す
る
過

程
と
し
て
、
強
制
立
ち
退
き
の
ほ
か
に
大
き
く
三
つ
の
方
向
（
自
主

移
転
、
集
団
移
住
、
居
住
継
続
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

　
こ
の
う
ち
最
も
多
か
っ
た
の
が
、
居
住
者
の
自
主
移
転
の
よ
う
で

す
。
居
住
者
が
自
分
で
立
ち
退
く
と
い
う
か
た
ち
、
こ
れ
が
ほ
と
ん

ど
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
行
政
は
何
も
し
な
か
っ
た
の
で

は
な
く
、
た
と
え
ば
見
舞
金
や
移
転
補
償
費
と
い
っ
た
よ
う
に
、
あ

る
程
度
の
面
倒
を
見
る
こ
と
も
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
公
営
住

　
京
都
は
戦
災
を
受
け
た
他
都
市
と
違
っ
て
、
焼
け
跡
、
焼
け

ビ
ル
と
い
う
も
の
は
な
く
、
無
断
で
空
地
に
工
場
を
建
て
た
り
、

住
居
を
構
え
た
り
、
ま
た
郡
部
の
方
で
は
他
人
の
山
林
に
勝
手

に
植
林
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
も
戦
後
の
社
会
秩
序
の
混
乱

に
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
焼
け
跡
の
不
法
占
拠
と
同
様
で

あ
る
。（
略
）
不
当
は
権
利
者
に
対
す
る
法
の
保
護
が
完
全
で

な
い
こ
と
を
悪
用
に
し
た
侵
害
者
が
勝
利
と
な
る
な
ら
ば
、
正

直
者
は
常
に
バ
カ
を
み
、
犯
罪
も
ま
た
や
む
を
得
な
い
と
い
う

風
潮
が
起
る
こ
と
を
心
配
す
る
。
幸
い
法
務
省
で
は
、
目
下
「
不

動
産
不
法
占
拠
処
罰
」
の
刑
事
立
法
化
を
準
備
し
、
次
の
国
会

に
提
案
の
以
降
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
大
い
に
こ
れ
を
促
進
し
、

法
治
国
民
と
し
て
明
る
い
安
心
し
た
生
活
が
で
き
る
こ
と
を
望

み
た
い
。

　
そ
し
て
、
結
果
的
に
法
制
化
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
不
動
産
侵

奪
罪
と
い
う
法
律
で
す
。
刑
法
二
三
五
条
「
窃
盗
罪
」
の
第
二
号
と

し
て
、「
他
人
の
不
動
産
を
侵
奪
し
た
者
は
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に

処
す
」
と
、
一
九
六
〇
年
五
月
に
内
閣
総
理
大
臣
岸
信
介
の
も
と
で

法
制
化
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
土
地
の
不
法
占
拠
が
刑
事
罰
で

対
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
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伊
丹
市
中
村
地
区
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
で
し
ょ
う
。
な
お
、
こ
れ

は
「
不
法
占
拠
」
や
バ
ラ
ッ
ク
居
住
が
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
行
政
に
よ
る
放
置
、
社
会
的
に
不
可
視
化
さ
れ
た
こ
と
で
、

不
安
定
な
生
活
状
態
、
不
良
住
宅
の
ま
ま
継
続
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
以
上
の
分
類
を
踏
ま
え
て
、
拙
著
で
は
、
自
主
移
転
が
な
さ
れ
た

神
戸
長
田
の
「
大
橋
の
朝
鮮
人
部
落
」
や
住
宅
地
区
改
良
事
業
が
適

用
さ
れ
た
静
岡
市
安
倍
川
河
川
敷
地
区
、
県
有
地
の
払
い
下
げ
が
実

施
さ
れ
た
広
島
市
を
流
れ
る
太
田
川
放
水
路
沿
い
の
三
つ
の
バ
ラ
ッ

ク
街
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ラ
ッ
ク
街
の
消
滅
を
め

ぐ
っ
て
、
い
か
な
る
営
為
が
行
わ
れ
て
き
た
か
、
行
政
、
居
住
者
、

支
援
者
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
注
目
し
た
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
以
下
の
点
を
指
摘
し
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
バ
ラ
ッ
ク
街
の
立
ち
退
き
を
め
ぐ
っ
て
は
、
行
政
当
局
が

戦
略
的
見
地
か
ら
、
警
察
権
力
を
用
い
た
行
政
代
執
行
に
よ
る
強
制

撤
去
だ
け
で
は
な
く
、
個
別
交
渉
を
用
い
て
地
区
居
住
者
の
分
断
を

図
る
方
法
、
住
宅
地
区
改
良
法
や
土
地
の
払
下
げ
な
ど
、
様
々
な
方

法
で
当
該
空
間
の
消
滅
が
促
進
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
の
間
、
先
述
し
た
不
動
産
侵
奪
罪
（
一
九
六
〇
年
）
や
新
河
川

法
（
一
九
六
四
年
）
な
ど
法
的
根
拠
が
整
備
さ
れ
る
一
方
で
、
メ
デ
ィ

宅
を
斡
旋
す
る
自
治
体
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持
す
る
形
で
集
団
移
住
を
成
し
遂

げ
た
バ
ラ
ッ
ク
街
も
あ
り
ま
し
た
。
住
宅
地
区
改
良
事
業
を
バ
ラ
ッ

ク
街
に
適
応
し
、
改
良
住
宅
を
別
の
用
地
に
建
設
、
バ
ラ
ッ
ク
街
に

住
む
人
た
ち
が
集
団
的
に
移
住
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
す
。
代
表
的

な
事
例
と
し
て
は
、
広
島
の
太
田
川
沿
い
の
バ
ラ
ッ
ク
街
住
民
に
提

供
さ
れ
た
基
町
住
宅
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
京
都
で
も
こ
う
し
た
事

例
は
あ
り
ま
し
て
、
一
九
六
〇
年
前
後
に
お
い
て
、
京
都
駅
前
の
建

物
疎
開
跡
の
整
備
や
新
幹
線
敷
設
事
業
と
の
関
連
の
中
で
、
バ
ラ
ッ

ク
住
民
が
入
居
す
る
た
め
の
改
良
住
宅
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
は
一
九
九
〇
年
代
終
わ
り
に
、
鴨
川
沿
い
の
四
〇
番
地
に
お
い
て
、

京
都
市
に
よ
る
住
環
境
整
備
が
実
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
住

環
境
整
備
が
実
現
し
た
背
景
に
は
、
行
政
に
よ
る
対
応
や
地
元
の
住

民
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
先
述
し
た
山
本
崇
記
氏
の
著
作
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
公
有
地
が
払
い
下
げ
ら
れ
て
、

集
団
移
住
が
実
現
す
る
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
長
年
、
撤
去
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
居
住

継
続
、
維
持
さ
れ
る
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
に
お
い
て
は
す
で

に
行
政
に
よ
っ
て
住
宅
が
提
供
さ
れ
ま
し
た
が
、
先
述
の
鴨
川
沿
い

の
四
〇
番
地
の
ほ
か
、
宇
治
市
の
ウ
ト
ロ
地
区
や
大
阪
空
港
近
隣
の

戦後バラックと京都
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公
権
力
に
よ
っ
て
立
ち
退
き
を
強
制
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ

た
。
京
都
市
は
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
立
ち
退
き
を
円
滑
に
お
こ

な
う
た
め
に
は
、
次
の
生
活
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
と
の
方
針
を
か
た
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
九
年

度
か
ら
始
ま
る
バ
ラ
ッ
ク
集
落
の
立
ち
退
き
も
こ
の
方
針
に
従

い
移
転
先
を
斡
旋
し
、
移
転
補
償
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
前
川
修
「
東
七
条
に
お
け
る
バ
ラ
ッ
ク
対
策
と
新
幹
線
敷
設
」

『
部
落
解
放
研
究
』
一
四
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）

　
私
が
研
究
対
象
と
し
た
他
の
都
市
の
状
況
を
考
え
る
と
、
一
九
五

〇
年
代
終
わ
り
の
京
都
市
の
対
応
は
極
め
て
珍
し
い
対
応
で
あ
り
、

非
常
に
先
進
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
は
思
い
ま
す
。
も
う
少
し

深
堀
り
す
る
と
、
当
時
の
京
都
市
長
で
あ
る
高
山
義
三
氏
の
議
会
で

の
発
言
か
ら
も
バ
ラ
ッ
ク
街
に
対
す
る
対
応
が
読
み
取
れ
る
か
と
思

い
ま
す
。

市
長
（
高
山
義
三
君
）：

そ
れ
か
ら
い
ま
の
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
に

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
実
は
数
年
前
か
ら
私
と
い
た
し
ま
し

て
も
非
常
に
責
任
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。（
略
）
不
法
占
拠
す

る
者
に
つ
い
て
わ
た
し
ど
も
に
ど
こ
ま
で
責
任
が
あ
る
か
と
い

ア
の
排
他
的
な
言
説
が
介
在
し
、
バ
ラ
ッ
ク
街
は
社
会
的
に
問
題
視

さ
れ
、居
住
者
へ
の
社
会
的
排
除
は
進
行
、行
政
当
局
に
よ
る
バ
ラ
ッ

ク
の
撤
去
や
居
住
者
の
立
ち
退
き
の
正
当
性
は
確
固
た
る
も
の
に
な
っ

て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
居
住
者
は
様
々
な
方
法
で
戦
術
的
に

生
活
世
界
を
維
持
し
、
公
権
力
に
対
し
て
支
援
者
の
協
力
を
受
け
な

が
ら
連
帯
し
、
組
織
化
し
、
自
ら
の
居
住
や
生
活
の
権
利
を
主
張
し
、

抵
抗
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
す
な
わ
ち
、
行
政
当
局
と
居
住
者
と
の
関
係
は
一
筋
縄
に
対
立
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
は

必
ず
し
も
一
枚
岩
的
に
捉
え
ら
れ
ず
、
交
渉
で
は
互
い
の
利
害
関
係

が
調
整
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
は
多
面
的
と
い
う
こ
と

で
す
。

10
．
お
わ
り
に
―
京
都
の
バ
ラ
ッ
ク
対
策
を
め
ぐ
っ
て

　
最
後
に
、
京
都
市
に
よ
る
バ
ラ
ッ
ク
街
へ
の
対
応
に
つ
い
て
考
え

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
川
修
氏
は
論
文
の
な
か

で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
京
都
市
は
一
九
五
三
年
度
か
ら
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
の
立
ち
退
き

を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
交
渉
に
よ
る
立
ち
退
き
を
お
こ
な
い
、
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す
る
際
に
は
一
定
程
度
の
配
慮
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
が
、
一
九
五

〇
年
代
に
神
戸
市
長
を
務
め
た
原
口
忠
次
郎
氏
は
議
会
で
、「
不
法

占
拠
」
バ
ラ
ッ
ク
街
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
ま
す
。

市
長
（
原
口
忠
次
郎
君
）：

不
法
占
拠
と
い
う
も
の
が
沢
山
市

内
に
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
共
は
出
来
る
だ
け
そ
う
い
う
こ
と
も

除
く
よ
う
に
努
力
致
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
ご
承
知
の
通
り

終
戦
後
残
念
な
が
ら
わ
が
国
民
性
の
い
き
方
が
、
如
何
に
も
正

義
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
勝
ち
の
た
め
に
、
な
か
な
か
不
法

占
拠
を
私
共
の
理
屈
だ
け
で
取
除
く
と
い
う
状
態
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
非
常
に
残
念
な
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
し
か

し
私
は
そ
う
い
う
こ
と
で
、
市
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
に
お
く
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
残
念
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
強
権
を
発
動
い
た
し
ま
し
て
、
不
法
占
拠
を
取
除
く
よ

う
に
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

 

（
神
戸
市
会
会
議
録

　
一
九
五
四
年
七
月
二
〇
日
）

　
こ
う
し
た
市
長
の
発
言
の
違
い
か
ら
も
、
か
な
り
早
い
時
期
に
バ

ラ
ッ
ク
街
に
対
す
る
住
宅
補
償
が
行
わ
れ
た
な
ど
、
京
都
市
に
よ
る

バ
ラ
ッ
ク
対
策
と
し
て
の
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
か
と
思
い
ま
す
。

う
こ
と
を
第
一
段
に
考
え
た
い
。
そ
の
も
の
に
つ
き
ま
し
て
は
、

お
の
ず
か
ら
私
ど
も
は
処
置
を
と
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
救
済

策
を
と
っ
て
、
不
法
占
拠
し
な
い
で
も
い
い
よ
う
な
対
策
を
と

る
。
同
時
に
私
ど
も
に
責
任
が
な
い
の
に
、
あ
る
い
は
あ
え
て

法
を
侵
し
て
い
こ
う
と
い
う
者
に
対
し
て
は
断
固
た
る
処
置
を

と
り
た
い
、
私
は
そ
の
場
合
に
お
い
て
強
制
は
あ
り
得
る
と
い

う
考
え
を
持
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
二
つ
に
分
け
て
お
聞
き
取

り
願
い
た
い
。

 

（
一
九
五
八
年
六
月
三
〇
日

　
京
都
市
会
会
議
録
）

市
長
（
高
山
義
三
君
）：

こ
の
国
際
都
市
の
玄
関
が
あ
あ
い
っ

た
よ
う
な
き
た
な
い
バ
ラ
ッ
ク
で
も
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
ど
う
も
私
ど
も
は
恥
ず
か
し
い
か
ぎ
り

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
に
手
を
つ
け
る
た
め
に
は
相
当
の

調
査
も
必
要
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
こ
れ
を
権
力
を
も
っ
て

追
っ
ち
ら
か
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
私
ど
も
は
正
し
い
政

策
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

 

（
一
九
五
九
年
三
月
六
日

　
京
都
市
会
会
議
録
）

　
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ラ
ッ
ク
街
の
状
況
の
違
い
も
あ
り
、
比
較
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も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
橋
下
居
住
以
外
に
も
、
こ
れ
ま
で
光
が
当

て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
々
や
地
区
の
存
在
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
現
時
点
で
資
料
や
記
録
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、

そ
れ
ら
が
な
か
っ
た
と
断
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
今
後
、
さ
ら
な
る

資
料
の
探
索
や
調
査
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

す
で
に
冒
頭
に
て
バ
ラ
ッ
ク
街
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て

示
し
ま
し
た
が
、
橋
下
居
住
者
を
含
め
て
、
不
可
視
と
な
っ
て
き
た

バ
ラ
ッ
ク
居
住
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
様
々
な
状
況

や
過
程
に
改
め
て
光
を
照
ら
す
こ
と
で
、
戦
後
京
都
史
の
新
た
な
一

面
を
提
示
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　
た
だ
し
、
京
都
市
の
バ
ラ
ッ
ク
街
へ
の
対
応
を
考
え
る
際
、
も
う

少
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
同
時
代
的
に
調
査
が
進
み
、
ま
た
研
究
蓄
積
も
見
ら
れ
る

京
都
駅
前
や
鴨
川
沿
い
四
〇
番
地
以
外
に
も
、
バ
ラ
ッ
ク
居
住
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
居
住
形
態
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
実
際
、
一
九
五
九
年
二
月
二
〇
日
の
『
京
都
新
聞
』
の
記
事
「
住

宅
難
そ
の
二
」
で
は
、
当
時
の
京
都
市
内
の
住
宅
難
の
状
況
と
し
て
、

狭
小
過
密
居
住
や
老
朽
住
宅
居
住
の
ほ
か
、「
土
蔵
、
物
置
、
バ
ラ
ッ

ク
、
橋
の
下
な
ど
に
ふ
つ
う
の
家
と
は
い
わ
れ
な
い
場
所
に
住
ん
で

い
る
人
た
ち
」
が
一
〇
二
〇
世
帯
あ
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
私
は
こ
の
う
ち
橋
の
下
に
住
む
人
に
つ
い
て
、『
京
都
新
聞
』

の
記
事
を
頼
り
に
調
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
至
っ

て
も
そ
の
存
在
は
登
場
し
ま
す
。一
九
六
四
年
十
月
四
日
の
記
事「〝
橋

下
の
住
人
〟
姿
を
消
す
」
に
よ
れ
ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
美
観
作
戦
と

い
う
こ
と
で
、
一
六
三
世
帯
三
八
五
人
が
当
地
か
ら
立
ち
退
か
さ
れ

た
と
の
こ
と
で
す
。
立
ち
退
き
者
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
行
政
対
応
が

あ
っ
た
の
か
、
ま
た
彼
ら
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
た
の
か
は

ま
だ
検
討
中
で
す
が
、
京
都
駅
前
や
鴨
川
沿
い
の
バ
ラ
ッ
ク
街
で
の

対
応
の
違
い
な
ど
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
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2021 年度差別の歴史を考える連続講座 
2021 年６⽉ 11 ⽇（⾦） 

於：京都部落問題研究資料センター 

 

戦後バラックと京都 

 
本岡 拓哉（同志社⼤学⼈⽂科学研究所） 

 
 
1. 戦後「バラック街」再考とその意義：拙著『「不法」なる空間をいきる』を踏まえて 

 

Ø 本研究の意図は、「バラック街」に対する既存の歴史認識（閉域として、均質なものとして、固定的なもの
としての空間理解、消滅までの単線過程）の視野の狭さや誤謬をあらわにすること。 

Ø 研究成果を踏まえて想起されるのは、バラック街の既存の歴史認識（排除的な空間表象＋消滅）を「当然」
なものとして認識することと、戦後の開発や⾼度経済成⻑の単線的理解との共犯関係。 

Ø 戦後の開発の正当性を是認する形で、バラック街に⽣きた⼈々の存在それ⾃体が歴史的にも抹消されてお
り、逆も然り、歴史的に抹消してしまうことで、⾼度経済成⻑や開発政治の正当性を追認していないか。 

Ø 現在および将来における貧困層や社会的弱者に対する差別や排除、⽴ち退き問題に⽴ち向かう場合には、歴
史的に不可視化されてきた、あるいは消滅や問題解消を「当然」とみなされてきた、同様の状況を⾒つめ直
す意義がある。すなわち、バラック街の記憶と記録の再探索というオルタナティブな戦後史には、現代およ
び将来における意義もありうるということ。 

 
 
2. バラックとはなにか 

 
※1：本来は兵隊のための宿舎，とくに駐屯兵のための細⻑い宿舎を意味する。それが転じて，⽕災や地

震，⽔害，あるいは戦争などで，家屋が焼けたり破壊されたりした際に，ありあわせの材料を⽤いて
作った⼀時しのぎのための⼩屋を指すようになり，さらには，⽐喩的に粗末な住宅⼀般をも意味する
ようになった。このことばが⼀般化したのは，1923年 9⽉ 1⽇に起こった関東⼤震災で⽡礫（がれ
き）の⼭と化した東京の都⼼に，⼈々が崩壊家屋の廃材などを組み合わせて建てた粗末な⼩家屋をバ
ラックと呼ぶようになってからである。なお，第2次世界⼤戦後，⽇本の⼤都市の焼⼟に建ち並んだ
急ごしらえの⼩屋もまたバラックと呼ばれた。［⾼⽥公理］（世界大百科事典、平凡社）

 
 
3. 描かれる「バラック街」の生活風景 


※2：その昔、⾓倉了以が巨万の私財をなげうって完成させた⾼瀬川は、森鴎外の名作「⾼瀬⾈」や、

映画の英雄⽉形半平太の情話と結びついて、⼈々の頭に情緒豊かなイメージを与えていてくれる。
（略）ところが、五条通をすぎ、かっての船着場といわれる内浜（未解放部落）を通り抜けて東海
道本線を越えた途端、つまり、京都駅裏にさしかかったところで、⾼瀬川はその⾵雅な様相を⼀変
する。（略）今にも折れそうなつっかい棒で川に体半分あずけた家が、なんと六⼗数⼾もへし合っ
ているのである。あり合せの板切れでこしらえられた三畳⼀間から、多くて⼆間切りのハーモニカ
バラックが、お互いにもたれ合いながら、どうにかこうにかふんばっている格好だ。ここから⻄に
向うと、家の格好も将棋スタイルから屋台スタイルに変り、⼀⼾ずつ思い思いに全く雑然と居をか
まえている。そしてこれらのバラックの間を、破れかかったクモの巣のような路地が、あるいは縦
に、あるいは斜めに、⾃由気ままに⾛り抜けている。路地は、最初から路地としてあったのではな
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く、バラックとバラックとが争いあった結果残された「空き地」がいつの間にか結び合わされて路
地にされたまでのことである。
  そこでくびすを返し、例の加茂川に⾜を向けていただくとしよう。（略）関⻄の有数の規模を持
ち、平安朝の柳原散所の流れをくむという内浜部落とは、わずか東海道本線⼀つで接しているので
あるが、加茂川の堤防が、その内浜部落を通り抜けたとたん、忽ち住宅地に早変わりしているので
ある。いや、今では堤防どころか、勢余って堤防をのりこえ、⽂字通りの河原にさえ、バラックは
はみ出しはじめているのだった。（馬原鉄男「部落はかくして創られた―京都市屋形町、高倉町、東

ノ町、西ノ町の場合」『部落』11-1、pp.31-39、1959 年。）
 

 

 

4. 「バラック街」の生成過程とその条件 

 

Ø 空襲被害＋住宅喪失者（被災者・引揚者）による絶対的住宅難 
Ø 戦時期の建設計画停止、建物疎開・空襲によって生み出された「空地」の存在 
Ø 終戦直後の住宅政策の遅れ／「浮浪者」対策重視と「仮小屋」の放置 
Ø 「都会地転入抑制緊急措置」解除（1949 年）と朝鮮特需における都市の労働力需要の拡大 

 
※3：戦災を受けた都市には、戦後極度の住宅難のためいくつかのバラック集落ができ、それがだんだん
膨張して⼤きな集落をつくり、各都市共にそれぞれこの対策に悩んでいる。
 京都市はこの点戦災を受けなかったので、バラックが部分的に散財する程度であったが、昭和27
年頃より京都駅に近い国鉄沿線南部周辺に急に増え、新しいスラムを形成しはじめた。

（京都市住宅対策本部『国鉄沿線南部バラック集落の実態調査報告』1958 年） 

 
 
5. 「バラック街」の住環境：東京との比較 

 
表 1                       表 2 

   
参照：東京都民生局『東京都地区環境調査—都内不良環境地区の現況—』1959 年。 

 

バラック街
不良環境

地区

東京都

区部

専用 75.2% 75.3% 88.3%
共同 23.9% 21.1% 11.7%
不詳 0.9% 3.6% ―
敷地外 49.1% 64.8% ―
戸外 9.3% 7.8% ―
設備なし 39.8% 25.6% ―
不詳 1.8% 1.8% ―
戸内専用 27.7% 54.4%
戸外専用 3.2% 0.8%
戸内共同 6.6% 17.4%
戸外共同 62.1% 26.5%
不詳 0.4% 0.9% ―
専用水道 16.4% 38.1%
専用井戸 1.5% 0.7%
共同水道 51.9% 50.4%
共同井戸 27.7% 10.2%
その他 1.9% 0.4% ―
不詳 0.6% 0.2% 0.7%

台所

使用

状況

排水

状況

便所

の

状況

81.2%

18.8%

給水

状況

82.1%

17.2%

バラック街
不良環境

地区

東京都

区部

〜5年 15.4% 8.2% ―
6〜10年 25.8% 9.4% ―
11〜15年 33.0% 16.3% ―
16〜20年 2.2% 7.1% ―
21年〜 14.6% 51.4% ―
不詳 13.3% 7.6% ―
健全 19.6% 20.1% 63.3%

少修理必要 25.5% 36.6% 20.5%
大修理必要 32.2% 28.9% 7.4%
修理不能 18.8% 12.2% 8.8%
不詳 4.0% 2.2% 0.0%
〜1.4畳 49.2% 29.8% 6.2%
1.5〜2.4畳 31.3% 37.3% 28.0%
2.5〜3.9畳 11.8% 20.6% 30.1%
4畳〜 4.5% 11.5% 35.7%
不詳 3.2% 0.8% ―

1人当り
畳使用

数

建築

時期

破損

状況
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表 3                             表 4  

住宅の面積  水道・井戸・流し・煮炊き場 

面積 戸数 割合 京都市割合  状況 世帯数 割合 

10 ㎡以下 3 1.7% 6.0%  全部専用 107 59.1% 

10〜20 ㎡ 60 33.9% 17.2%  全部共用 10 5.5% 

20〜30 ㎡ 58 32.8% 18.7%  一部共用及びなし 54 29.8% 

30 ㎡以上 52 29.4% 58.1%  全部なし 10 5.5% 

不明 4 2.3% -        

表 5         表 6       

住宅の構造  便所 

外観 戸数 割合 京都市割合  状況 世帯数 割合 

構造 2 1.1% 80.0%  専用 102 56.4% 

木造モルタル 8 4.5% 13.9%  共用 39 21.5% 

バラック 164 92.7% 0.7%  なし 40 22.1% 

その他 3 1.7% 5.4%     

参照：京都市『鴨川陶化橋“０番地域”調査報告』1973 年。 

 
 
 
6. 「バラック街」社会の多様性と関係性：東京との比較 

Ø 必ずしも、バラック街の居住者は一般社会とは隔絶しておらず、孤立もしていなかった。社会的混合（social 
mix）の度合いや社会的流動性は高く、内部構成も決して均質的でも、固定的でもない。 

Ø バラック街の内部と外部を隔てる分断線は曖昧であり、多孔的でもある。つまり、当該空間は決して閉曲線

で囲まれた領域として存在したのではなく、広範で複層的な関係性のなかで常に構成されていた。 
 
表 7                         表 8 

   
参照：東京都民生局『東京都地区環境調査—都内不良環境地区の現況—』1959 年。 

 

バラック街
不良環境

地区

東京都

区部

1年未満 5.0% 2.4% ―
1〜5年 30.9% 23.1% ―
5〜10年 35.1% 21.1% ―
10〜15年 23.3% 28.9% ―
15〜20年 1.8% 6.0% ―
20年以上 3.9% 18.5% ―
無料 0.9% 3.5% 2.4%

〜299円 36.2% 27.1% 1.5%

〜1,499円 35.2% 41.1% 17.8%

〜2,999円 16.5% 18.4% 23.4%

3,000円〜 11.3% 9.9% 54.7%

居住

期間

家賃

バラック街
不良環境

地区

全国

市部

筋肉 23.6% 20.9% ―
事務技術 18.3% 25.4% ―
職人 9.4% 10.0% ―

個人経営 12.5% 13.1% ―
自由業 13.1% 4.9% ―

5.6% 7.9% ―
16.6% 15.7% ―
0.9% 2.0% ―
17.7% 16.5% 10.5%
34.7% 33.0% 40.2%
16.8% 23.7% 28.8%
6.6% 10.4% 20.1%
24.2% 16.4% 0.4%

世帯主

職業

賃金

労働

自営

業

無職

その他

不詳

現金

収入

〜9,999円
〜19,999円
〜29,999円
30,000円〜
不詳
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表 9                     表 10  

来住の時期  来住の理由 

来住の時期 世帯数 比率  理由 世帯数 比率 

1946 年（11 年前） 13 2.5%  

職
業
上 

失業 29 5.7% 

1947 年（10 年前） 36 7.1%  事業失敗 46 9.0% 

1950 年（7年前） 33 6.5%  離職 53 10.4% 

1952 年（5年前） 30 5.9%  その他 70 13.7% 

1953 年（4年前） 46 9.0%  

家
庭
上 

家族離別 16 3.1% 

1954 年（3年前） 93 18.2%  家族死別 13 2.5% 

1955 年（2年前） 93 18.2%  家庭不和 25 4.9% 

1956 年（1年前） 62 12.2%  その他 25 4.9% 

1957 年（6ヶ月前） 97 19.0%  
居
住
上 

家屋明渡 77 15.1% 

不明 7 1.4%  災害喪失 15 2.9% 

    その他 126 24.7% 

    不明 15 2.9% 

表 11 
   

表 12     

来住前居住地  本籍地 

来住前居住地 世帯数 比率  本籍地 世帯数 比率 

京都市内 324 63.5%  京都市内 170 33.3% 

近畿 85 16.7%  近畿 110 21.6% 

近畿以外 90 17.6%  近畿以外 149 29.2% 

朝鮮 1 0.2%  朝鮮 71 13.9% 

不明 10 2.0%  不明 10 2.0% 

 参照：京都市住宅対策本部『国鉄沿線南部バラック集落の実態調査報告』1958 年。 

 

   表 13                  表 14  

職業  収入 

職業別 世帯数 比率  収入 世帯 うち生活保護 比率 

日雇 109 21.4%  収入なし 10 10 2.0% 

バタヤ等 164 32.2%  3999 円まで 72 22 14.1% 

土工 19 3.7%  7999 円まで 169 44 33.1% 

工員 16 3.1%  11999 円まで 112 14 22.0% 

職人 51 10.0%  15999 円まで 79 2 15.5% 

会社員 8 1.6%  17999 円まで 5   1.0% 

店員 18 3.5%  19999 円まで 13   2.5% 

運転手 15 2.9%  23999 円まで 19   3.7% 

行商 9 1.8%  27999 円まで 6   1.2% 

公務員 13 2.5%  28000 円以上 19   3.7% 

養豚 6 1.2%  不明 6   1.2% 

その他 47 9.2%      

なし 35 6.9%      

参照：京都市住宅対策本部『国鉄沿線南部バラック集落の実態調査報告』1958 年。 
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表 15  

職種明細     

職種 業種 人員 割合     

日雇 建設業 32 17.7%     

土工 建設業 14 7.7%     

土建業 建設業 15 8.3%     

大工職人等 建設業 9 5.0%     

手伝い 建設業 7 3.9%     

工員 製造業 10 5.5%  表 16    

友禅職人 製造業 9 5.0%  職業別 世帯数 割合 

鉄工業 製造業 3 1.7%  バタヤ 87 38.2% 

運転手 運輸通信 16 8.8%  人夫 48 21.1% 

市交通局 運輸通信 1 0.6%  大工 1 0.4% 

商人 卸売・小売業 5 2.8%  工員 22 9.6% 

店員 卸売・小売業 2 1.1%  運転手 1 0.4% 

資源再生 卸売・小売業 4 2.2%  商業 21 9.2% 

サービス業等 サービス業 5 2.8%  会社員 13 5.7% 

会社員 分類不能 15 8.3%  公務員・教員 2 0.9% 

無職   24 13.3%  ヒロポン売買 8 3.5% 

不明   10 5.5%  その他 20 8.8% 

計   181 100.0%  無職 5 2.2% 

参照：京都市『鴨川陶化橋“０番地域”調査報告』1973 年。      参照：東京都文京区役所土木課『第一次後楽園 

裏部落除去記録』1954 年 

 

 

7. 社会問題となるバラック街：神戸を参照して 

 

表 17：1950 年代におけるバラック街の社会問題に関する『神⼾新聞』記事の⾒出し 
番号 年⽉⽇ 記事⾒出し 分類 

1 1951. 7. 26 [美観」と「生存」の対立 表玄関神戸駅前のバラック 景観 

2 1952. 8. 28 非衛生的驚くばかり 赤痢発生のバラック街 衛生 

3 1954. 3. 18 どうする？このバラック "お見せしろ""すな" 陛下お迎え前に消毒騒ぎ 景観 

4 1955. 5. 20 建つわ建つわ不法バラック 悲壮な決意の住人"追われたら一家心中" 反社会 

5 1957. 2. 14 火魔呼ぶバラック街 自衛組織も少なく低すぎる防火知識 防災 

6 1957. 4. 27 住みよい街に 不法占拠のバラック 深刻な住宅問題からみ難しい立退き 反社会 

7 1958. 9. 9 市有地に居座るバラック 市内に五千戸以上も 臭いブタ飼育に非難の声 衛生 


※４：建設省調べによると、市内で物置やバラック、橋の下など⾮住宅に住んでいるものが千⼆⼗世帯

もあり、⽼朽した住宅に五千六百七⼗世帯住んでいる。こうした住宅をつぶし、新しい住宅を建
てて住み⼼地よくしようというもの。とくにひどいのは、国鉄東海道線南側の鴨川堤で、マッチ
箱のようなバラックが五百⼾近く、テンデバラバラに密集している観光京都の⼊⼝なのにこんな
⾒苦しいシミは⼀時もほっておけない(「市⺠の社会科（64）市営住宅（下）」『京都新聞』1959
年 4 ⽉ 11 ⽇)  
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8. 「不法占拠」問題への対処：全国的な動向 


※５：京都は戦災を受けた他都市と違って、焼け跡、焼けビルというものはなく、無断で空地に⼯場を建

てたり、住居を構えたり、また郡部の⽅では他⼈の⼭林に勝⼿に植林したりしている。これも戦後
の社会秩序の混乱に乗じたものであることは焼け跡の不法占拠と同様である。（略）不当は権利者に
対する法の保護が完全でないことを悪⽤にした侵害者が勝利となるならば、正直者は常にバカをみ、
犯罪もまたやむを得ないという⾵潮が起ることを⼼配する。幸い法務省では、⽬下「不動産不法占
拠処罰」の刑事⽴法化を準備し、次の国会に提案の以降だといわれるが、⼤いにこれを促進し、法
治国⺠として明るい安⼼した⽣活ができることを望みたい。

 （「社説 “不法占拠処罰”の⽴法化急げ」『京都新聞』1959年 9⽉ 4⽇）


表 18：「不動産窃盗」⽴法化に関する経過概要 
年⽉⽇ 事項 主体 

1954.8 陳情書提出 社団法人大阪土地協会 

1956.10.29 要望書提出 近畿市長会、全国市長会、全国市議会議長会 

1958.10.26 不動産の不法占拠の実情調査 衆議院法務委員会（来阪） 

1959.5.25 法務省、五都市会議所懇談会 法務省、東京、名古屋、京都、大阪、神戸五都市会議所 

※６：戦後発⽣した不動産の不法占拠は六⼤都市の公有地約⼆⼗四万六千坪であり、都市計画等各種
事業遂⾏上の最⼤のガンとなると共に、⼤きな社会悪の培養素となっている。しかもこれら不
法占拠に対する⼿段は⾏政上の強制執⾏の認められる場合は極めて⼀部分で、殆どが⻑年⽉を
要する⺠事訴訟によるため侵略⾏為を⽬前に拱⼿傍観せざるをえない。･･･罪刑法定主義による
国⺠権利の保護の趣旨を考慮し、速やかに法律の明⽂による不法占拠に対する刑事罰と公有物
件に対する強制執⾏の法制化を要望する。（六⼤都市不法占拠対策協議会（代表：⼤阪市⻑）に
よる⽴法措置の要望書（1959年 6⽉ 14⽇））

※７：不動産侵奪罪（刑法235条ノ 2） 「他⼈の不動産ヲ侵奪シタル者ハ10年以下の懲役に処ス」
 
 
9. バラック街の「立ち退き」をめぐる複線的な過程と行政対応 

 

Ø 強制⽴ち退き：⾏政代執⾏による強制撤去、⽕災後の再定住禁⽌ 
Ø ⾃主移転：移転補償費（⾒舞⾦）提供による⾃主移転／公営住宅の斡旋による⾃主移転 
Ø 集団移住：住宅地区改良事業の適⽤、改良住宅への集団移住／⼟地の払下げによる集団移住 
Ø 居住継続：⾏政による放置・放任 

 
表 19 河川敷居住地で実施された住環境整備の内容と整備主体 

河川名 協議会／住環境整備主体 住環境整備の内容 

⽩川 
⽩川不法占⽤協議会（1968 年発⾜) 
建設省：建設局，⾏政監察局，法務局，財務局 
熊本県：知事，各部⻑他 

 地区指定:1971 年，不良度 100% 
 建設⼾数:350 ⼾（県市で分担） 

旧太⽥川 
（基町） 

基町地区再開発促進協議会（1968 年発⾜） 
広島県，広島市 

地区指定：1969 年 
建設⼾数：⻑寿園 1,904 ⼾，基町 694 ⼾ 

安倍川 
静岡県安部川総合対策協議会（1966 年発⾜） 
建設省：中部地建、静岡県：副知事，部局⻑、 
静岡市：市⻑，部局⻑ 

改良住宅建設：1968 年、地区指定：1970 年  
建設⼾数：改良住宅 230 ⼾，福祉住宅 30 ⼾ 
     店舗 28 ⼾，作業所 28 ⼾ 

鶴⾒川 
建設省：関東地⽅建設局⻑ 
神奈川県：知事横浜市：市⻑ 

改良住宅地区指定：1968 年 
建設⼾数：180 ⼾、建設地：県より廃川敷を借⽤（7,722 ㎡） 

参照：近畿地⽅建設局⽔政課『河川敷不法建築物対策研究会報告』、1970 年。 
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10. 「立ち退き」をめぐる多面的な空間の政治 

 
Ø バラック街の⽴ち退きをめぐっては、⾏政当局が戦略的⾒地から、警察権⼒を⽤いた⾏政代執⾏による強制

撤去だけではなく、個別交渉を⽤いて地区居住者の分断を図る⽅法、住宅地区改良法や⼟地の払下げなど、
様々な⽅法で当該空間の消滅が促進されてきた。 

Ø その間、不動産侵奪罪（1960 年）や新河川法（1964 年）など法的根拠が整備される⼀⽅で、メディアの排
他的な⾔説が介在し、バラック街は社会的に問題視され、居住者への社会的排除は進⾏、⾏政当局によるバ
ラックの撤去や居住者の⽴ち退きの正当性は確固たるものになっていった。 

Ø それに対して、居住者は様々な⽅法で戦術的に⽣活世界を維持し、公権⼒に対して⽀援者の協⼒を受けなが
ら連帯し、組織化し、⾃らの居住や⽣活の権利を主張し、抵抗することもあった。 

Ø ⾏政当局と居住者との関係は⼀筋縄に対⽴として理解することはできない。それぞれの組織は必ずしも⼀
枚岩的に捉えられず、交渉では互いの利害関係が調整されることもあり、そのあり⽅は多⾯的である。 

 

11. 京都のバラック対策をめぐって 

 
表 20 京都市のバラック対策（1950〜1970 年代初頭） 

時期 事項 
1953 年 昭和 28 年度崇仁地区疎開跡整備計画 
1954 年 京都駅前疎開跡バラック居住者移転⽤として共同仮設住宅建設（13 ⼾） 
1956 年 京都駅前疎開跡買収⽤地に崇仁第三市営住宅（18 ⼾）、崇仁第⼆市営住宅（6 ⼾）竣⼯ 
1958 年 2 ⽉ 京都市による「国鉄沿線南部バラック集落実態調査」 
1960 年 7 ⽉ 深草鈴塚町住宅竣⼯（24 ⼾、バラック居住者対策） 
1960 年 12 ⽉ 東七条地区に住宅地区改良事業地区指定 
1961 年 6 ⽉ 橋下不法占拠実態調査（鴨川・⾼野川・桂川） 
1961 年 9 ⽉ 罹災世帯を対象に深草桜島住宅竣⼯（29 ⼾、⼋条〜九条間の河川敷バラック対策） 
1964 年 10 ⽉ 橋下不法占拠者の⽴ち退き完了（オリンピック美観対策） 
1962 年 12 ⽉ 北河原町改良住宅竣⼯（142 ⼾、新幹線敷設のための⽴ち退き世帯対象） 
1963 年 10 ⽉ 京都府による０番地実態調査 
1964 年 8 ⽉ 紙屋川バラック⽕事後（7 ⽉ 31 ⽇）に再建対策 
1967 年 9 ⽉ 京都市「東九条スラム対策基本計画」 
1969 年 9 ⽉ 「東九条実態調査報告書」作成 
1973 年 『鴨川陶化橋“０番地域”調査報告』 
参照：京都市『鴨川陶化橋“０番地域”調査報告』、1973 年。 
   前川修「東七条におけるバラック対策と新幹線敷設」『部落解放研究』141、pp.39-61、2001 年。 
   ⼭本崇記『住⺠運動と⾏政権⼒のエスノグラフィ―差別と住⺠主体をめぐる〈京都論〉』晃洋書房、2020 年。 


※8：京都市は1953年度からバラック住宅の⽴ち退きをおこなってきたが、交渉による⽴ち退きをお

こない、公権⼒によって⽴ち退きを強制したことは⼀度もなかった。京都市はこれらの経験から
⽴ち退きを円滑におこなうためには、次の⽣活の場を確保することが不可⽋であるとの⽅針をか
ためていたのである。1959年度から始まるバラック集落の⽴ち退きもこの⽅針に従い移転先を
斡旋し、移転補償をおこなうものであった。（前川修「東七条におけるバラック対策と新幹線敷

設」『部落解放研究』141、pp.39-61、2001 年。） 
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■ 「不法占拠」バラックへの対応をめぐる京都市⻑と神⼾市⻑の発⾔ 

※9：市⻑（⾼⼭義三君）：それからいまのバラック住宅につきましては、これは実は数年前から私と
いたしましても⾮常に責任を感じております。（略）不法占拠する者についてわたしどもにどこ
まで責任があるかということを第⼀段に考えたい。そのものにつきましては、おのずから私ども
は処置をとる。そしてそれらの救済策をとって、不法占拠しないでもいいような対策をとる。同
時に私どもに責任がないのに、あるいはあえて法を侵していこうという者に対しては断固たる処
置をとりたい、私はその場合において強制はあり得るという考えを持っておりますので、⼆つに
分けてお聞き取り願いたい。（1958 年 6 ⽉ 30 ⽇ 京都市会会議録）


※10：市⻑（⾼⼭義三君）：この国際都市の⽞関がああいったようなきたないバラックでもって覆わ

れているということは、まことにどうも私どもは恥ずかしいかぎりであります。しかしこれに⼿
をつけるためには相当の調査も必要なんであります。ただこれを権⼒をもって追っちらかすとい
うことだけでは、私どもは正しい政策ではないと考えます。（1959 年 3 ⽉ 6 ⽇ 京都市会会議
録） 


※11：市⻑（原⼝忠次郎君）：不法占拠というものが沢⼭市内にございまして，私共は出来るだけそ

ういうことも除くように努⼒致しております。しかしご承知の通り終戦後残念ながらわが国⺠性
のいき⽅が，如何にも正義ということが忘れられ勝ちのために，なかなか不法占拠を私共の理屈
だけで取除くという状態ではございません。これは⾮常に残念なことと存じますが，しかし私は
そういうことで，市の状態をそのままにおくわけにはいきませんので，残念なことでございます
けれども，強権を発動いたしまして，不法占拠を取除くように準備を進めております。たまたま
⼤⽕災が不法占拠のあったところに出たということでございますが，出来るだけそういうことを
取除いていって出来るだけ災害を，⽕災による災害を除くようにしたいと思っております。なお
この点につきましては，これまで建築の許可が神⼾市にございません。これは全部県にございま
すがいろいろ不便がございますので，こういう点も私共出来るだけ取除いていきたいというふう
に努⼒しております。（神⼾市会会議録 1954 年 7 ⽉ 20 ⽇）
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江
戸
時
代
の
元
禄
年
間
こ
ろ
か
ら
「
え
た
」
と
い
う
差

別
呼
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
々
で
す
が
、
今
も
こ
の
呼
び

方
で
つ
ら
い
思
い
を
さ
れ
る
方
々
も
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の

呼
び
方
を
用
い
る
の
は
被
差
別
民
の
種
類
の
区
別
を
示
す
必
要
が
あ

る
時
や
、
江
戸
時
代
の
文
献
を
引
用
す
る
際
な
ど
に
限
り
、
そ
れ
以

外
は
被
差
別
民
と
い
う
呼
び
方
で
統
一
い
た
し
ま
す
。（
＊
な
お
、

さ
ら
に
三
つ
目
と
し
て
、
こ
の
講
演
録
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

当
日
お
話
し
た
内
容
や
お
配
り
し
た
史
料
で
、
誤
り
に
気
が
つ
い
た

点
は
訂
正
し
た
こ
と
や
、
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
・
ご
質
問
を
踏
ま

え
て
、
説
明
が
分
か
り
に
く
か
っ
た
り
、
不
十
分
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
事
が
ら
に
つ
い
て
は
、
加
筆
し
て
い
る
こ
と
を
、
申
し
添
え

て
お
き
ま
す
。）

　
今
日
の
お
話
の
対
象
と
な
る
銭
座
跡
村
は
、
享
保
一
七
（
一
七
三

二
）
年
に
、
当
時
の
京
都
の
市
街
地
と
農
村
部
の
境
目
に
あ
っ
た
大

仏
柳
原
庄
と
い
う
村
の
領
域
に
開
発
さ
れ
た
被
差
別
民
の
村
で
す
。

後
で
詳
し
く
見
て
い
き
ま
す
が
、
大
仏
柳
原
庄
の
領
域
は
、
加
茂
川

の
両
岸
に
ま
た
が
っ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
、
鴨
川
の
西
側
の
領
域
が
、

現
在
の
崇
仁
地
区
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
ま
す
。

　
銭
座
跡
村
は
、
同
じ
く
現
在
の
崇
仁
地
域
に
あ
っ
た
六
条
村
か
ら

分
か
れ
て
成
立
し
た
村
で
あ
り
、
住
民
の
多
く
が
皮
製
品
を
製
造
す

る
皮
革
関
連
産
業
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人
口
は
一
八
世
紀

の
末
ま
で
に
二
千
人
を
超
え
る
ま
で
に
拡
大
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、

当
時
、
京
都
で
最
大
規
模
の
被
差
別
民
の
村
で
あ
っ
た
六
条
村
と
並

ぶ
人
数
で
す
。
こ
の
よ
う
に
銭
座
跡
村
は
、
近
世
後
半
の
京
都
の
地

域
社
会
に
お
い
て
は
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
規
模
の
村
で
し

た
が
、
か
つ
て
は
、
六
条
村
よ
り
史
料
が
乏
し
く
、
実
態
の
分
か
ら

な
い
村
だ
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
近
年
公
開
さ
れ
た
史
料
や
、

整
理
が
進
ん
だ
史
料
の
中
に
、
多
く
の
銭
座
跡
村
に
つ
い
て
の
記
録
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る
京
都
町
奉
行
所
も
、
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

今
日
の
お
話
の
舞
台
と
な
る
大
仏
柳
原
庄
と
、
そ
こ
を
支
配
す
る
領

主
や
京
都
町
奉
行
所
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

１
　
大
仏
柳
原
庄
の
百
姓
と
領
主

ⅰ
　
大
仏
柳
原
庄
の
本
郷
（
上
郷
・
下
郷
）
の
百
姓
た
ち

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅰ-

１
①
］

　
大
仏
柳
原
庄
は
、
銭
座
跡
村
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、
長
く
実
態
の
わ

か
ら
な
い
謎
の
村
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
村
に
つ
い
て
の
ま
と

ま
っ
た
記
録
は
、
か
つ
て
は
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
作
成

さ
れ
た
『
京
都
柳
原
町
史
』
と
い
う
史
料
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
一
九
九
六
年
に
『
今
村
家
文
書
』
の
存
在
が

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
村
に
つ
い
て
の
情
報
は
格
段
に
増

え
ま
し
た
。
今
村
家
は
戦
国
期
に
こ
の
地
域
を
拠
点
と
し
て
い
た
土

豪
と
呼
ば
れ
る
有
力
な
在
地
の
武
士
の
子
孫
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の

後
半
は
、
こ
の
村
の
本
村
の
庄
屋
を
務
め
て
い
た
家
で
す
。（『
今
村

家
文
書
』
と
『
京
都
柳
原
町
史
』
な
ど
の
今
日
参
照
す
る
資
料
に
つ

い
て
は
、
お
配
り
し
た
添
付
資
料
の
１
頁
か
ら
２
頁
に
か
け
て
の
補

足
１
か
ら
４
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。）

　
大
仏
柳
原
庄
の
領
域
は
大
ま
か
に
言
え
ば
、
五
条
通
り
か
ら
南
、

八
条
通
り
か
ら
北
の
鴨
川
の
両
岸
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
南
側
の
一

が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
様
々
な
こ
と
が
分
か
り
始
め
て
い
ま
す
。

今
日
は
、
こ
の
村
が
成
立
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
当
時
の
地

域
社
会
を
形
作
っ
て
い
た
様
々
な
身
分
・
階
層
の
集
団
の
関
係
の
あ

り
方
に
着
目
し
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

Ⅰ
　
銭
座
跡
村
の
成
立
に
関
わ
っ
た
人
々

　
初
め
に
、
銭
座
跡
村
の
成
立
に
関
わ
っ
た
組
織
や
集
団
に
つ
い
て
、

見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
添
付
資
料
の
１
頁
の
図
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
太
い
枠
で
括
っ
て

い
る
の
が
今
日
登
場
す
る
主
な
組
織
や
集
団
で
す
。
そ
の
う
ち
、
被

差
別
民
の
集
団
は
、
銭
座
跡
村
と
そ
の
元
に
な
っ
た
六
条
村
、
そ
し

て
、
六
条
村
と
と
も
に
銭
座
跡
村
の
成
立
の
過
程
に
大
き
く
関
わ
っ

た
天
部
村
の
三
つ
で
し
た
。
銭
座
跡
村
と
そ
の
元
と
な
っ
た
六
条
村

が
、ど
ち
ら
も
大
仏
柳
原
庄
と
呼
ば
れ
る
百
姓
の
村
の
領
域
内
に
あ
っ

た
こ
と
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
通
り
で
す
。
ま
た
、
天
部
村
は
、

川
崎
村
と
並
ん
で
京
都
で
特
に
歴
史
の
古
い
「
え
た
」
村
で
、
豊
臣

秀
吉
に
よ
る
京
都
改
造
の
後
は
、
東
三
条
に
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
こ
の
村
の
成
立
に
は
、
大
仏
柳
原
庄
の
百
姓
や
、
こ
の
村

の
最
大
の
領
主
で
あ
っ
た
妙
法
院
、
そ
し
て
、
京
都
の
市
街
地
や
そ

の
他
畿
内
の
幕
府
領
や
寺
社
領
を
支
配
す
る
幕
府
の
出
先
機
関
で
あ

銭座跡村の成立
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ら
南
側
に
も
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
村
の
農
地
の
ほ
と
ん
ど
が

畑
で
あ
る
の
は
、
低
湿
地
が
多
く
、
米
作
り
が
で
き
る
土
地
が
、
わ

ず
か
で
あ
っ
た
た
め
で
す
。
そ
れ
ら
の
畑
で
育
つ
の
は
、
藍
や
芋
類

な
ど
限
ら
れ
た
作
物
で
し
た
。
以
上
が
、
被
差
別
民
の
集
落
が
移
転

さ
せ
ら
れ
て
来
る
前
の
、
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
大
仏
柳
原
庄
の
状

況
で
す
。

　
な
お
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
は
北
の
上
郷
と
南
の
下
郷
に
さ
ら
に

分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
村
庄
屋
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

ⅱ
　
領
主
・
妙
法
院
と
京
都
町
奉
行
所

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅰ-

１
②
］

　
次
に
大
仏
柳
原
庄
の
最
大
の
領
主
で
あ
る
妙
法
院
と
京
都
町
奉
行

所
に
つ
い
て
見
て
お
き
ま
す
。
京
都
を
含
む
畿
内
は
関
東
と
な
ら
ん

で
大
名
の
領
国
が
少
な
く
、
小
さ
な
領
主
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
ひ
し
め

き
あ
っ
て
い
た
地
域
で
す
。
そ
し
て
各
々
の
領
主
の
土
地
も
一
ヶ
所

に
ま
と
ま
っ
て
お
ら
ず
、
分
散
し
て
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
地
域
は
非
領
国
地
域
と
呼
ば
れ
、
特
に
京
都
府
の
南
部
に
あ

た
る
山
城
の
国
で
は
一
つ
の
村
に
一
〇
以
上
の
領
主
が
い
た
こ
と
は

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
、
た
だ
し
大
仏
柳
原
庄
は
添
付
資
料
の
１
頁
の

表
１
に
あ
る
通
り
約
四
九
〇
石
と
い
う
小
さ
な
村
だ
っ
た
の
で
、
領

主
は
三
つ
の
門
跡
寺
院
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
九
〇
パ
ー
セ

部
の
鴨
川
に
近
い
部
分
は
唐
橋
通
ま
で
突
き
出
し
て
い
て
、
ま
た
七

条
通
り
か
ら
南
は
御
土
居
の
湾
曲
に
し
た
が
っ
て
、
少
し
西
に
張
り

出
し
て
い
ま
し
た
。

　
さ
き
ほ
ど
、
大
仏
柳
原
庄
は
、
市
街
地
と
農
村
部
の
境
目
に
あ
っ

た
村
と
お
話
し
ま
し
た
が
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
村
は
、
市
街
地
に

飲
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
村
で
も
あ
り
ま
し
た
。
大
仏
柳
原
庄
の
百

姓
の
住
む
本
村
は
鴨
川
の
東
岸
に
あ
り
ま
し
た
が
、
本
村
と
は
言
え
、

こ
こ
は
、
伏
見
街
道
沿
い
の
本
町
六
丁
目
か
ら
一
〇
丁
目
に
あ
た
る

町
で
あ
り
、
御
土
居
の
外
で
あ
っ
て
も
、
大
仏
組
と
い
う
町
組
に
属

す
る
洛
外
町
続
き
の
最
南
端
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
こ

の
村
は
、
柳
原
庄
と
も
大
仏
柳
原
庄
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、

村
の
名
前
に
「
大
仏
」
が
つ
く
の
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
方
広
寺
の

大
仏
建
立
と
そ
れ
に
伴
う
伏
見
街
道
の
開
通
以
降
の
こ
と
で
す
。
そ

の
た
め
、
こ
の
村
の
鴨
川
東
岸
は
、
秀
吉
に
よ
る
京
都
の
都
市
改
造

の
頃
か
ら
す
で
に
市
街
地
化
が
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
村
の
鴨
川
西
岸
も
七
条
通
り
か
ら
北
側
は
、
一
八
世
紀

の
前
半
ま
で
に
完
全
に
市
街
地
化
し
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
伏
見

街
道
沿
い
の
区
域
に
は
町
人
だ
け
で
な
く
、
農
業
で
暮
ら
し
を
立
て

る
百
姓
も
住
み
、
そ
の
畑
が
伏
見
街
道
と
鴨
川
の
間
の
現
在
、
京
阪

電
鉄
の
通
っ
て
い
る
あ
た
り
や
、
対
岸
の
鴨
川
西
岸
の
七
条
通
り
か
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大
仏
柳
原
庄
の
領
主
の
う
ち
妙
法
院
と
知
恩
院
は
、
ど
ち
ら
も
鴨

川
東
岸
の
東
山
に
あ
る
大
寺
院
で
す
。
一
七
世
紀
の
末
以
降
、
東
山

の
大
寺
院
の
多
く
は
、
鴨
川
の
河
川
敷
の
領
地
を
、
商
業
用
地
や
宅

地
に
し
て
地
代
収
入
を
得
る
た
め
に
、
盛
ん
に
新
地
開
発
を
進
め
ま

し
た
。
低
湿
地
が
多
い
河
川
敷
は
、
農
地
と
し
て
は
高
い
収
益
が
期

待
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
大
仏
柳
原
庄
の
最
大
の
領
主
で
あ
っ

た
妙
法
院
も
同
様
に
新
地
開
発
を
進
め
ま
し
た
。
こ
の
村
の
鴨
川
西

岸
の
七
条
通
り
か
ら
北
の
市
街
地
化
は
、
新
地
開
発
の
結
果
だ
っ
た

の
で
す
。

　
そ
の
開
発
に
伴
い
、
二
つ
の
被
差
別
民
の
集
落
が
、
本
村
の
百
姓

の
畑
で
あ
っ
た
鴨
川
西
岸
の
七
条
通
り
か
ら
南
の
一
角
に
、
移
転
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
え
た
」
村
の
六
条
村
と
「
ひ
に
ん
」

の
長
屋
で
あ
る
「
ひ
に
ん
」
小
屋
水
車
で
す
。
大
仏
柳
原
庄
の
領
内

に
は
幕
末
ま
で
に
五
つ
の
被
差
別
民
の
集
落
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
、
添
付
資
料
の
６
頁
の
表
５
に
一
覧
が
載
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
五
つ
の
集
落
の
中
で
最
初
に
大
仏
柳
原
庄
に
成
立
し
た
被
差
別

民
の
集
落
が
、
こ
の
六
条
村
と
「
ひ
に
ん
」
小
屋
水
車
で
し
た
。
移

転
さ
せ
ら
れ
て
来
た
理
由
は
、
被
差
別
民
の
存
在
が
町
家
誘
致
の
妨

げ
に
な
る
と
さ
れ
た
た
め
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
妙
法
院
の
お
坊

さ
ん
が
書
い
た
日
誌
に
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ
り
、
被
差
別
民
の
集

ン
ト
以
上
が
妙
法
院
の
領
地
で
し
た
。
そ
し
て
、
銭
座
跡
村
も
六
条

村
も
、
妙
法
院
の
領
内
に
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
門
跡
寺
院
と
い
う

の
は
、
皇
族
や
摂
関
家
が
住
職
を
務
め
る
寺
の
こ
と
で
、
妙
法
院
は
、

皇
族
が
住
職
を
務
め
る
寺
で
し
た
。

　
非
領
国
地
域
の
小
さ
な
領
主
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
か
ら
年

貢
を
受
け
取
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
地
域
の
所
領
は
、
あ
ま
り
に

入
り
組
み
細
分
化
し
て
い
た
の
で
、
行
政
や
司
法
に
つ
い
て
は
、
基

本
的
に
は
京
都
町
奉
行
所
の
支
配
を
受
け
、
そ
の
方
針
に
従
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
銭
座
跡
村
の
成
立
の
過
程
に
は
、
領
主
の
妙
法
院

だ
け
で
な
く
、
京
都
町
奉
行
所
も
関
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

２
　
移
転
さ
せ
ら
れ
て
き
た
被
差
別
民

　
次
に
、
六
条
村
の
大
仏
柳
原
庄
へ
の
移
転
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま

す
。

　
銭
座
跡
村
が
六
条
村
か
ら
分
か
れ
て
で
き
た
村
で
あ
る
こ
と
は
、

先
に
お
話
し
ま
し
た
が
、
被
差
別
民
の
側
の
銭
座
跡
村
開
発
の
最
大

の
動
機
が
、こ
の
移
転
の
時
に
積
み
残
さ
れ
た
課
題
と
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
が

あ
り
ま
す
の
で
（
添
付
資
料
２
頁
補
足
３
Ａ
参
照
）、
そ
れ
ら
の
ご

研
究
も
参
照
し
な
が
ら
私
自
身
の
考
え
を
付
け
加
え
て
お
話
し
ま
す
。

ⅰ
　
新
地
開
発
と
六
条
村
の
移
転

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅰ-

２
①
］

銭座跡村の成立

35



い
「
え
た
」
村
で
あ
る
天
部
村
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
役
人
村

は
、
町
奉
行
所
配
下
の
四
座
雑
色
の
支
配
を
受
け
て
お
り
、
立
地
し

て
い
る
場
所
の
領
主
の
支
配
下
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
の
敷
地

の
ほ
と
ん
ど
は
、
刑
警
吏
役
の
代
償
と
し
て
、
年
貢
の
か
か
ら
な
い

免
租
地
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
領
主
と
は
年
貢
を
通
し
て
の
関
係
も

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
六
条
村
は
、
奉
行
所
の
役
人
を
通

し
て
妙
法
院
と
交
渉
し
、
公
の
御
用
で
あ
る
刑
警
吏
役
に
支
障
を
き

た
さ
な
い
よ
う
、
移
転
先
に
は
市
街
地
に
近
い
場
所
を
要
求
し
ま
し

た
。
ま
た
移
転
を
受
け
入
れ
る
条
件
と
し
て
、
妙
法
院
に
よ
る
移
転

費
用
の
負
担
、
移
転
前
の
二
倍
の
面
積
の
宅
地
の
確
保
も
求
め
ま
し

た
。

ⅲ
　
皮
革
関
連
産
業
が
盛
ん
な
村

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅰ-

２
①
］

　
六
条
村
が
移
転
先
と
し
て
二
倍
の
宅
地
を
要
求
し
た
の
に
は
、
理

由
が
あ
り
ま
す
。
六
条
村
で
は
「
え
た
」
村
の
仕
事
と
し
て
そ
の
独

占
が
保
証
さ
れ
て
い
た
皮
革
関
連
産
業
が
盛
ん
で
し
た
。
特
に
一
七

世
紀
の
末
か
ら
は
、
雪
駄
と
い
う
裏
に
皮
を
は
っ
た
草
履
な
ど
の
皮

製
品
の
需
要
が
、
庶
民
に
ま
で
拡
大
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
生
産
に
従

事
す
る
労
働
者
の
流
入
が
増
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
一
八

世
紀
初
頭
の
六
条
村
の
人
口
は
、
同
じ
く
皮
革
関
連
産
業
で
も
知
ら

れ
て
い
た
役
人
村
筆
頭
の
天
部
村
を
上
回
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

落
が
あ
る
た
め
、
町
人
の
誘
致
に
差
し
障
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
、

か
な
り
露
骨
な
言
葉
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。

ⅱ
　
刑
警
吏
役
（
行
刑
役
＋
警
吏
役
）
を
担
う
役
人
村

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅰ-

２
①
］

　
そ
れ
で
は
六
条
村
と
妙
法
院
の
移
転
交
渉
の
過
程
を
み
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
六
条
村
の
移
転
の
開
始
は
一
七
一
四
（
正
徳
四
）
年
か
ら

で
、「
ひ
に
ん
」
小
屋
水
車
の
移
転
も
ほ
ぼ
同
じ
頃
で
し
た
。

　
六
条
村
は
当
初
、
妙
法
院
か
ら
の
移
転
の
打
診
を
迷
惑
千
万
で
あ

る
と
拒
ん
で
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
断
り
切
れ
な
い
と
判
断
す
る

と
、
京
都
町
奉
行
所
を
後
ろ
盾
と
し
て
、
妙
法
院
と
の
再
三
の
交
渉

に
臨
み
ま
す
。

　
移
転
前
は
六
条
河
原
に
あ
っ
た
こ
の
村
は
罪
人
の
処
刑
や
牢
屋
の

見
張
り
や
掃
除
な
ど
刑
罰
に
関
わ
る
行
刑
役
を
担
う
役
人
村
の
一
つ

で
あ
り
、
移
転
の
直
前
に
は
京
都
市
中
の
巡
回
な
ど
も
命
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
研
究
者
は
、
役
人

村
の
仕
事
を
「
刑
警
吏
役
」
と
総
称
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
添
付

資
料
の
図
１
に
も
あ
る
よ
う
に
江
戸
時
代
の
京
都
に
は
一
八
世
紀
の

前
半
ま
で
に
、
六
条
村
も
含
め
て
五
つ
の
役
人
村
が
成
立
し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
六
条
村
は
、
天
部
村
に
次
ぐ
地
位
に
あ
り
ま
し
た
。
役
人

村
筆
頭
の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
、
役
人
村
と
し
て
は
京
都
で
最
も
古
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領
主
の
都
合
に
よ
る
理
不
尽
な
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
六
条
村

は
、
移
転
を
受
け
る
条
件
と
し
て
提
示
し
た
要
求
の
大
部
分
を
、
認

め
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
門
跡
寺
院
と
い
え
ど
も
、
京
都

の
治
安
維
持
に
欠
か
せ
な
い
役
人
村
を
移
転
さ
せ
る
た
め
に
は
、
町

奉
行
所
の
意
向
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
ま
す
。

　
け
れ
ど
も
、
宅
地
の
面
積
を
移
転
前
の
二
倍
に
す
る
と
い
う
要
求

は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
確
保
で
き
た
の
は
、
免
租
地
で

あ
る
宅
地
に
、
皮
洗
い
場
と
し
て
払
い
下
げ
ら
れ
た
五
一
一
坪
の
年

貢
地
を
合
わ
せ
て
も
、
三
〇
〇
〇
坪
ほ
ど
で
し
た
。
こ
れ
で
は
、
元

の
六
条
河
原
に
い
た
時
の
面
積
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
移
転
交
渉
の
結

果
、
刑
警
吏
役
遂
行
の
便
宜
に
か
か
わ
る
条
件
は
、
ほ
ぼ
か
な
え
ら

れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
手
狭
な
居
住
環
境
の
改
善
や
、
皮
革
関
連

産
業
の
一
層
の
発
展
を
支
え
る
よ
り
多
く
の
働
き
手
を
確
保
す
る
た

め
の
宅
地
の
問
題
が
、
課
題
と
し
て
積
み
残
さ
れ
た
の
で
す
。

Ⅱ
　
銭
座
跡
村
の
成
立

１
　
被
差
別
民
側
の
事
情

ⅰ
　
六
条
村
の
人
口
拡
大

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
①
］

　
そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
、
銭
座
跡
村
の
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
、

移
転
前
は
、
実
質
三
〇
〇
〇
坪
足
ら
ず
の
役
田
地
に
一
六
八
軒
の
家

が
あ
り
、
一
軒
あ
た
り
の
平
均
面
積
が
約
一
七
坪
と
い
う
過
密
な
状

態
で
し
た
。
三
〇
〇
〇
坪
の
中
に
は
、
共
有
ス
ペ
ー
ス
や
皮
張
場
な

ど
の
作
業
場
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
支
配
層
や
成
功
し
た
皮

革
関
連
業
者
が
、
平
均
を
は
る
か
に
上
回
る
面
積
を
占
有
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
人
々
の
居
住
空
間
は
、
よ
り

狭
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
村
の
一
世
帯
の

平
均
は
、
約
四
人
だ
っ
た
の
で
、
か
な
り
き
つ
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
六
条
村
の
移
転
先
は
、
妙
法
院
の
領
地
か
ら
市
街
地
に
接
し
た
大

仏
柳
原
庄
の
鴨
川
西
岸
の
一
角
に
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
奉
行

所
を
後
ろ
盾
に
し
て
、「
公
の
御
用
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
て

交
渉
し
た
成
果
と
も
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
こ
は
、
北
は
御
土
居
、

東
と
南
は
高
瀬
川
、
西
は
高
瀬
川
の
舟
入
り
に
囲
ま
れ
た
周
囲
か
ら

孤
立
し
た
場
所
で
、
地
面
が
高
瀬
川
の
水
位
よ
り
さ
ら
に
低
い
湿
地

で
し
た
。
そ
の
た
め
六
条
村
は
、
妙
法
院
に
対
し
て
、
さ
ら
に
外
側

に
出
る
道
の
設
置
と
水
害
防
止
の
対
策
を
要
求
し
ま
し
た
。
妙
法
院

側
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
七
条
通
り
へ
通
じ
る
道
を
つ
け
、
敷
地
に
は

土
を
入
れ
三
尺
の
か
さ
上
げ
を
し
ま
し
た
。
ま
た
妙
法
院
は
、
銀
一

〇
五
〇
枚
の
移
転
費
用
も
支
払
っ
て
い
ま
す
。
六
条
村
の
移
転
は
、

銭座跡村の成立
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住
吉
屋
安
兵
衛
の
三
名
よ
る
奉
行
所
へ
の
嘆
願
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
嘆
願
は
、
六
条
村
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南

に
あ
っ
た
銅
銭
を
製
造
し
て
い
た
銭
座
の
跡
を
、
被
差
別
民
の
宅
地

と
し
て
開
発
す
る
認
可
を
求
め
た
も
の
で
し
た
。
後
の
村
の
名
前
が

示
す
通
り
の
こ
の
銭
座
の
跡
地
は
、
六
条
村
と
同
じ
く
鴨
川
の
西
側

の
大
仏
柳
原
庄
の
妙
法
院
の
領
内
に
あ
り
ま
し
た
。
八
条
通
り
の
す

ぐ
北
で
す
。
こ
こ
は
元
禄
一
一
（
一
六
九
八
）
年
、
幕
府
の
意
向
で

公
儀
鋳
銭
所
と
し
て
提
供
さ
せ
ら
れ
て
い
た
区
域
な
の
で
す
が
、
宝

永
六
（
一
七
〇
九
）
年
に
操
業
が
停
止
さ
れ
再
び
妙
法
院
に
返
却
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。
開
発
願
を
出
し
た
大
西
屋
ら
三
名
は
村
の
支
配

層
で
あ
る
年
寄
や
組
頭
で
は
な
く
手
下
と
い
う
階
層
に
属
し
て
い
ま

し
た
。
三
名
は
薬
種
商
を
営
む
大
西
屋
庄
左
衛
門
を
は
じ
め
と
し
て
、

い
ず
れ
も
皮
革
関
連
産
業
に
従
事
し
て
資
本
を
蓄
え
た
人
々
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
薬
種
商
を
皮
革
関
連
産
業
と
い
う
の
は
、
漢

方
薬
の
薬
種
に
も
植
物
由
来
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
動
物
由
来
の
も

の
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
（
＊
本
文
末
「
追
加
註
」
参
照
）。
彼

ら
は
増
え
続
け
る
労
働
人
口
の
受
け
皿
と
な
る
宅
地
の
開
発
を
目
指

し
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
願
書
は
、
六
条
村
を
含
む
五
つ

の
役
人
村
の
支
配
層
で
あ
っ
た
年
寄
た
ち
の
意
向
で
、
奉
行
所
か
ら

突
き
返
さ
れ
た
の
で
す
。

見
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
被
差
別
民
の
側
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
、
先
行
研
究
に
私
の
考
え
を
付
け
加
え
つ
つ
確
認
し
ま
す
。

先
行
研
究
の
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
山
本
尚
友
氏
は
、
銭
座
跡
村
開

発
の
経
緯
を
急
激
に
拡
大
す
る
人
口
の
受
け
皿
を
必
要
と
す
る
六
条

村
の
被
差
別
民
の
事
情
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
六
条
村
の
人
口
の
拡
大
は
、
大
仏
柳
原
庄
へ
の
移
転
前
か
ら

の
懸
案
で
、
移
転
に
際
し
て
も
移
転
前
の
二
倍
の
宅
地
を
求
め
ま
し

た
が
、
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
け

れ
ど
も
、
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
労
働
人
口
を
受
け
入
れ
る
場
所

の
確
保
は
、
急
務
で
し
た
。
添
付
資
料
２
頁
の
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
移
転
か
ら
間
も
な
い
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
の
六
条
村
の
人

口
は
、
七
八
九
人
で
し
た
が
、
約
一
〇
年
後
の
享
保
一
一
（
一
七
二

六
）
年
に
は
一
〇
〇
〇
人
を
超
え
て
い
た
の
で
す
。

ⅱ
　
銭
座
跡
の
開
発
願
１
…
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
年

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
②
］

　
こ
こ
か
ら
先
は
、
添
付
資
料
３
頁
の
年
表
を
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ

さ
い
。
背
景
が
灰
色
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
先
行
研
究
が
執
筆
さ
れ

た
時
、
参
照
可
能
で
あ
っ
た
史
料
に
基
づ
く
部
分
で
す
。
山
本
氏
は

銭
座
跡
村
開
発
に
向
け
て
の
動
き
の
発
端
を
、
享
保
一
一
（
一
七
二

六
）
年
二
月
に
、
六
条
村
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
、
大
和
屋
喜
三
郎
、
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を
軸
に
、
町
奉
行
所
↓
四
座
雑
色
↓
役
人
村
↓
山
城
・
近
江
・
摂
津

の
五
二
カ
村
と
い
う
系
列
で
一
本
化
さ
れ
、
再
編
成
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
役
人
村
の
年
寄
が
、
そ
の
五
二
カ
村
の
頂
点
に
立
つ
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
な
お
二
条
城
掃
除
役
も
、
牢
屋
敷
外
番
役
も
、

実
際
に
そ
の
仕
事
を
行
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
役
人
村
の
住
人
で
し

た
。
そ
の
他
の
村
々
は
人
足
賃
を
負
担
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
実
際
に

仕
事
を
行
う
役
人
村
の
住
民
の
賃
金
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
さ
て
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
が
、
銭
座
跡
開
発
願
を
出
し
た
享
保
一

一
（
一
七
二
六
）
年
に
話
を
戻
し
ま
す
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
②
］。

そ
の
当
時
の
役
人
村
の
年
寄
は
、
天
部
村
に
五
名
、
六
条
村
に
三
名
、

そ
の
他
の
役
人
村
に
各
一
名
ず
つ
、
合
わ
せ
て
一
一
名
お
り
ま
し
た
。

大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
の
嘆
願
を
受
け
て
、
奉
行
所
は
、
六
条
村
の
年

寄
た
ち
を
呼
び
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
「
銭
座
跡
村
の
開
発
が
年
寄

た
ち
に
と
っ
て
差
支
え
に
な
る
の
な
ら
、
そ
の
言
い
分
を
書
き
つ
け

に
し
て
差
し
出
す
よ
う
に
」
と
命
じ
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
役
人

村
の
年
寄
た
ち
が
連
名
で
「
差
し
支
え
る
」
と
い
う
書
状
を
提
出
し

た
の
で
、
開
発
は
却
下
さ
れ
た
の
で
す
。

　
山
本
尚
友
氏
は
、
年
寄
た
ち
は
、
手
下
の
庄
左
衛
門
た
ち
が
、
新

し
い
村
の
支
配
人
と
し
て
自
分
た
ち
と
対
等
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を

恐
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
推
測
の
正
し
さ
は
後
で
ご
紹

　
そ
こ
で
次
に
役
人
村
の
年
寄
の
反
対
の
理
由
に
つ
い
て
見
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
前
に
役
人
村
の
年
寄
が
、
当
時
の
京
都
近
郊
の
「
え
た
」
身

分
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お

き
ま
す
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
③
］。
役
人
村
の
年
寄
は
、
一
八
世
紀

初
頭
の
京
都
町
奉
行
所
に
よ
る
被
差
別
民
支
配
の
方
針
転
換
に
と
も

な
い
、
そ
の
地
位
を
保
証
さ
れ
た
人
た
ち
で
し
た
。
一
八
世
紀
初
頭

ま
で
の
山
城
・
近
江
・
摂
津
の
五
二
ケ
村
の
「
え
た
」
村
は
山
水
河

原
者
と
呼
ば
れ
る
庭
造
り
の
技
術
を
持
つ
被
差
別
民
の
系
譜
を
ひ
く

下
村
氏
の
も
と
で
、
二
条
城
掃
除
役
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
下
村
氏
が
断
絶
す
る
と
二
条
城
掃
除
役
が
廃
止
さ
れ
、
か
わ
り
に

牢
屋
の
掃
除
や
見
張
り
な
ど
を
行
う
牢
屋
敷
外
番
役
を
さ
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
牢
屋
敷
外
番
役
の
支
配
を
任
さ
れ
た
の

が
、
そ
れ
ま
で
下
村
氏
の
下
で
二
条
城
掃
除
役
も
務
め
な
が
ら
、
刑

罰
の
執
行
を
差
配
し
て
い
た
役
人
村
の
年
寄
た
ち
な
の
で
す
。
こ
れ

は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
幕
府
が
従
来
以
上
に
被
差
別
民
を
刑
罰
な

ど
の
治
安
対
策
に
動
員
す
る
方
針
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
峯
岸
賢
太
郎
氏
の
ご
研
究
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
は
全
国
的
な
傾
向
で
し
た
。
こ
う
し
て
京
都
周
辺
地
域
の

「
え
た
」
村
支
配
は
被
差
別
民
の
仕
事
の
一
部
で
あ
っ
た
刑
警
吏
役

銭座跡村の成立
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跡
村
開
発
願
以
降
の
村
の
成
立
に
至
る
経
緯
が
、
全
く
記
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
ま
し
た
。
山
本
氏
の
論
考
が
出
た
当
時
は
、

そ
の
間
の
経
緯
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
現
在
整
理
が
進
ん
で
い
る
文
書
か
ら
は
、
そ
れ
ら
が
、

か
な
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
を
ご
紹
介
す

る
前
に
、
江
戸
時
代
の
京
都
の
役
人
村
の
内
部
事
情
を
確
認
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

ⅳ
　
役
人
村
内
の
主
な
階
層
と
手
下
の
台
頭

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
④
⑤
］

　
享
保
一
一
年
の
最
初
の
開
発
願
の
顛
末
の
背
景
に
は
、
年
寄
対
手

下
と
い
う
被
差
別
民
内
の
階
層
間
の
対
立
が
反
映
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
後
で
そ
の
経
緯
を
お
話
す
る
享
保
一
六
年
の
二
度

目
の
開
発
願
に
は
、
同
じ
階
層
に
属
す
る
年
寄
同
士
の
対
立
が
、
反

映
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
入
り
組
ん
だ
利
害
の
対
立
に
つ
い
て
考

え
る
た
め
に
は
、
江
戸
時
代
の
京
都
の
役
人
村
の
階
層
構
造
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
六
条
村
の
複
雑
な
成
り
立
ち
も
知
っ
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
一
八
世
紀
初
頭
の
京
都
の
役
人
村
の
階
層
は
、
家
持
層
と
借
家
層

に
大
き
く
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
家
持
層
は
年
寄
を
頂
点
と
し
て
、

そ
の
下
に
組
頭
や
小
頭
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
の
下
に
複
数
名
ず

介
す
る
近
年
発
見
さ
れ
た
文
書
か
ら
も
確
認
で
き
ま
す
。
一
方
、
大

西
屋
庄
左
衛
門
た
ち
は
、
同
年
八
月
に
、
再
び
奉
行
所
の
投
入
箱
に
、

銭
座
跡
の
開
発
を
目
指
す
願
書
を
入
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
、
奉
行
所
の
役
人
に
よ
っ
て
「
役
所
の
門
前
で
焼
き
捨
て
る
よ
う

に
」
と
命
じ
ら
れ
、「
二
度
と
同
じ
嘆
願
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
」

言
い
渡
さ
れ
た
の
で
す
。
先
の
移
転
交
渉
で
も
見
た
よ
う
に
、
奉
行

所
が
優
先
す
る
の
は
、
役
人
村
と
し
て
六
条
村
の
職
務
が
、
滞
り
な

く
遂
行
さ
れ
る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め
刑
警
吏
役
を
支
配
す
る
年

寄
の
意
向
を
尊
重
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ⅲ
　
銭
座
跡
の
開
発
願
２
…
享
保
一
六
（
一
七
三
一
）
年

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
②
］

　
手
下
に
よ
る
開
発
願
が
却
下
さ
れ
た
五
年
後
の
享
保
一
六
（
一
七

三
一
）
年
一
一
月
、
今
度
は
六
条
村
の
年
寄
の
一
人
与
左
兵
衛
と
天

部
村
の
年
寄
の
一
人
源
左
衛
門
の
両
名
が
、
銭
座
跡
の
開
発
を
願
い

出
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
年
の
一
二
月
に
は
奉
行
所
の
認
可
が
お

り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
年
寄
の
与
三
兵
衛
と
源
左
衛
門
の
開
発
願
も
、
実
は

役
人
村
の
年
寄
全
員
の
合
意
を
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
。
山
本
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
、
六
条
村
の
年
寄
が
残
し
た
記
録
と

し
て
知
ら
れ
る
「
諸
式
留
帳
」
に
、
享
保
一
六
年
の
二
度
目
の
銭
座
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か
ら
、
皮
革
業
者
を
優
遇
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
享
保
一
七
（
一
七

三
二
）
年
に
奉
行
所
か
ら
銭
座
跡
の
開
発
を
認
め
ら
れ
た
二
名
の
う

ち
、
六
条
村
の
年
寄
与
左
兵
衛
は
、
実
は
南
組
の
年
寄
で
、
銭
座
跡

の
開
発
を
行
っ
た
二
名
の
年
寄
は
、
ど
ち
ら
も
天
部
村
に
住
民
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
諸
式
留
帳
」
と
い
う
以
前
か
ら
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
史
料
を
残
し
た
の
は
、
六
条
村
の
北
組
の
年
寄
で

し
た
。

　
六
条
村
の
支
配
が
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
形
に
な
っ
た
の
は
、
大
仏

柳
原
庄
へ
移
転
し
て
く
る
前
の
六
条
村
成
立
か
ら
の
い
き
さ
つ
が
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
六
条
村
は
、
元
は
刑
罰
を
執
行
す
る
行
刑
役
の
代

償
と
し
て
、
六
条
河
原
に
与
え
ら
れ
た
役
田
地
で
し
た
。
そ
し
て
、

一
七
世
紀
の
半
ば
以
降
は
、
そ
の
北
側
を
後
の
六
条
村
の
中
核
と
な

る
河
原
町
松
原
上
ル
に
あ
っ
た
集
落
に
住
む
支
配
人
が
支
配
し
、
南

側
を
天
部
村
に
住
む
支
配
人
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
に
は
、
北
側
の
初
代
支
配
人
嘉

兵
衛
が
、
役
田
地
に
配
下
の
者
と
移
り
住
ん
で
六
条
村
北
組
を
形
成

し
、
そ
れ
以
降
一
九
世
紀
の
初
め
ま
で
は
、
嘉
兵
衛
と
そ
の
分
家
の

名
跡
を
継
ぐ
者
が
、
北
組
の
年
寄
役
を
独
占
し
続
け
ま
し
た
。
一
方

南
側
の
与
三
兵
衛
も
、
配
下
を
六
条
村
に
移
住
さ
せ
て
南
組
を
形
成

し
、
後
に
そ
の
年
寄
に
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
与
三
兵
衛
の
名

つ
の
手
下
組
が
編
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
家
持
層
は
、
刑
罰
に
携
わ

る
刑
警
吏
役
の
統
括
の
か
た
わ
ら
、
主
に
皮
革
関
連
産
業
を
営
む
自

営
業
者
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
手
下
も
同
様
で
し
た
。
そ
し
て
一
七
世

紀
末
の
元
禄
年
間
か
ら
の
商
品
経
済
の
発
展
に
伴
い
、
民
間
の
需
要

が
拡
大
す
る
と
、
手
下
か
ら
も
商
工
業
者
と
し
て
富
を
蓄
え
、
借
家

を
所
有
し
、
そ
の
借
家
の
住
人
を
雇
う
な
ど
、
経
済
力
で
は
年
寄
や

組
頭
に
匹
敵
す
る
力
を
持
つ
者
が
、
現
れ
て
い
た
の
で
す
。
武
家
政

権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
年
寄
た
ち
の
地
位
は
、
す
で
に
経
済
的
側

面
で
は
、
必
ず
し
も
安
泰
と
は
言
え
な
い
状
況
で
し
た
。
な
お
借
家

層
も
手
下
と
呼
ば
れ
、
刑
警
吏
役
や
牢
屋
敷
外
番
役
に
人
足
と
し
て

動
員
さ
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
必
要
な
人
数
は
限
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
多
く
は
普
段
は
皮
革
関
連
産
業
を
営
む
家
持
層
に
雇
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

ⅴ
　
年
寄
層
内
部
の
対
立

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
⑥
］

　
次
に
年
寄
層
内
部
の
対
立
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
年
寄
層
内

部
の
対
立
は
、
一
部
の
年
寄
が
、
二
条
城
掃
除
役
や
刑
警
吏
役
以
上

に
皮
革
業
の
経
営
を
重
視
す
る
傾
向
を
見
せ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の

対
立
が
最
も
強
く
表
れ
た
の
が
六
条
村
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
六

条
村
は
、
実
際
は
、
北
組
と
南
組
の
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
南
組

の
年
寄
は
、
天
部
村
に
住
み
、
大
仏
柳
原
庄
に
移
転
し
て
く
る
以
前

銭座跡村の成立
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見
舞
わ
れ
、
ま
す
ま
す
配
下
の
皮
革
業
者
へ
の
統
制
は
及
ば
な
く
な

り
ま
し
た
。
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
年
に
最
初
に
銭
座
跡
の
開
発

を
願
い
出
た
皮
革
関
連
業
者
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
三
名
も
、
実
は

南
組
の
手
下
だ
っ
た
の
で
す
。

　
た
だ
し
南
組
の
年
寄
与
三
兵
衛
は
、
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
が
銭
座

跡
村
の
開
発
を
出
願
し
た
際
に
は
、
六
条
村
年
寄
と
し
て
他
の
年
寄

た
ち
と
共
に
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
書
状
に
署
名
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
五
年
後
に
与
三
兵
衛
と
と
も
に
嘆
願
を
行
っ
た
、
天
部
村
の
年

寄
の
一
人
、
源
左
衛
門
も
、
同
様
に
手
下
の
開
発
を
阻
止
す
る
側
と

し
て
署
名
し
て
い
ま
す
。

ⅵ
　
年
寄
間
の
対
立
の
理
由

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

１
⑥
関
連
］

　
こ
こ
で
、
手
下
に
よ
る
銭
座
跡
の
開
発
を
阻
止
し
た
年
寄
た
ち
は
、

な
ぜ
そ
の
後
、
一
致
団
結
し
て
開
発
に
乗
り
出
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
北
組
の
年
寄
に
と
っ
て
も
住
民

の
宅
地
の
確
保
は
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
も
そ
も
、
大
仏
柳

原
庄
へ
の
移
転
の
際
に
は
彼
ら
自
身
が
宅
地
を
そ
れ
ま
で
の
二
倍
に

す
る
よ
う
要
求
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
何
故
自
ら
の
手
で
、

新
た
な
宅
地
の
開
発
に
乗
り
出
さ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
山
本
尚
友
氏
は
、
北
組
の
年
寄
が
分
家
し
て
三
軒
に

な
っ
た
た
め
に
、
個
々
の
家
の
財
力
が
小
さ
く
な
っ
た
た
め
で
は
な

跡
を
継
ぐ
者
た
ち
は
、
そ
の
後
も
天
部
村
に
住
み
続
け
、
そ
れ
は
、

六
条
村
が
大
仏
柳
原
庄
に
移
転
し
て
か
ら
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
南
北
間
の
軋
轢
を
生
み
ま
し
た
。
こ
こ
で
詳
し
く
述

べ
る
こ
と
は
避
け
ま
す
が
、
南
組
の
年
寄
与
三
兵
衛
の
家
は
、
六
条

村
が
六
条
河
原
に
あ
っ
た
頃
か
ら
、
当
時
の
公
役
で
あ
る
二
条
城
掃

除
役
以
上
に
皮
革
関
連
産
業
に
力
を
入
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
南
組
成

立
当
初
か
ら
、
日
本
一
皮
革
業
の
発
展
し
て
い
た
大
阪
の
渡
辺
村
の

業
者
の
手
代
を
、
南
組
の
土
地
に
住
ま
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

長
く
公
役
を
務
め
て
い
た
他
の
住
人
よ
り
優
遇
し
た
の
で
す
。
渡
辺

村
か
ら
来
た
皮
革
業
者
は
、
二
条
城
掃
除
役
を
務
め
よ
う
と
は
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
公
役
を
重
視
す
る
北
組
の
年
寄
た
ち
と

度
々
紛
争
に
な
り
、
北
組
の
年
寄
た
ち
に
よ
っ
て
奉
行
所
へ
も
訴
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
紛
争
の
後
も
、
与
三
兵
衛
を
名
乗
る
家
は
、
六
条
村

年
寄
の
肩
書
で
、
二
条
城
掃
除
役
や
刑
警
吏
役
の
支
配
も
務
め
な
が

ら
代
を
重
ね
ま
す
。
現
地
に
住
ん
で
い
な
い
上
に
、
公
役
以
上
に
皮

革
関
連
産
業
を
重
視
す
る
年
寄
の
支
配
が
続
い
た
南
組
で
は
、
皮
革

関
連
業
で
成
功
し
た
者
の
発
言
権
が
、
階
層
の
区
別
を
超
え
て
増
し

て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
銭
座
跡
の
開
発
が
懸
案
に
な
っ
た
時
期
の

与
三
兵
衛
家
は
、
二
代
続
け
て
当
主
が
早
死
に
す
る
と
い
う
不
幸
に
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見
さ
れ
、
整
理
が
進
ん
で
い
る
史
料
か
ら
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る

以
上
に
、
こ
の
村
の
成
立
に
際
し
て
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
か
ら
の
強

力
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た

そ
の
過
程
で
、
領
主
妙
法
院
の
役
人
が
、
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ

と
も
、
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら

の
史
料
に
は
、
手
下
に
よ
る
開
発
願
が
却
下
さ
れ
た
享
保
一
一
（
一

七
二
六
）年
か
ら
年
寄
二
名
へ
の
開
発
許
可
が
お
り
る
享
保
一
六（
一

七
三
一
）
年
ま
で
の
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
約
五
年
の
空
白
期

間
の
出
来
事
が
、
か
な
り
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ

ら
の
記
録
か
ら
、
本
村
の
庄
屋
に
よ
る
熱
心
な
働
き
か
け
が
、
役
人

村
の
年
寄
集
団
か
ら
二
名
の
年
寄
を
、
銭
座
跡
開
発
推
進
へ
向
け
て

造
反
さ
せ
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
と
、
そ
し
て
本
村
の

庄
屋
が
、
領
主
妙
法
院
の
役
人
の
意
向
を
忖
度
し
て
動
い
て
い
た
こ

と
が
、
分
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

２
　
領
主
と
本
村
の
百
姓
の
事
情

ⅰ
　
空
白
の
五
年
間
に
あ
っ
た
出
来
事
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

史
料

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

２
①
］

　
そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
近
年
発
見
さ
れ
た
史
料
に
基
づ
く
銭
座
跡

村
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
添
付
資
料
２
頁
の
補
足
２
と
３
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
先
に
も
述
べ

い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
私
は
、
六
条
村
の
北
組
と

南
組
の
年
寄
の
対
立
の
経
緯
か
ら
見
て
、
北
組
の
年
寄
た
ち
が
大
西

屋
庄
左
衛
門
ら
新
興
の
手
下
や
、
南
組
の
年
寄
の
与
三
兵
衛
の
家
や
、

天
部
村
の
年
寄
の
一
人
で
あ
る
源
左
衛
門
の
家
ほ
ど
に
は
、
皮
革
関

連
産
業
の
発
展
に
よ
る
利
益
を
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
、
そ
の
こ
と
も
新
し
い
村
の
開
発
に
乗
り
出
す
た
め
の
資
金
を

調
達
で
き
な
か
っ
た
理
由
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で

推
測
で
す

　
な
お
、
天
部
村
の
年
寄
、
源
左
衛
門
の
銭
座
跡
村
開
発
前
の
動
向

に
つ
い
て
は
、
充
分
な
史
料
が
無
い
の
で
す
が
、
源
左
衛
門
の
家
に

つ
い
て
の
私
の
知
る
限
り
の
も
っ
と
も
古
い
記
録
は
、「
諸
式
留
帳
」

の
宝
永
三
（
一
七
〇
六
）
年
の
記
録
で
す
。
そ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

こ
の
家
は
、
一
八
世
紀
の
初
め
に
は
、
既
に
天
部
村
の
年
寄
を
務
め
、

手
代
を
使
う
ほ
ど
の
規
模
で
皮
革
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か

で
す
。

　
以
上
、
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
銭
座
跡
の
成
立
に
反
映
さ

れ
た
被
差
別
民
内
部
の
利
害
対
立
に
つ
い
て
再
検
討
し
ま
し
た
。
銭

座
の
跡
地
を
被
差
別
民
の
村
と
す
る
計
画
の
始
ま
り
と
そ
の
実
現
に

は
、
被
差
別
民
の
側
の
要
請
は
不
可
欠
で
し
た
。
け
れ
ど
も
近
年
発

銭座跡村の成立
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は
務
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
「
今
村
家
文
書
」
の
こ
の
時
期
に

関
わ
る
文
書
は
、
後
の
時
代
に
本
村
の
利
害
に
関
わ
る
文
書
を
写
し

た
も
の
の
み
で
、
そ
こ
か
ら
も
、
銭
座
跡
村
の
成
立
の
背
景
や
経
緯

に
つ
い
て
、
多
角
的
に
知
る
の
は
難
し
い
の
で
す
。

　
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
先
行
研
究
の
執
筆
さ
れ
た
当
時
に
未
公
開

で
あ
っ
た
銭
座
跡
村
関
連
の
史
料
を
含
む
文
書
群
が
、「
柳
原
銀
行

記
念
資
料
館
所
蔵
妙
法
院
関
連
文
書
」
で
す
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
銭

座
跡
村
関
連
の
文
書
は
、
妙
法
院
の
所
領
を
統
治
す
る
役
所
に
提
出

さ
れ
た
文
書
群
の
一
部
で
す
。
門
跡
寺
院
で
あ
る
妙
法
院
は
、
特
別

に
京
都
所
司
代
の
管
轄
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
近
世
の
寺
社
と
し

て
は
一
七
〇
〇
石
と
い
う
大
き
な
所
領
を
治
め
て
い
た
の
で
、
独
自

の
役
所
を
持
っ
て
お
り
、
奉
行
所
の
方
針
に
従
い
つ
つ
も
、
所
領
支

配
の
か
な
り
の
部
分
を
独
自
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。「
柳
原
銀
行
記

念
資
料
館
所
蔵
妙
法
院
関
連
文
書
」
に
は
大
仏
柳
原
庄
の
被
差
別
民

や
本
村
の
百
姓
が
妙
法
院
に
提
出
し
た
文
書
と
共
に
、
奉
行
所
に
提

出
し
た
文
書
の
写
し
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
被
差
別
民

内
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
関
係
者
の
言
い
分
と
、
本
村
の
関
係
者

の
言
い
分
が
記
録
さ
れ
、
そ
の
上
、
領
主
で
あ
っ
た
妙
法
院
の
関
与

や
、
奉
行
所
の
方
針
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
格
好
の
史
料
群
で
す
。

な
お
こ
の
文
書
群
は
、
現
在
も
整
理
中
で
文
書
名
も
ま
だ
仮
の
も
の

た
よ
う
に
、
銭
座
跡
村
の
成
立
の
経
緯
を
知
る
た
め
に
先
行
研
究
が

主
に
参
照
さ
れ
た
史
料
は
、「
諸
式
留
帳
」
で
す
。
六
条
村
北
組
の

年
寄
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
史
料
は
、
京
都
の
被
差
別
民
の

歴
史
を
知
る
の
に
は
必
須
の
史
料
で
す
が
、
六
条
村
北
組
の
利
害
を

反
映
し
て
い
て
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
、
記
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
銭
座
跡
村
開
発
に
つ
い
て
の
出
来
事
も
、
享
保
一
一
（
一

七
二
六
）
年
に
手
下
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
の
開
発
願
が
、
奉
行
所

か
ら
却
下
さ
れ
た
経
緯
ま
で
し
か
記
し
て
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め

先
行
研
究
で
は
、
享
保
一
六
（
一
七
三
一
）
年
の
年
寄
与
三
兵
衛
、

源
右
衛
門
に
よ
る
開
発
願
か
ら
銭
座
跡
村
成
立
ま
で
の
経
緯
に
つ
い

て
は
、
先
に
挙
げ
た
「
京
都
柳
原
町
史
」
の
断
片
的
な
情
報
を
参
照

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
近
年
、
先
行
研
究
が
執
筆
さ
れ
た

一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
、
銭
座
跡
村
関
連
の
史
料
を
含
む
文
書
群
が
、
見
つ
か
り

ま
し
た
。
ま
ず
、
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
銭
座
跡
村
の
本
村
と
な
る
大

仏
柳
原
庄
の
庄
屋
文
書
の
性
格
も
持
つ
「
今
村
家
文
書
」
で
す
。
先

に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
当
時
そ
の
実
態
の
多
く
が
謎
で
あ
っ
た
大

仏
柳
原
庄
に
つ
い
て
の
情
報
は
、「
今
村
家
文
書
」
の
公
開
に
よ
っ

て
格
段
に
増
え
ま
し
た
。
た
だ
し
銭
座
跡
村
の
開
発
前
後
の
今
村
家

の
当
主
は
、
妙
法
院
の
有
力
な
塔
頭
で
寺
侍
を
し
て
い
た
の
で
庄
屋
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で
、
５
頁
の
史
料
１
に
口
上
書
を
活
字
化
し
た
も
の
を
載
せ
て
い
ま

す
。
こ
の
口
上
書
は
、
領
主
で
あ
る
妙
法
院
が
、
町
奉
行
所
か
ら
、

役
人
村
の
年
寄
の
う
ち
の
源
左
衛
門
と
与
三
兵
衛
の
二
名
に
銭
座
跡

を
開
発
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
内
々
の
承
諾
を
得
た
後
の
文
書
で

す
。
そ
の
承
諾
を
踏
ま
え
て
年
寄
二
名
が
、
正
式
に
開
発
を
申
し
つ

け
て
く
れ
る
よ
う
町
奉
行
所
へ
提
出
し
た
願
書
が
、
こ
の
史
料
で
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
「
京
都
柳
原
町
史
」

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
第
一
条
に
は
、
当
時
本
村
の
庄
屋
で
あ
っ
た

重
右
衛
門
が
、
両
人
に
銭
座
跡
の
開
発
を
持
ち
か
け
た
目
的
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
庄
屋
重
右
衛
門
が
、
両
名
の
年
寄

に
、「
銭
座
の
跡
地
は
銅
の
成
分
に
よ
る
土
壌
汚
染
で
作
物
が
育
た

な
い
た
め
に
年
貢
が
払
え
ず
、
そ
れ
で
は
と
新
地
開
発
と
同
じ
発
想

で
町
家
を
誘
致
し
て
地
代
収
入
を
得
よ
う
と
し
て
も
、
近
く
に
火
葬

場
や
六
条
村
が
あ
る
た
め
商
人
が
誘
致
に
応
じ
な
い
。
そ
こ
で
お
前

た
ち
が
、
居
小
屋
地
と
し
て
年
貢
を
払
え
る
よ
う
に
開
発
し
て
は
ど

う
か
」
と
持
ち
か
け
た
と
記
し
て
い
ま
す
。「
居
小
屋
地
」
と
い
う

の
は
被
差
別
民
の
宅
地
を
示
し
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
宅
地
は
「
屋

敷
地
」
と
記
す
の
が
一
般
的
で
す
が
、
京
都
近
郊
の
文
書
で
は
被
差

別
民
の
宅
地
を
「
居
小
屋
地
」
と
記
す
例
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
さ
て
次
に
「
妙
法
院
関
連
文
書
」
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
第
二
条

な
の
で
す
が
、
こ
の
文
書
名
は
長
い
の
で
以
後
「
妙
法
院
関
連
文
書
」

と
略
し
ま
す
。

ⅱ
　
農
作
物
の
育
た
な
い
銭
座
の
跡
地

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

２
②
］

　
さ
て
、
た
っ
た
今
、
近
年
発
見
さ
れ
た
銭
座
跡
村
関
連
の
史
料
に

つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
が
、
実
は
一
九
七
一
年
に
は
活
字
化
さ
れ
て

出
版
さ
れ
て
い
た
「
京
都
柳
原
町
史
」
に
も
、
断
片
的
な
が
ら
銭
座

跡
村
の
開
発
へ
の
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
か
ら
の
被
差
別
民
へ
の
働

き
か
け
を
示
す
文
書
の
写
し
が
、
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
先

行
研
究
の
執
筆
者
の
う
ち
、
澤
村
通
也
氏
は
こ
の
史
料
に
着
目
さ
れ

て
、
銭
座
跡
開
発
に
あ
た
っ
て
の
領
主
や
本
村
の
庄
屋
の
意
図
に
も

ふ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
京
都
柳
原
町
史
」
の
写
し
は
元
の
文

書
の
第
一
条
の
み
の
抜
粋
で
あ
り
、
単
独
で
は
前
後
の
経
緯
も
分
か

ら
な
い
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
の

庄
屋
が
、
六
条
村
や
天
部
村
の
年
寄
に
銭
座
跡
の
開
発
を
働
き
か
け

た
目
的
が
、
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
幸
い
に
も
元
に

な
っ
た
文
書
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ほ
ぼ
完
全
な
写
し
と
考
え
ら
れ

る
文
書
が
、「
妙
法
院
関
連
文
書
」
に
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
残

り
の
条
文
も
あ
る
の
で
、
両
者
あ
わ
せ
て
添
付
資
料
に
引
用
し
、
大

ま
か
な
意
味
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
４
頁
の
下
が
大
ま
か
な
意
味

銭座跡村の成立
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を
取
り
付
け
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
の

は
、
そ
も
そ
も
、
手
下
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
に
よ
る
最
初
の
銭
座

跡
開
発
の
嘆
願
も
、
領
主
や
本
村
の
意
向
に
関
係
な
く
行
っ
た
と
は

考
え
難
く
、
実
際
に
、「
妙
法
院
関
連
文
書
」
の
そ
の
他
の
文
書
を

読
め
ば
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
の
庄
屋
や
妙
法
院
の
役
人
た
ち
は
、

手
下
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
に
よ
る
最
初
の
嘆
願
の
時
か
ら
、
銭
座

跡
へ
の
被
差
別
民
の
誘
致
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
、
明

ら
か
だ
か
ら
で
す
。

　
こ
こ
か
ら
が
「
妙
法
院
関
連
文
書
」
か
ら
し
か
得
ら
れ
な
い
情
報

で
す
。
添
付
史
料
３
頁
の
年
表
も
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。
背
景
の

白
い
と
こ
ろ
が
「
妙
法
院
関
連
文
書
」
に
基
づ
く
記
録
で
す
。
本
村

か
ら
見
た
銭
座
跡
村
開
発
ま
で
の
道
の
り
は
、
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）

年
に
、
妙
法
院
に
銭
座
の
跡
地
が
返
還
さ
れ
た
時
点
に
遡
り
ま
す
。

返
還
当
初
の
妙
法
院
の
方
針
は
、
そ
こ
を
再
び
年
貢
を
取
る
こ
と
の

出
来
る
農
地
に
戻
す
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
元
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

百
姓
一
三
名
に
、
再
び
農
地
に
す
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど

も
一
〇
年
以
上
た
っ
て
も
作
物
が
育
た
な
か
っ
た
の
で
、享
保
七（
一

七
二
二
）
年
に
、
そ
の
土
地
を
摂
津
の
国
の
住
人
二
名
に
売
っ
て
、

農
地
へ
の
回
復
を
任
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
銭
座
の
跡
地
は
、
大

仏
柳
原
庄
の
鴨
川
西
岸
の
南
寄
り
に
あ
り
、
本
村
の
南
部
の
下
郷
に

以
下
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
の
大
西
屋
庄
左
衛
門

た
ち
手
下
の
嘆
願
に
つ
い
て
、「
彼
ら
が
団
結
し
て
新
た
な
村
を
作
り
、

役
人
村
の
村
々
の
手
下
を
引
き
取
り
、
年
寄
に
な
ろ
う
と
い
う
企
み

を
し
た
の
で
、
こ
と
の
ほ
か
混
乱
し
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
自
分
た
ち
年
寄
に
開
発
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
年
寄

と
手
下
の
筋
道
も
立
ち
、
村
の
支
配
や
秩
序
も
保
た
れ
ま
す
。
ま
た
、

他
所
よ
り
流
入
し
て
く
る
者
は
、
皆
手
下
と
し
て
役
人
村
の
御
用
を

務
め
さ
せ
る
の
で
、
役
人
村
の
村
々
の
助
け
に
も
な
り
ま
す
」
と
し

て
開
発
の
許
可
を
求
め
て
い
ま
す
。

　
第
一
条
か
ら
は
、
作
物
が
取
れ
な
い
銭
座
跡
か
ら
の
年
貢
の
確
保

を
目
的
と
す
る
本
村
の
庄
屋
の
働
き
か
け
で
、
二
名
の
役
人
村
の
年

寄
が
、
銭
座
跡
の
開
発
に
乗
り
出
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し

て
第
二
条
以
下
で
は
年
寄
と
手
下
の
対
立
が
示
さ
れ
、
か
つ
て
の
手

下
の
嘆
願
は
、
年
寄
と
手
下
の
区
別
を
無
視
し
た
村
の
秩
序
を
乱
し

た
も
の
と
し
て
、
役
人
村
の
年
寄
の
立
場
か
ら
否
定
的
に
扱
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に
銭
座
の
跡
地
に
作
る
村
に
は
、
他
の
村
か

ら
流
入
し
て
く
る
者
た
ち
に
も
御
役
筋
、
つ
ま
り
役
人
村
と
し
て
の

御
用
を
つ
と
め
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
被
差
別
民
内
部
の
階
層
秩
序
や
、

着
実
な
刑
警
吏
役
の
遂
行
を
重
ん
じ
る
京
都
町
奉
行
所
か
ら
の
認
可
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る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
す
で
に
お
話
し
た
と
お
り
で
す
。

ⅲ
　
領
主
妙
法
院
の
財
政
難

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

２
③
］

　
一
方
、
妙
法
院
の
側
に
は
財
政
難
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
妙
法
院
は
、
三
十
三
間
堂
や
方
広
寺
の

大
仏
殿
な
ど
の
大
伽
藍
を
支
配
下
に
入
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
享
保

年
間
（
一
七
一
六
～
三
六
）
以
降
、
幕
府
が
緊
縮
財
政
に
転
じ
、
一

七
世
紀
に
は
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
幕
府
の
資
金
に
よ
る
修
復
を
行

わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
伽
藍
を
か
か
え
た
妙
法

院
は
、
自
ら
修
復
費
用
の
調
達
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
。
享
保
年
間
に
は
、
方
広
寺
の
大
仏
殿
が
雨
漏
り
し
て
い
て
、

当
時
は
ま
だ
焼
け
て
い
な
か
っ
た
二
代
目
の
方
広
寺
の
大
仏
に
、
雨

水
が
か
か
る
と
い
う
状
態
だ
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
た
め
か
、
妙
法
院
の
役
人
が
、「
銭
座
の
跡

地
か
ら
何
程
な
り
と
も
収
益
が
あ
れ
ば
と
良
い
の
に
」
と
語
っ
て
い

た
こ
と
が
、「
妙
法
院
関
連
文
書
」
に
含
ま
れ
る
下
郷
庄
屋
重
右
衛

門
の
書
状
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
被
差
別
民
の
銭
座
跡
へ
の
誘
致
は
、
一
六
年
間
、

年
貢
も
地
代
収
入
も
得
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
銭
座
跡
か
ら
収
入

を
得
る
た
め
の
苦
肉
の
策
だ
っ
た
の
で
す
。
誘
致
を
決
定
す
る
わ
ず

か
一
〇
年
ほ
ど
前
に
は
、
新
地
開
発
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
理
由
で

属
し
て
い
た
の
で
、
摂
津
の
住
人
や
妙
法
院
と
の
交
渉
は
、
下
郷
庄

屋
の
重
右
衛
門
た
ち
が
行
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
摂
津
の
住
人
達

も
土
地
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
三
年
後
に
は
「
銭
座
の
跡

地
を
返
却
し
た
い
」
と
申
し
入
れ
て
き
た
の
で
す
。

　
そ
こ
で
下
郷
庄
屋
二
名
は
、
上
郷
の
庄
屋
堀
三
左
衛
門
に
紹
介
さ

れ
た
、
六
条
村
南
組
の
手
下
で
あ
る
大
西
屋
庄
左
衛
門
と
接
触
し
ま

し
た
。
そ
し
て
庄
左
衛
門
が
摂
津
の
住
人
か
ら
銭
座
跡
を
買
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
享
保
一
〇
（
一
七
二
五
）
年
の
こ
と
で

し
た
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

２
④
］。

　
上
郷
庄
屋
三
左
衛
門
と
大
西
屋
庄
左
衛
門
の
接
点
に
つ
い
て
は
具

体
的
な
こ
と
は
不
明
で
す
。
六
条
村
は
そ
の
立
地
か
ら
、
も
と
は
上

郷
の
領
域
内
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
先
に
お
話
し
し
た
よ

う
に
役
人
村
の
大
部
分
は
、
町
奉
行
所
の
配
下
の
雑
色
か
ら
直
接
支

配
を
受
け
る
年
貢
の
か
か
ら
な
い
土
地
で
あ
る
た
め
、
六
条
村
と
上

郷
は
支
配
の
系
統
の
上
で
、
強
い
つ
な
が
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
条
村
の
年
寄
で
も
組
頭
で
も
な
い
手
下
の
庄

左
衛
門
が
、
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
上
郷
の
庄
屋
に
伝
手
を
持
ち
、
銭

座
跡
の
開
発
に
乗
り
出
す
ほ
ど
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
は
興
味
深

い
こ
と
で
す
。
大
西
屋
庄
左
衛
門
の
目
的
が
、
こ
の
土
地
を
、
急
激

に
増
加
す
る
六
条
村
の
人
口
の
受
け
皿
と
な
る
宅
地
と
し
て
開
発
す

銭座跡村の成立
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入
に
つ
い
て
証
文
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
奉
行
所
か

ら
の
認
可
が
下
り
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
と
、
役
人
た
ち
は
、 

「
年
寄
と
手
下
の
双
方
が
仲
良
く
和
睦
し
て
開
発
を
願
い
出
る
よ
う

に
」
と
命
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
下
郷
庄
屋
の
重
右
衛
門
は
、
そ
の

後
二
年
間
双
方
の
説
得
に
努
め
ま
し
た
が
、
和
睦
が
成
立
し
な
い
う

ち
に
妙
法
院
の
役
人
が
総
入
れ
替
え
に
な
っ
て
、
被
差
別
民
に
よ
る

銭
座
跡
開
発
の
件
は
、
一
度
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
、
下
郷
庄
屋
重
右
衛
門
は
あ
き
ら
め
ず
、
そ
の
後
も
年

寄
と
手
下
の
双
方
を
た
び
た
び
呼
び
出
し
説
得
し
、
そ
し
て
開
発
の

認
可
が
下
り
る
こ
と
に
な
る
享
保
一
六
（
一
七
三
一
）
年
に
至
っ
て

は
、
双
方
を
昼
も
夜
も
呼
び
出
し
て
、
対
談
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ

の
説
得
は
困
難
を
極
め
ま
し
た
。
庄
屋
重
右
衛
門
は
、
手
下
に
よ
る

嘆
願
で
は
奉
行
所
の
認
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く
は
、

ま
ず
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
を
支
配
す
る
南
組
の
年
寄
与
三
兵
衛
と
交

渉
し
て
、
和
睦
の
手
立
て
を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
与
三
兵
衛
家
の
当
主
は
、
ま
だ
若
く
そ
し
て
病
弱
で
し
た
。

そ
こ
で
具
体
的
な
経
緯
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
く
天
部
村
在
住

の
年
寄
源
左
衛
門
に
も
、
出
願
を
働
き
か
け
た
の
で
し
ょ
う
。
と
は

い
え
、
宅
地
確
保
の
必
要
性
は
十
分
理
解
し
て
い
る
年
寄
二
名
も
、

銭
座
跡
の
開
発
に
乗
り
出
せ
ば
、
自
分
た
ち
以
外
の
年
寄
す
べ
て
を

移
転
さ
せ
て
き
た
人
々
を
、
今
度
は
年
貢
目
当
て
の
誘
致
の
対
象
に

し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
翌
年
の
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
年

に
、
大
西
屋
庄
左
衛
門
が
、
他
の
手
下
二
名
と
共
に
銭
座
跡
の
開
発

を
奉
行
所
に
願
い
出
て
却
下
さ
れ
た
経
緯
や
、
そ
の
五
年
後
の
享
保

一
六
（
一
七
三
一
）
年
に
今
度
は
下
郷
庄
屋
の
重
右
衛
門
が
、
天
部

村
に
住
む
年
寄
二
名
に
働
き
か
け
て
奉
行
所
か
ら
の
認
可
に
漕
ぎ
つ

け
た
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
す
。

ⅳ
　
本
村
の
庄
屋
に
よ
る
積
極
的
な
被
差
別
民
誘
致

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ-

２
④
］

　
下
郷
庄
屋
の
重
右
衛
門
が
残
し
た
書
状
に
は
、
大
西
屋
庄
左
衛
門

の
開
発
願
が
却
下
さ
れ
て
か
ら
、
年
寄
二
名
が
開
発
許
可
に
漕
ぎ
つ

け
る
ま
で
の
、
約
五
年
の
空
白
期
間
の
出
来
事
が
、
か
な
り
詳
し
く

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
書
状
や
そ
の
他
の
関
係
者
の
書
状
か

ら
、
し
ば
ら
く
こ
の
五
年
間
の
下
郷
庄
屋
重
右
衛
門
の
奮
闘
ぶ
り
を

見
て
い
き
ま
す
。

　
手
下
の
庄
左
衛
門
ら
に
よ
る
銭
座
跡
の
開
発
願
に
は
、
も
ち
ろ
ん

妙
法
院
の
役
人
た
ち
も
、
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
庄
左
衛
門

ら
が
、
奉
行
所
へ
開
発
を
願
い
出
た
の
は
、
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）

年
の
二
月
で
し
た
が
、
そ
の
前
の
年
の
享
保
一
〇
年
一
二
月
に
は
役

人
た
ち
は
、
大
西
屋
庄
左
衛
門
や
そ
の
仲
間
と
対
面
し
、
年
貢
の
納
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庄
左
衛
門
に
、「
代
金
を
払
い
戻
す
の
で
、
土
地
を
返
す
よ
う
に
」

と
言
い
渡
し
た
時
に
、
庄
左
衛
門
た
ち
が
提
出
し
た
嘆
願
書
か
ら
分

か
り
ま
す
。
そ
の
嘆
願
書
に
は
、「
銭
座
跡
に
出
来
る
宅
地
の
う
ち

の
い
く
ら
か
に
で
も
、
自
分
た
ち
の
支
配
を
認
め
る
と
書
い
た
判
を

押
し
た
書
状
を
下
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
地
面
か
ら
上
が
る
利

益
で
借
金
を
返
し
た
く
思
い
ま
す
」
と
記
し
て
あ
る
の
で
す
。
そ
の

嘆
願
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
後
で
お
話
し
ま
す
。

　
引
き
続
き
、
添
付
資
料
３
頁
の
年
表
に
そ
っ
て
お
話
し
ま
す
。
上

郷
庄
屋
の
重
右
衛
門
が
、
関
係
者
の
説
得
を
始
め
て
か
ら
五
年
の
間
、

年
寄
と
手
下
の
和
睦
は
、
な
か
な
か
成
立
し
ま
せ
ん
で
し
た
、
よ
う

や
く
享
保
一
六
（
一
七
三
一
）
年
八
月
に
な
っ
て
か
ら
、
年
寄
与
三

兵
衛
・
源
左
衛
門
の
二
名
と
、
手
下
の
庄
左
衛
門
と
の
間
で
、
話
し

合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
〇
月
に
は
年
寄
与
三
兵
衛
と

源
左
衛
門
の
二
名
の
連
名
で
、
庄
屋
重
右
衛
門
宛
に
、「
享
保
一
一 

（
一
七
二
六
）
年
の
開
発
願
が
、
年
寄
た
ち
の
反
対
を
受
け
、
奉
行

所
か
ら
却
下
さ
れ
た
そ
の
理
由
は
、
手
下
の
者
が
、
一
つ
の
村
を
た

て
よ
う
と
し
た
た
め
で
す
。
年
寄
が
出
願
す
れ
ば
問
題
は
生
じ
な
い

の
で
、
自
分
た
ち
両
名
に
銭
座
跡
の
開
発
を
申
し
つ
け
て
頂
き
た
く

思
い
ま
す
」
と
い
う
趣
旨
の
書
状
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
書
状

は
、
お
そ
ら
く
は
重
右
衛
門
の
意
向
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
文

敵
に
回
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ら
、慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
名
も
、
大
西
屋
庄

左
衛
門
ら
手
下
に
よ
る
出
願
の
際
に
は
、
他
の
役
人
村
の
年
寄
と
と

も
に
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
嘆
願
に
署
名
し
て
い
た
の
で
す
。

　
一
方
、
一
度
目
の
嘆
願
が
却
下
さ
れ
た
後
、
投
入
箱
に
再
び
願
書

を
入
れ
る
ほ
ど
の
執
念
を
見
せ
た
手
下
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
た
ち
も
、

そ
の
後
、
ま
す
ま
す
容
易
に
後
に
は
引
け
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
ま

し
た
。
奉
行
所
か
ら
開
発
願
が
却
下
さ
れ
た
後
の
七
年
間
、
銭
座
の

跡
地
は
、
庄
左
衛
門
た
ち
が
管
理
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
土
地
の

代
金
を
借
金
で
調
達
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
利
子
が
か
さ
ん
で
い
き

ま
し
た
。
そ
の
上
、
そ
の
間
の
年
貢
は
免
除
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、

非
人
の
行
き
倒
れ
や
、
畿
内
の
五
か
国
の
川
普
請
に
と
も
な
っ
て
差

し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
負
担
は
、
そ
の
土
地
に
か
か
っ

て
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
の
負
担
が
、
土
地
の
代
金
を
上
回
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
所
有
す
る
借
家
を
売
る
な
ど
大
変
難
儀
し
て

い
た
の
で
す
。
開
発
に
よ
る
利
益
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
管
理
費
だ

け
が
か
さ
ん
で
い
く
中
で
、
庄
左
衛
門
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
名
義

で
開
発
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
利
権
を
銭
座

の
跡
地
に
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、

役
人
村
の
年
寄
二
名
に
開
発
許
可
が
下
り
て
間
も
な
く
、
妙
法
院
が

銭座跡村の成立
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か
ら
の
開
発
認
可
を
取
り
付
け
た
と
は
い
え
、
妙
法
院
の
役
所
か
ら

年
貢
や
村
役
の
取
り
立
て
に
つ
い
て
厳
し
い
条
件
を
出
し
て
、
二
名

の
年
寄
が
開
発
を
断
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
は
、
賤
し
い
者
ど
も

の
事
な
の
で
、
物
事
が
計
画
通
り
進
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」

と
伝
え
て
い
ま
す
。
無
礼
に
も
「
賤
し
い
者
」
な
ど
と
偉
そ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
年
貢
を
あ
て
に
し
て
い
た
本
村

や
領
主
は
、
下し

た

手
に
出
て
開
発
を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立

場
で
あ
り
、
強
い
態
度
で
年
貢
や
村
役
の
取
り
立
て
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
引
き
続
き
添
付
資
料
４
頁
の
年
表
１
の
続
き
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
一
月
二
三
日
、
七
年
間
銭
座
の
跡
地
を

管
理
し
て
い
た
六
条
村
南
組
の
手
下
大
西
屋
庄
左
衛
門
は
、
妙
法
院

か
ら
土
地
の
代
金
の
払
い
戻
し
を
受
け
て
沽
券
状
を
返
却
し
ま
し
た
。

沽
券
状
と
は
、
土
地
の
売
買
契
約
書
で
土
地
の
所
有
権
を
証
明
す
る

書
類
で
す
。
開
発
が
出
来
な
い
ま
ま
土
地
を
管
理
し
続
け
た
大
西
屋

庄
左
衛
門
の
七
年
間
の
損
失
に
は
、
何
の
補
償
も
な
か
っ
た
の
で
す
。

二
六
日
に
は
、
領
主
・
妙
法
院
の
役
人
た
ち
と
下
郷
庄
屋
重
右
衛
門

が
立
ち
会
う
中
で
、
奉
行
所
の
担
当
役
人
た
ち
に
よ
る
銭
座
の
跡
地

の
再
検
分
が
行
わ
れ
、
開
発
す
る
村
の
四
方
に
村
の
境
界
を
定
め
る

杭
が
打
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
敷
地
は
六
条
村
の
二
倍
以
上
の
約

書
が
妙
法
院
の
役
人
宛
の
文
書
と
同
じ
場
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
役
人
た
ち
に
見
せ
る
た
め
の
作
文
で
し
ょ

う
。
後
の
経
緯
を
み
れ
ば
、
こ
の
二
名
の
年
寄
は
、
他
の
年
寄
た
ち

の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
二
名
が
出
願
す
れ
ば
問
題
は
生
じ
な
い
と

い
う
の
は
、
事
実
無
根
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
二
名

も
重
右
衛
門
も
承
知
の
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

妙
法
院
の
役
人
た
ち
も
同
じ
く
承
知
の
上
で
こ
の
作
文
に
同
意
し
て
、

一
か
月
後
の
一
一
月
に
は
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
同
じ
く
方
便
を
記
し

た
願
書
（
添
付
資
料
５
頁
）
が
、
妙
法
院
の
添
え
書
と
共
に
奉
行
所

に
提
出
さ
れ
て
、
今
度
は
首
尾
よ
く
受
理
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

間
も
な
く
銭
座
の
跡
地
に
、
奉
行
所
の
役
人
た
ち
が
検
分
に
や
っ
て

き
て
、
正
式
に
開
発
が
認
可
さ
れ
た
の
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
下
郷
庄
屋
の
重
右
衛
門
は
、
五
年
に
わ
た
っ
て
役

人
村
の
関
係
者
を
説
得
し
、
開
発
認
可
に
漕
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
そ
の

直
前
に
は
大
変
強
引
に
こ
と
を
進
め
て
い
て
、
重
右
衛
門
自
身
も
、

妙
法
院
へ
の
書
状
で
「
計
略
を
用
い
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た

妙
法
院
あ
て
の
書
状
で
重
右
衛
門
は
、「
役
人
村
の
年
寄
二
名
に
よ

る
開
発
願
は
彼
ら
か
ら
言
い
出
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
か
ら

言
い
か
け
た
事
で
あ
り
ま
す
」
と
は
っ
き
り
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し

て
妙
法
院
の
役
人
た
ち
に
対
し
て
、「
は
ば
か
り
な
が
ら
、
奉
行
所
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ⅱ
　
役
人
村
の
年
寄
た
ち
の
訴
願

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ-

１
③
］

　
そ
の
上
、
同
じ
書
状
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
、
こ
の
二
名
以
外
の
役

人
村
の
年
寄
た
ち
が
、「
昼
も
夜
も
」
寄
合
を
開
い
て
、
銭
座
跡
の
「
居

小
屋
地
」、
つ
ま
り
宅
地
の
開
発
を
阻
止
す
べ
く
願
い
出
る
と
い
う

噂
が
広
が
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
六
条
村
の
住
民
の
間
で
も
、

い
ろ
い
ろ
と
噂
が
広
が
っ
て
、
二
名
に
従
っ
て
い
る
者
た
ち
も
、
ど

う
し
よ
う
か
と
迷
う
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
噂
通
り
一

一
月
に
は
、
源
左
衛
門
以
外
の
天
部
村
の
年
寄
四
名
と
六
条
村
北
組

の
年
寄
二
名
の
、
合
わ
せ
て
六
名
の
年
寄
た
ち
が
、
連
名
で
妙
法
院

へ
訴
訟
を
行
っ
た
の
で
す
。
そ
の
趣
旨
は
「
銭
座
の
跡
地
に
「
え
た
」

を
一
人
で
も
置
く
の
な
ら
、
そ
れ
は
前
例
の
な
い
こ
と
な
の
で
幾
重

に
も
お
断
り
申
し
上
げ
ま
す
。
銭
座
の
跡
地
に
は
「
え
た
」
を
置
か

な
い
よ
う
に
命
じ
て
頂
き
た
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
六
名
の
年
寄
た
ち
は
、「
与
三
兵
衛
と
源
左
衛
門
は
、
私
た
ち

同
じ
立
場
の
年
寄
た
ち
に
断
り
な
く
開
発
願
を
出
し
て
、
認
可
を
得

た
の
で
す
」
と
訴
え
て
お
り
、
こ
こ
で
両
名
が
、
他
の
年
寄
た
ち
に

隠
し
て
奉
行
所
へ
開
発
願
を
出
し
た
こ
と
が
、
確
認
で
き
ま
す
。
両

名
は
、
他
の
年
寄
た
ち
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い

た
の
で
、
彼
ら
を
出
し
抜
く
形
で
願
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
計
略
に
下
郷
庄
屋
の
重
右
衛
門
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
は
、
先
に

七
〇
〇
〇
坪
で
す
。
続
い
て
三
月
に
は
、
六
条
組
南
組
年
寄
与
三
兵

衛
と
天
部
村
の
年
寄
の
一
人
で
あ
る
源
左
衛
門
が
、
跡
地
の
代
金
を

妙
法
院
に
支
払
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
二
名
を
支
配
人
と
し

て
、
銭
座
跡
村
の
開
発
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

Ⅲ
　
成
立
直
後
の
銭
座
跡
村
と
地
域
社
会

１
　
役
人
村
と
の
関
係

ⅰ
　
役
人
村
の
村
方
騒
動
と
多
数
住
民
に
よ
る
「
居
小
屋
地
」

普
請

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ-
１
①
②
］

　
享
保
一
六
（
一
七
三
一
）
年
の
末
に
、
よ
う
や
く
奉
行
所
か
ら
の

認
可
に
こ
ぎ
つ
け
た
銭
座
跡
の
開
発
で
す
が
、
そ
の
後
も
役
人
村
の

多
数
派
の
年
寄
た
ち
と
の
紛
争
は
続
き
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
翌

年
の
一
〇
月
に
、
銭
座
跡
村
の
支
配
人
と
な
っ
た
年
寄
の
与
三
兵
衛

と
源
左
衛
門
が
、
重
右
衛
門
に
出
し
た
書
状
に
は
、「
天
部
村
と
六

条
村
で
村
方
騒
動
が
起
き
、
七
月
ま
で
宅
地
開
発
の
普
請
に
取
り
掛

か
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
あ
る
の
で
す
。
開
発
は
、
享

保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
の
二
月
か
ら
始
め
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す

が
、
実
際
は
、「
よ
う
や
く
七
月
一
八
日
か
ら
、
日
々
人
足
が
五
〇
人
、

七
〇
人
と
出
で
普
請
に
取
り
掛
か
り
、
一
〇
月
頃
に
や
っ
と
宅
地
と

し
て
の
形
が
つ
き
ま
し
た
」
と
、
そ
の
書
状
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

銭座跡村の成立
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院
の
役
人
が
、
積
極
的
に
関
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
開
発
は
被

差
別
民
の
側
の
一
部
の
手
下
や
年
寄
の
意
志
だ
け
で
行
わ
れ
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
数
派
の
年
寄
た
ち
も
、
そ
の
辺
の
こ
と
は
分

か
っ
て
い
て
、
領
主
や
庄
屋
た
ち
が
年
貢
を
必
要
と
す
る
事
情
も
理

解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
「
与
三
兵
衛
と
源
左
衛
門
へ

の
銭
座
跡
の
売
却
に
は
何
も
申
し
上
げ
ま
せ
ん
。
こ
の
銭
座
跡
の
土

地
を
百
姓
が
農
業
の
合
間
に
商
売
な
ど
を
す
る
た
め
の
用
地
と
す
る

か
、
あ
る
い
は
「
え
た
」
で
は
な
い
者
の
借
家
に
す
る
と
い
う
の
な

ら
、
何
も
申
し
上
げ
ま
せ
ん
」
な
ど
と
記
し
て
気
は
遣
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
訴
訟
に
及
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ほ
ど
、
多
数
派
の
年
寄

た
ち
の
危
機
感
は
強
か
っ
た
の
で
す
。
な
に
し
ろ
五
〇
名
か
ら
七
〇

名
の
「
下
々
の
者
」
た
ち
が
、
連
日
納
得
づ
く
で
、
自
分
た
ち
が
阻

止
し
よ
う
と
し
て
い
る
銭
座
跡
の
開
発
の
た
め
の
動
員
に
応
じ
て
い

る
の
で
す
。

ⅲ
　
六
条
村
か
ら
銭
座
跡
村
へ
の
大
量
移
住

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ-

１
③
］

　
村
方
騒
動
は
、
こ
の
訴
訟
の
後
も
続
い
た
よ
う
で
す
。
結
局
、
実

際
に
銭
座
跡
に
家
が
建
ち
、
住
民
の
移
住
が
始
ま
っ
た
の
は
、
よ
う

や
く
享
保
一
八
（
一
七
三
三
）
年
の
二
月
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
は
短
期
間
の
う
ち
に
六
条
村
の
か
な
り
の
数
の

確
認
し
た
通
り
で
す
。
六
名
の
年
寄
は
、
さ
ら
に
、「
源
左
衛
門
は
、

近
頃
勝
手
な
振
舞
い
が
目
に
余
り
、
手
下
の
も
の
ま
で
引
き
込
ん
で

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
与
三
兵
衛
と
と
も
に
末
々
、
か
つ

て
山
城
・
近
江
・
摂
津
の
五
二
の
「
え
た
」
村
を
支
配
し
た
下
村
家

の
代
わ
り
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
か
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

源
左
衛
門
は
こ
の
度
、
銭
座
跡
の
地
な
ら
し
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の

時
に
人
足
と
し
て
村
の
下
々
の
も
の
を
召
使
い
ま
し
た
。
そ
の
下
々

の
者
と
は
合
意
の
上
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
我
々
も
存
じ
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
に
も
訳
が
あ
り
そ
う
で
す
。
そ
の
者
ど
も
が
私
た
ち
の
支

配
を
受
け
な
い
よ
う
に
し
て
、
与
三
兵
衛
と
二
人
だ
け
で
年
寄
役
を

務
め
よ
う
と
す
る
つ
も
り
で
は
な
い
か
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
」
と
の

疑
い
も
記
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
七
年
前
に
大
西
屋
庄
左
衛
門
が

奉
行
所
へ
開
発
を
願
い
出
た
時
に
は
、
奉
行
所
が
役
人
村
の
年
寄
の

申
し
入
れ
を
聞
き
入
れ
て
却
下
し
て
下
さ
っ
て
有
難
く
思
っ
て
い
ま

し
た
の
に
、
こ
の
度
、
銭
座
跡
村
に
家
が
建
ち
、
諸
国
か
ら
自
分
た

ち
と
同
業
者
で
あ
る
皮
革
業
者
が
入
り
込
ん
だ
ら
、自
分
た
ち
の
村
々

に
住
む
者
た
ち
は
飢
え
て
し
ま
い
ま
す
」
と
も
訴
え
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
被
差
別
民
に
よ
る
銭
座
跡

の
開
発
願
に
は
、
手
下
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
ら
に
よ
る
最
初
の
嘆
願

の
段
階
か
ら
、
大
仏
柳
原
庄
本
村
の
上
下
郷
双
方
の
庄
屋
や
、
妙
法
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い
の
は
、
年
寄
た
ち
が
銭
座
跡
の
開
発
に
強
硬
に
反
対
し
て
い
た
北

組
か
ら
も
、
九
〇
人
以
上
の
移
住
者
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

被
差
別
民
の
側
の
銭
座
跡
の
開
発
へ
の
動
き
は
、
六
条
村
南
組
の
手

下
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
そ
の
後
、
南
組
の
年
寄
と
天
部
村
の
年
寄
の

一
人
の
二
名
の
年
寄
に
よ
っ
て
実
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も

六
条
村
北
組
の
年
寄
を
含
む
役
人
村
五
カ
村
の
多
数
派
の
年
寄
の
総

意
に
は
反
す
る
行
為
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
北
組
か
ら
も
多

く
の
移
住
者
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
銭
座
跡
村
の
開
発
は
南

組
だ
け
の
造
反
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
一
部
の
年
寄
だ
け
が
、

南
組
の
手
下
の
側
に
つ
い
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
新
た
な
村
の

開
発
を
支
持
す
る
層
は
、
北
組
、
南
組
の
別
を
越
え
て
存
在
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
与
三
兵
衛
、
源
左
衛
門
の
住
ん
で
い

た
天
部
村
か
ら
も
、
一
定
の
移
住
者
が
出
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

す
が
、
天
部
村
の
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
確
認
が
で
き
ま
せ

ん
。

　
銭
座
跡
村
の
開
発
を
支
持
し
て
い
た
の
は
、
役
人
村
内
部
の
序
列

か
ら
解
放
さ
れ
、
あ
ら
た
な
働
き
手
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
出
来
る

広
い
土
地
で
、
商
工
業
者
し
て
一
層
発
展
す
る
こ
と
を
願
う
新
興
の

皮
革
関
連
業
者
と
、
よ
り
良
い
仕
事
の
条
件
の
獲
得
や
、
狭
く
劣
悪

な
環
境
か
ら
の
解
放
を
願
う
借
家
層
の
両
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

住
民
が
、
銭
座
跡
村
に
移
住
し
た
の
で
す
。
山
本
尚
友
氏
は
、「
銭

座
跡
村
の
最
初
の
住
民
は
、
六
条
村
か
ら
の
移
住
者
が
中
核
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
銭
座
跡
へ
の
移

住
が
始
ま
る
一
年
前
の
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
の
移
住
開
始
か

ら
、
一
三
年
後
の
延
享
元
（
一
七
四
五
）
年
ま
で
に
、
少
な
く
見
積

も
っ
て
も
、
二
〇
〇
人
以
上
が
銭
座
跡
村
へ
移
住
し
た
と
推
計
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
数
だ
け
言
っ
て
も
分
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
添
付
資
料

２
頁
の
表
３
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
山
本
尚
友
氏
が
六
条
村
の

人
口
の
推
移
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
、
こ
こ
に
使
わ

せ
て
頂
い
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
六
条
村
の
享
保
一

七
年
の
人
口
の
記
録
は
、
北
組
し
か
な
く
て
、
そ
れ
が
六
三
六
人
で

す
。
そ
し
て
延
享
元
年
の
記
録
は
、
北
組
が
五
四
二
人
、
南
組
が
四

一
七
人
で
す
。
北
組
だ
け
で
も
九
四
人
の
人
口
が
減
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
山
本
氏
は
北
組
の
人
口
の
減
っ
た
分
を
、
銭
座
跡
へ
の
移
住

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
銭
座
跡
の
開
発
の
中
心
に
な
っ
た
の

は
南
組
の
手
下
や
年
寄
で
あ
っ
た
の
で
、
南
組
か
ら
は
よ
り
多
く
の

住
民
の
移
住
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
、
六
条
村
全

体
の
移
住
者
を
約
二
〇
〇
人
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
山
本
氏
の
分
析
結
果
を
見
て
、
私
が
特
に
注
目
し
た

銭座跡村の成立
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料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
つ
い
先
ほ
ど
お
話
し
た
多
数
派
の
年

寄
に
よ
る
訴
訟
の
文
面
で
は
、
源
左
衛
門
が
、
与
三
兵
衛
以
上
に
激

し
く
非
難
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
派
の
年
寄
た
ち

が
源
左
衛
門
を
、
二
度
目
の
銭
座
跡
開
発
願
い
以
降
の
被
差
別
民
の

側
の
首
謀
者
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

六
条
村
の
南
組
の
年
寄
、
与
三
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
こ
の
名
跡
を
継

ぐ
家
が
、移
転
前
の
六
条
村
の
成
立
当
初
か
ら
、当
時
の
公
役
で
あ
っ

た
二
条
城
掃
除
役
以
上
に
皮
革
業
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
や
、
南

組
で
、
皮
革
関
連
業
者
の
発
言
権
が
、
年
寄
・
組
頭
・
手
下
の
階
層

の
別
を
超
え
て
強
か
っ
た
こ
と
を
、
先
に
お
話
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
が
、
銭
座
跡
開
発
当
時
の
当
主
の
行
動
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
当
主
が
若
く
病
気
が
ち

で
あ
っ
た
こ
と
も
前
に
お
話
し
た
通
り
で
、
気
の
毒
な
こ
と
に
こ
の

当
主
は
、
銭
座
跡
の
開
発
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
、
亡
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
一
方
、
天
部
村
の
年
寄
の
一
人
、
源
左
衛
門
の
家
の

銭
座
跡
村
成
立
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
分
か
る
こ
と
は
、
今
の
と
こ

ろ
、
一
八
世
紀
の
初
頭
ま
で
に
は
年
寄
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
か
な
り
の
規
模
で
皮
革
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
、
こ
れ
も
ま

た
先
に
ご
紹
介
し
た
事
実
だ
け
で
す
。
そ
の
た
め
、
あ
く
ま
で
推
測

し
か
で
き
な
い
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
は
、
源
左
衛
門
の
家
は
、
年

し
ょ
う
か
。
村
の
開
発
を
出
願
し
た
の
が
手
下
で
あ
ろ
う
と
年
寄
で

あ
ろ
う
と
、
被
差
別
民
の
立
場
か
ら
そ
の
開
発
を
支
持
し
て
い
た
層

は
同
じ
で
あ
り
、
北
組
、
南
組
の
区
別
も
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、

六
条
村
と
そ
れ
以
外
の
役
人
村
の
区
別
も
関
係
な
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
一
方
、
役
人
村
の
多
数
派
の
年
寄
に
し
て
み
れ
ば
、
多
く
の
住
民

が
、
自
分
た
ち
の
直
接
支
配
を
離
れ
て
至
近
距
離
の
、
し
か
も
六
条

村
の
二
倍
の
面
積
の
新
天
地
に
住
居
を
構
え
た
の
で
す
か
ら
、
ま
す

ま
す
警
戒
を
強
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
銭
座
跡
村
が
成
立
す
る
と
、

刑
警
吏
役
と
牢
屋
敷
外
番
役
の
両
方
を
負
担
す
る
よ
う
迫
り
ま
し
た
。

与
三
兵
衛
と
源
左
衛
門
は
、
先
に
引
用
し
た
銭
座
跡
開
発
の
願
書
に

そ
れ
ら
を
負
担
す
る
と
書
い
て
は
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
村
が
成
立

す
る
と
、
刑
警
吏
役
の
ほ
う
は
、
銭
座
跡
村
が
年
貢
を
負
担
す
る
と

い
う
理
由
で
、
奉
行
所
の
理
解
を
得
て
免
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

牢
屋
敷
外
番
役
は
、
さ
き
ほ
ど
お
話
し
た
山
城
・
近
江
・
摂
津
の
五

十
二
ケ
村
と
同
じ
く
、
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ⅳ
　
推
論

　
銭
座
跡
村
開
発
を
担
っ
た
年
寄
た
ち
に
つ
い
て

 

［
補
足
］

　
な
お
、
役
人
村
の
年
寄
の
総
意
に
反
し
て
銭
座
跡
村
の
開
発
に
踏

み
出
し
た
与
三
兵
衛
・
源
左
衛
門
の
利
害
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
史
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か
ら
年
貢
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
誘
致
さ
れ
成
立
し
た
銭
座
跡

村
は
、
年
貢
地
と
し
て
大
仏
柳
原
庄
の
下
郷
の
枝
村
と
位
置
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
る
よ
う
に
下
郷
を
通
し
て
、
年

貢
三
〇
石
と
そ
の
他
の
負
担
三
石
の
計
三
三
石
を
納
め
、
そ
の
他
に

一
般
の
村
に
か
か
る
の
と
同
じ
よ
う
に
人
足
を
出
し
た
り
、
ま
た
、

そ
の
代
わ
り
に
人
足
賃
を
納
め
る
税
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
銭
座
跡
村
は
、
役
人
村
を
通
し
て
牢
屋

敷
外
番
役
も
負
担
し
て
い
た
の
で
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
と
役
人
村

の
双
方
か
ら
二
重
の
支
配
を
受
け
、
百
姓
の
村
以
上
の
負
担
を
し
て

い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
多
く
の
「
え
た
」
村
に
共
通

す
る
苦
労
で
し
た
。

ⅱ
　
被
差
別
民
の
人
口
の
ほ
う
が
多
い
村

 

［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ-

２
②
］

　
な
お
、
全
国
的
に
見
れ
ば
、「
え
た
」
村
は
、
百
姓
の
村
を
本
村

と
す
る
枝
村
が
、
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
で
す
。
た
だ
し
京
都
近
郊
は
、

比
較
的
、
役
人
村
以
外
の
「
え
た
」
村
に
も
独
立
村
が
多
い
の
で
す

が
、
そ
れ
で
も
半
数
以
上
は
百
姓
の
村
に
付
属
す
る
枝
村
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
百
姓
の
村
で
あ
れ
、
被
差
別
民
の
村
で
あ

れ
、
本
村
に
対
す
る
枝
村
の
大
多
数
は
、
本
村
よ
り
人
口
が
少
な
い

集
落
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
銭
座
跡
村
は
、
成
立
当
初
か
ら
大
仏
柳

寄
層
の
中
で
は
、
銭
座
跡
村
開
発
の
費
用
を
負
担
す
る
の
が
可
能
な

ほ
ど
皮
革
業
で
成
功
し
て
い
た
家
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
開
発
に
お

け
る
利
害
を
、
多
数
派
の
年
寄
層
以
外
の
新
興
の
皮
革
関
連
業
者
と

共
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
人
は
経
済

的
な
動
機
だ
け
で
動
く
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
史
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
と
は
い
え
、
手
下
の
大
西
屋
庄
左
衛
門
た
ち
に
よ
る
銭
座
跡
開
発

の
嘆
願
が
、
奉
行
所
に
却
下
さ
れ
た
後
、
年
寄
の
与
三
兵
衛
と
源
左

衛
門
に
よ
る
嘆
願
ま
で
に
五
年
も
か
か
っ
た
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
、

源
左
衛
門
が
、
年
貢
な
ど
に
つ
い
て
、
よ
り
有
利
な
条
件
を
引
き
出

す
た
め
に
、
駆
け
引
き
を
し
た
た
め
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
私
は

考
え
ま
す
。
本
村
の
下
郷
庄
屋
重
右
衛
門
の
残
し
た
書
状
の
通
り
、

二
名
の
役
人
村
の
年
寄
に
よ
る
銭
座
跡
村
の
開
発
願
が
実
現
し
た
こ

と
に
は
、
妙
法
院
の
役
人
の
意
向
を
汲
ん
だ
重
右
衛
門
の
工
作
が
大

き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
嘆
願
に
対
し
て
、
源
左
衛
門
や
与

三
兵
衛
が
、
た
だ
受
身
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。

２
　
大
仏
柳
原
庄
本
村
と
の
関
係

ⅰ
　
本
村
と
枝
村
の
関
係

　
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ-

２
①
］

　
そ
れ
で
は
銭
座
跡
村
成
立
後
の
銭
座
跡
村
と
、
大
仏
柳
原
庄
本
村

と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
作
物
の
育
た
な
い
土
地
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圧
倒
的
に
多
い
村
だ
っ
た
の
で
す
が
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
二
つ
の
集
落
は
、
年
貢
が
か
か
ら
な
い
免
租
地
で
あ
っ
て
、
支

配
の
系
統
の
上
で
は
百
姓
の
村
で
あ
る
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
と
あ
ま

り
関
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
本
村
と
枝
村
の

関
係
に
な
れ
ば
、
年
貢
の
納
入
な
ど
で
よ
り
多
く
の
交
流
が
生
ま
れ

ま
す
。
銭
座
跡
村
が
、
枝
村
で
あ
り
な
が
ら
、
私
が
知
る
限
り
他
に

類
例
が
な
い
ほ
ど
人
口
比
に
お
い
て
本
村
を
圧
倒
し
て
い
く
こ
と
は
、

そ
の
後
の
銭
座
跡
村
の
経
済
的
発
展
と
相
ま
っ
て
本
村
の
住
民
の
警

戒
心
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　
今
日
の
お
話
は
、
近
世
の
京
都
の
近
郊
で
も
っ
と
も
人
口
の
多
い

被
差
別
民
の
集
落
の
一
つ
で
あ
っ
た
銭
座
跡
村
が
成
立
し
た
経
緯
を
、

当
時
の
京
都
近
郊
の
地
域
社
会
を
構
成
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
身
分

や
、
身
分
内
の
階
層
の
集
団
同
士
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
試

み
た
も
の
で
す
。
か
な
り
利
害
関
係
が
錯
綜
し
て
い
て
分
か
り
に
く

く
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
試
み
を
後
押
し
た
の
は
二
〇
〇
〇

年
代
以
降
、
そ
の
内
容
が
公
開
さ
れ
た
『
今
村
家
文
書
』
や
、
現
在

公
開
を
期
し
て
整
理
中
の
『
妙
法
院
関
連
文
書
』
の
存
在
で
す
。

　
銭
座
跡
村
の
成
立
が
実
現
し
た
背
景
を
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

原
庄
の
本
村
よ
り
圧
倒
的
に
人
口
の
多
い
枝
村
だ
っ
た
の
で
す
。

　
添
付
資
料
２
頁
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
資
料
の
残
り
具
合
に
制

約
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
添
付
資
料
の
表
に
併
記
し
た
史
料
に
よ

れ
ば
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
の
一
八
世
紀
半
ば
の
人
口
は
上
郷
・
下
郷

合
わ
せ
て
も
ず
っ
と
八
〇
人
を
下
回
っ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
こ

の
数
は
、
本
町
通
り
沿
い
に
住
む
住
民
の
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
住
民
の
多
数
派
で
あ
る
農
業
を
営
ん
で
い
な
い
町
人
を
含

ま
な
い
数
で
あ
っ
て
、
農
地
を
持
つ
百
姓
の
み
を
村
の
人
口
と
し
て

カ
ウ
ン
ト
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
銭
座
跡

村
の
人
口
は
成
立
か
ら
一
二
年
後
の
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
の
段

階
で
す
で
に
推
定
約
五
〇
〇
人
で
あ
り
、
し
か
も
銭
座
跡
村
の
本
村

は
下
郷
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
人
口
を
四
〇
人
前
後
と
推
測
す
る
と
、

銭
座
跡
村
と
の
人
口
差
は
ま
す
ま
す
開
き
、
一
八
世
紀
半
ば
の
段
階

で
も
銭
座
跡
村
が
一
〇
倍
以
上
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
畑
が
減

る
傾
向
に
あ
っ
た
本
村
に
人
口
が
増
え
る
要
素
が
無
か
っ
た
の
に
対

し
て
、
銭
座
跡
村
の
人
口
は
、
六
条
村
以
外
か
ら
も
奈
良
と
か
播
磨

の
方
か
ら
も
、
人
口
の
流
入
が
続
い
て
急
速
に
増
え
続
け
、
一
九
世

紀
初
頭
に
は
二
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
規
模
に
な
っ
た
の
で
す
。
も
っ

と
も
、
表
３
を
見
れ
ば
大
仏
柳
原
庄
は
、
正
徳
四
年
に
六
条
村
と
「
ひ

に
ん
」
小
屋
水
車
が
、
移
転
し
て
き
た
時
か
ら
被
差
別
民
の
人
口
が
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村
の
成
立
後
も
、
銭
座
跡
村
と
役
人
村
五
カ
村
と
の
緊
張
関
係
は
続

き
ま
す
。

　
一
方
、
本
村
と
の
か
か
わ
り
で
銭
座
跡
村
の
成
立
の
過
程
を
み
れ

ば
、
ま
ず
興
味
深
い
の
は
二
度
の
銭
座
跡
の
開
発
願
の
う
ち
、
町
奉

行
所
に
よ
り
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
享
保
一
一
年
の
手
下
大
西
屋

庄
左
衛
門
に
よ
る
最
初
の
出
願
に
も
、
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
の
庄
屋

や
妙
法
院
の
役
人
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
、「
妙
法

院
関
連
文
書
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
銭
座
跡
開

発
の
出
願
に
あ
た
っ
て
本
村
の
庄
屋
や
妙
法
院
の
役
人
は
、
被
差
別

民
内
部
の
階
層
秩
序
を
当
初
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
出
願
の
わ
ず
か
一
二
年
前
に
は
、
妙
法
院
は
、
被
差
別
民
の

存
在
が
新
地
開
発
の
妨
げ
に
な
る
と
し
て
、
六
条
村
を
大
仏
柳
原
庄

の
領
内
に
移
転
さ
せ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
、
あ
く
ま
で
も

地
代
収
入
を
優
先
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
銭
座
跡
村
の
開
発
に
関
し

て
は
、
年
貢
獲
得
と
い
う
利
益
の
前
に
、
被
差
別
民
内
部
の
年
寄
と

手
下
の
区
別
な
ど
、
初
め
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ

は
京
都
町
奉
行
所
が
、
自
ら
再
編
し
た
刑
警
吏
役
を
軸
と
す
る
穢
多

身
分
内
の
階
層
秩
序
を
重
視
し
て
、
手
下
の
台
頭
を
嫌
う
役
人
村
の

年
寄
た
ち
の
意
向
を
尊
重
し
た
の
と
は
対
照
的
で
す
。
つ
ま
り
非
領

国
地
域
で
あ
る
京
都
に
お
い
て
は
、
京
都
町
奉
行
所
と
領
主
の
間
で

そ
れ
は
働
き
手
の
受
け
皿
と
な
る
宅
地
を
必
要
と
す
る
六
条
村
の
皮

革
関
連
業
者
と
、
作
物
が
と
れ
な
い
銭
座
の
跡
地
か
ら
年
貢
を
確
保

し
た
い
領
主
や
本
村
の
庄
屋
の
利
害
が
一
致
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
す
。

　
こ
の
村
の
成
立
の
過
程
を
被
差
別
民
の
側
か
ら
見
れ
ば
一
見
、
六

条
村
の
年
寄
対
手
下
、
北
組
対
南
組
の
対
立
が
複
雑
に
錯
綜
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
実
際
、
錯
綜
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
銭
座

跡
村
の
開
発
を
支
持
し
た
人
々
に
共
通
す
る
の
は
、
皮
革
関
連
産
業

の
商
工
業
的
な
発
展
を
重
視
し
、
役
人
村
内
部
の
年
寄
↓
組
頭
↓
手

下
と
い
う
階
層
秩
序
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
傾
向
で
す
。
そ
こ
で
は
役

人
村
内
部
の
階
層
や
所
属
す
る
組
や
村
の
別
は
、
決
定
的
な
対
立
軸

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
銭
座
跡
の
開
発
に
反
対
し
た
役
人
村
五

カ
村
の
多
数
派
の
年
寄
た
ち
は
、
一
八
世
紀
初
頭
以
来
の
刑
警
吏
役

を
媒
介
と
し
た
町
奉
行
所
と
の
つ
な
が
り
や
、
役
人
村
内
部
の
階
層

秩
序
の
維
持
を
重
視
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
役
人
村
の
年
寄
の
中

で
も
、
皮
革
関
連
産
業
に
力
を
入
れ
て
い
て
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
で

利
益
を
上
げ
て
い
る
人
は
、
皮
革
関
連
産
業
に
携
わ
る
手
下
の
支
持

を
受
け
る
こ
と
が
利
益
に
つ
な
が
り
ま
す
が
、
そ
う
で
も
な
か
っ
た

年
寄
は
、
一
八
世
紀
初
頭
以
来
の
秩
序
の
維
持
こ
そ
が
自
分
た
ち
の

地
位
を
守
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
銭
座
跡

銭座跡村の成立
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す
。
銭
座
跡
村
の
住
民
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
頼
ま
れ
て
来
て
や
っ
た

と
い
う
意
識
が
生
じ
ま
す
。
本
村
の
住
民
の
中
に
は
、
そ
れ
を
快
く

思
わ
な
い
人
た
ち
が
出
て
き
ま
す
。
特
に
今
日
端
折
っ
た
部
分
な
の

で
す
が
、
下
郷
の
庄
屋
重
右
衛
門
は
、
そ
の
他
の
本
村
の
百
姓
た
ち

と
の
合
意
の
形
成
な
く
し
て
、
こ
の
銭
座
跡
村
の
誘
致
に
突
き
進
ん

で
い
た
の
で
、
そ
の
こ
と
が
、
後
に
本
村
の
方
で
起
き
た
紛
争
の
一

因
と
も
な
り
ま
す
［
レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ-

２
③
］。

　
け
れ
ど
も
、
今
日
お
話
し
た
よ
う
な
銭
座
跡
村
成
立
の
経
緯
が
、

そ
の
後
の
こ
の
村
と
役
人
村
五
カ
村
や
、
大
仏
柳
原
庄
本
村
と
の
関

係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
回
対
象
と

し
た
時
期
よ
り
も
後
の
時
代
ま
で
下
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
で
す
。
ざ
っ
く
り
し
た
こ
と
だ
け
申
し
て
お
き
ま
す
と
、
銭

座
跡
村
の
住
民
は
、
武
家
政
権
の
再
編
し
た
支
配
や
統
制
の
枠
組
み

か
ら
脱
し
よ
う
と
い
う
志
向
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
、
私
は
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
枠
組
み
を
盾
に
し
て
、
よ
り

多
く
の
公
役
負
担
を
課
そ
う
と
す
る
役
人
村
五
カ
村
か
ら
も
、
ま
た
、

枝
村
へ
の
統
制
を
強
め
よ
う
と
す
る
本
村
か
ら
も
、
独
立
志
向
を
持

ち
続
け
て
い
く
と
い
う
見
通
し
だ
け
を
、
今
は
述
べ
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

も
、
被
差
別
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
若
干
利
害
が
異
っ
て
い
た
と

い
う
事
情
が
あ
る
の
で
す
。
ま
た
、
手
下
で
あ
る
新
興
の
皮
革
関
連

業
者
で
あ
る
大
西
屋
庄
左
衛
門
が
、
大
仏
柳
原
庄
の
上
郷
の
庄
屋
堀

三
左
衛
門
に
伝
手
を
持
ち
、
そ
の
推
薦
で
妙
法
院
の
役
人
と
の
交
渉

の
場
に
臨
む
だ
け
の
資
本
と
人
脈
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
注

目
さ
れ
ま
す
。

　
他
に
本
村
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
開
発
許
可
を
得
る
ま
で
の

大
仏
柳
原
庄
の
下
郷
の
庄
屋
今
西
重
右
衛
門
の
こ
と
で
す
。
こ
の
重

右
衛
門
の
執
念
な
く
し
て
は
、
銭
座
跡
村
の
成
立
は
実
現
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
い
く
ら
役
人
村
の
年
寄
の
一
部
に
、
旧
来
の
役
人
村
の
階

層
秩
序
の
維
持
以
上
に
、
皮
革
関
連
産
業
の
発
展
を
重
視
す
る
志
向

を
持
つ
人
物
が
い
て
も
、
重
右
衛
門
の
工
作
な
し
に
、
年
寄
層
の
総

意
に
反
し
た
銭
座
跡
村
開
発
が
実
現
す
る
の
は
、難
し
か
っ
た
で
し
ょ

う
。

　
以
上
の
よ
う
な
成
立
の
経
緯
が
、
後
の
大
仏
柳
原
庄
と
銭
座
跡
村

の
関
係
を
左
右
し
て
い
き
ま
す
。
年
貢
を
あ
て
に
す
る
本
村
側
か
ら

積
極
的
な
誘
致
を
受
け
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
本
村
・
領
主
側
が
来
て

下
さ
い
と
お
願
い
す
る
形
で
成
立
し
た
と
い
う
銭
座
跡
村
の
成
立
の

経
緯
が
、
銭
座
跡
村
と
大
仏
柳
原
庄
の
本
村
の
双
方
の
住
民
た
ち
の

意
識
に
与
え
た
影
響
が
、
後
の
両
者
の
関
係
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
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う
。
こ
の
点
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、「
え
た
」
身
分
な
ど
の 

人
々
が
、
医
薬
業
に
お
い
て
も
重
要
な
貢
献
を
し
て
き
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
」（
斎
藤
洋
一
＋
大
石
慎
三
郎
『
身
分
差
別
社
会
の
真

実
　
新
書

　
江
戸
時
代
②
』
講
談
社

　
一
九
九
五
年
）
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
他
に
斎
藤
洋
一
氏
の
「
近
世
の
被
差
別
民
と
医
薬
業
・
再
考
」

（『
部
落
解
放
研
究
一
五
三
号
』
二
〇
〇
三
年
）
に
、
被
差
別
民
と

医
薬
業
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
研
究
史
と
、
よ
り
多
く
の
具
体
例
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

＊
追
加
註

　
大
西
屋
庄
左
衛
門
の
生
業
で
あ
る
薬
種
商
を
皮
革
関
連
業
と
し
た

の
は
、
レ
ジ
ュ
メ
７
頁
に
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
た
『
京
都
の
部
落

史
１
前
近
代
』
に
な
ら
っ
た
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
江
戸
時
代
の
「
え

た
」
身
分
や
そ
の
他
の
被
差
別
民
が
医
薬
業
を
営
ん
で
い
た
例
は
、

西
日
本
・
東
日
本
の
別
な
く
各
地
で
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由

に
つ
い
て
は
、
牛
馬
の
処
理
と
の
関
わ
り
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
大
西
屋
庄
左
衛
門

の
富
の
蓄
積
や
、
本
村
の
庄
屋
な
ど
と
の
人
脈
、
銭
座
跡
開
発
を
目

ざ
し
た
意
識
の
背
景
に
つ
い
て
は
、「
被
差
別
民
と
医
薬
業
」
と
い

う
視
点
か
ら
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
最
近
に
な
っ
て
気
が

つ
き
ま
し
た
。
不
勉
強
を
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、「
え
た
」
身
分
の
人
々
と
医
薬
業
が
結
び
つ
い
た
理
由
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
斎
藤

洋
一
氏
は
、「
一
つ
に
は
、「
え
た
」
身
分
の
人
々
が
、
牛
馬
や
人
間

の
生
死
に
か
か
わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
医
療
に
関
す
る

知
識
を
た
く
わ
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
（
ち
な
み
に
、
阿
部
謹

也
『
刑
吏
の
社
会
史
』
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
吏
も
「
人
間

と
動
物
の
怪
我
や
病
気
を
治
す
医
者
と
し
て
の
評
判
が
高
か
っ
た
」

と
い
う
）。
二
つ
に
は
、「
ケ
ガ
レ
」
と
の
か
か
わ
り
も
考
え
ら
れ
よ

銭座跡村の成立

59



1 
 

添付資料 
 
図１.銭座跡村の成立に関わった主な組織や集団(  は支配の及ぶ方向) 

       
 

  
 

                                                 
大仏柳原庄 

役人村                 本村 
    天部村               
    川崎村 
    北小路村 
    蓮台野村 

                                   
 
 

補足１.上記図１の組織や集団の関係者が残した史料 ＊は 1990年代以降に確認された史料 
 

京都町奉行所           妙法院 
「京都御役所向大概覚書」     「妙法院日次記」など 
「雑色要録」 など                        
六条村              大仏柳原庄 
「諸式留帳」           ＊「今村家文書」 
 
 

補足２.銭座跡村の人々自身の書状の写や言動の記録が含まれている史料 

「早稲田大学所蔵 方広寺関連文書」 
＊「柳原銀行記念資料館所蔵 妙法院関連文書」 
「京都柳原町史」             

 

京都町奉行所 
妙法院 

四座雑色 
 

六条村 上郷 

下郷(本郷) 銭座跡村 

枝村 

領主 
    ・知恩院・仏光寺 
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2 
 

補足３.銭座跡村についての主な先行研究と参照史料 

A.先行研究 
       ①.京都部落史研究所編『京都の部落史Ⅰ前近代』(辻ミチ子・山本尚友 執筆) 
      ②.澤村通也『正久寺史壱～参』『続正久寺史』 
       B.参照された史料 

『諸式留帳』『京都柳原町史』→図１・補足１もご参照のこと 
 

補足 4近年整理が進んだ.銭座跡村に関わる史料 →図１・補足１もご参照のこと 

    ①.『今村家文書』今村壽子氏所蔵・京都市歴史資料館寄託 …近年一部が史料集に掲載 
    ②.『妙法院関連文書』柳原銀行記念館所蔵        …公開を期して整理中 
     
   

 

 

本村(上郷・下郷) 銭座跡村  六条村 参考文献・史料
正徳５(1715) 789人 ⑤『京都の部落史１前近代』
享保11(1726) 1000人以上 ⑤『京都の部落史１前近代』 
延享元(1744) 520人 959人 ⑤『京都の部落史１前近代』
寛延３(1750) 67人 ④『妙法院日次記　第11』　
宝暦６(1756) 77人 ④『妙法院日次記　第13』      
宝暦12(1762) 77人 ④『妙法院日次記　第15』
寛政９(1797) ＊数千人(家数五百軒) 補足2・４②「妙法院関連文書」436番
明治４(1871) 2552人(出村を含む) ①「今村家文書」1645番、史料集掲載有

表２　　大仏柳原庄内の集落の人口についての史料

＊『妙法院日次記』の大仏柳原庄の「百姓」の人数の書き上げは上記3か年のみ。それ以前は、領内の百姓は、郡毎に
　 一括で記載、それ以降は居住地の「御境内町」の人数に含めて記載。

年代 　　 　役人　　　借家 計   北組　 南組
延宝 8 (1680) 21
宝永 1 (1704) 39(313)　　129(519) 168(732)
正徳 5 (1715) 84 96 180(789) 99 81
享保 6 (1721) (＊900～1000ヵ) (526) (＊400前後ヵ)

享保17(1732) (＊1000以上ヵ) (636) (＊500前後ヵ)

延享 1 (1744) (959) (542) (417)

表3　　　　　　　六条村の戸数と人口　　
参考史料⑤『京都の部落史　前近代』296頁より転載・加筆

(　　　)人数

・享保6年・17年の南組の人数の記録はないが、前後の時代の記録から、およそ400～500人と判断した。
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補足３.銭座跡村についての主な先行研究と参照史料 

A.先行研究 
       ①.京都部落史研究所編『京都の部落史Ⅰ前近代』(辻ミチ子・山本尚友 執筆) 
      ②.澤村通也『正久寺史壱～参』『続正久寺史』 
       B.参照された史料 

『諸式留帳』『京都柳原町史』→図１・補足１もご参照のこと 
 

補足 4近年整理が進んだ.銭座跡村に関わる史料 →図１・補足１もご参照のこと 

    ①.『今村家文書』今村壽子氏所蔵・京都市歴史資料館寄託 …近年一部が史料集に掲載 
    ②.『妙法院関連文書』柳原銀行記念館所蔵        …公開を期して整理中 
     
   

 

 

本村(上郷・下郷) 銭座跡村  六条村 参考文献・史料
正徳５(1715) 789人 ⑤『京都の部落史１前近代』
享保11(1726) 1000人以上 ⑤『京都の部落史１前近代』 
延享元(1744) 520人 959人 ⑤『京都の部落史１前近代』
寛延３(1750) 67人 ④『妙法院日次記　第11』　
宝暦６(1756) 77人 ④『妙法院日次記　第13』      
宝暦12(1762) 77人 ④『妙法院日次記　第15』
寛政９(1797) ＊数千人(家数五百軒) 補足2・４②「妙法院関連文書」436番
明治４(1871) 2552人(出村を含む) ①「今村家文書」1645番、史料集掲載有

表２　　大仏柳原庄内の集落の人口についての史料

＊『妙法院日次記』の大仏柳原庄の「百姓」の人数の書き上げは上記3か年のみ。それ以前は、領内の百姓は、郡毎に
　 一括で記載、それ以降は居住地の「御境内町」の人数に含めて記載。

年代 　　 　役人　　　借家 計   北組　 南組
延宝 8 (1680) 21
宝永 1 (1704) 39(313)　　129(519) 168(732)
正徳 5 (1715) 84 96 180(789) 99 81
享保 6 (1721) (＊900～1000ヵ) (526) (＊400前後ヵ)

享保17(1732) (＊1000以上ヵ) (636) (＊500前後ヵ)

延享 1 (1744) (959) (542) (417)

表3　　　　　　　六条村の戸数と人口　　
参考史料⑤『京都の部落史　前近代』296頁より転載・加筆

(　　　)人数

・享保6年・17年の南組の人数の記録はないが、前後の時代の記録から、およそ400～500人と判断した。
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国役銀 抱堤普請人足 地頭御用人足 警刑吏役 牢屋敷外番役

本郷・上郷 〇→領主

六条村[正徳3年移転] 〇 〇

銭座跡村[享保17年成立] 〇→領主(妙法院) 〇→本村 〇→六条村

銭座跡出村[文政9～天保7年成立] 〇→領主(妙法院) 〇→本村 〇→六条村

大西組[天保14年成立・天部村支配] 〇→天部村 〇→天部村
＊補足1・4①「今村家文書」1631・2397番(参考文献①『今村家文書史料集上巻』ｐ169～173・p201～204) ・③「京都柳原町史」p277・281・297～303)
＊天部村・六条村は役人村(刑警吏役を担う村)
＊銭座跡村の年貢は当初、本村を通して納めていたが、18世紀の末より領主へ直納。

表４　　　　　　　　　　　　　　　　　　         大仏柳原庄の村々の負担　　
一般の村にかかる負担(金納・労役)

年貢
村役米

貸地道年貢
「穢多村」にかかる夫役(金納)

〇

〇→本村

〇→本村

西暦 年 月 できごと 史料/参考文献

1698 元禄11
妙法院が、幕府の意向で大仏柳原庄内の領地の一部を、銭座の用地として提供させら
れる。場所は本村のうち、下郷(本郷)の領域内

「妙法院関連文書」

1709 宝永06
銭座の操業停止により、跡地が妙法院に返却される。→　妙法院、領内の百姓に農地
に戻すよう命じる

「妙法院関連文書」

1722 享保07
銅による土壌汚染により百姓による農地への回復は失敗。妙法院、銭座の跡地を「年
貢十年御免・村役七年用捨」の条件で、摂津の住人に売却。

「妙法院関連文書」

1725 享保10
摂津の住人も農地への回復を断念。銭座跡の返却を申し出る。→　下郷庄屋　今西重
右衛門ら、上郷庄屋　堀三左衛門の仲介で、摂津住人から六条村の手下　大西屋庄左
衛門への銭座跡の売却を手配

「妙法院関連文書」

12月 妙法院の役人が、大西屋庄左衛門らと対談。年貢納入についての証文を受け取る。 「妙法院関連文書」

1726 享保11   2月
六条村の手下、大西屋庄左衛門・太和屋喜三郎・住吉屋安兵衛が、町奉行所へ銭座の
跡地を「居小屋地」 として開発することを願い出る。→　町奉行所からの問い合わせ
に、役人村5ケ村の年寄たちが反対を表明したため願書は不受理。

「諸式留帳」

  8月
大西屋庄左衛門ら3名、奉行所に投入箱に再び銭座跡の開発を願う願書を投入。
→　願書は役所の門前で焼き捨てられ、二度とこのような嘆願を繰り返さないよう言
い渡される。

「諸式留帳」

享保11
～12

妙法院の役人、大西屋庄左衛門らの銭座跡開発願いの不首尾を受けて、「年寄・手下
双方和睦して願い出るように」と命じる。→　下郷庄屋　今西重右衛門、和睦に努め
るも、その実現前に妙法院の役人が総入替となり、銭座跡開発は立ち消えとなる。

「妙法院関連文書」

享保13
～15 下郷庄屋　今西重右衛門、年寄と手下の双方を度々呼び出し、説得に努める 「妙法院関連文書」

1731 享保16   8月
六条村南組の手下 大西屋庄左衛門と　六条村南組の年寄 与三兵衛と天部村の年寄の1
人 源左衛門の間で話し合いが行われる。

「妙法院関連文書」

10月
六条村南組の年寄 与三兵衛と天部村の年寄の1人 源左衛門が、上郷庄屋　重右衛門
へ、自分たちに開発を申し付けてほしいという書状を提出。。

「妙法院関連文書」

11月
六条村南組の年寄、与三兵衛と天部村の年寄の一人、源左衛門が、銭座跡の開発を願
い出る。

「京都柳原町史」
「妙法院関連文書」

12月 奉行所から上記２名の役人村の年寄へ、銭座跡開発の許可がおりる。
「京都柳原町史」
「妙法院関連文書」

年表1　　　　　　　　　　　　　　　　　銭座跡村の成立まで
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年表１つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西暦 年 月 できごと 史料/参考文献

1731 享保16 12月
開発願を却下された後も銭座跡を管理し続けた手下の大西屋庄左衛門に対して、
妙法院、土地の代金は返却するので、土地を返却するよう命じる。

「妙法院関連文書」

手下の庄左衛門ら、妙法院へ「居小屋地」のうちのいくらかでも支配を認めるという
判を押した書状を頂きたいと願い出る。開発願を却下された後も、年貢は免除されて
いたが、銭座跡購入のための借金の利子が嵩んだ上、土地の管理費が代金を上回り難
儀しているため。。

「妙法院関連文書」

1732 享保17   1月
大西屋庄左衛門、妙法院から銭座跡購入の代金の返却を受け、沽券状を返却。開発却
下後の損失に対する配慮はなし。

「妙法院関連文書」

京都町奉行所の新家方の役人による見分。御定杭が打たれる。敷地7000坪
「京都柳原町史」
「妙法院関連文書」

  3月
六条村南組年寄 与三兵衛と天部村の年寄  源左衛門,銭座跡の土地の代金を支払い、
両人を支配人とする銭座跡村の開発が始まる。

「妙法院関連文書」

３～7月 六条村と天部村で村方騒動。銭座跡に開発にとりかかれず。 「妙法院関連文書」
  7月
～10月

日々人足が50人・70人と出て普請にとりかかり、10月頃にはおおよそ「居小屋地」と
しての形がつく。

「妙法院関連文書」

10月
与三兵衛・源左衛門以外の役人村の年寄たちが、昼夜寄合を開いて、銭座跡の「居小
屋地」開発を阻止すべく願い出るという風聞があり、下々でも色々と取沙汰し、去就
に迷う

「妙法院関連文書」

11月
源左衛門以外の天部村の年寄４名と六条村北組の年寄２名の計６名の年寄たちが連名
で、銭座の跡地には「穢多」を置かないようにと妙法院への訴訟。6名は、与三兵衛
と源左衛門が自分たちに断わりなく開発願を出したと訴える。

「妙法院関連文書」

1733 享保18   2月 銭座跡への住民の移住が始まり、短期間のうちに六条村から多数の住民が移住 「月堂見聞録」
(『京都の部落史Ⅰ』)
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儀しているため。。
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与三兵衛・源左衛門以外の役人村の年寄たちが、昼夜寄合を開いて、銭座跡の「居小
屋地」開発を阻止すべく願い出るという風聞があり、下々でも色々と取沙汰し、去就
に迷う
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　　　　　「えた村」 　　　「ひにん小屋」 　　　　　本村
　上郷・本郷　六条村

  (大仏柳原庄の領外)
　正徳３年[1713]移転。
　京都の役人村(＊1)5ケ村の１つ。
　四座雑色(＊2)の支配・免租地。

　七条水車小屋(領外)
　正徳3年[1713]移転。
　悲田院村を通して四座雑色
　の支配。

　銭座跡村
  (大仏柳原庄の領内)
　享保17年[1732]六条村から分立。
　本村と役人村の二重支配。

　銭座跡出村(領内)
　文政９年[1826]～天保7年[1836]
　銭座跡村が拡大。
　本村と役人村の二重支配。

　大西組(領外)
　天保14年[1843]六条村から分立。
　役人村の筆頭である天部村の支配

＊1 役人村　→刑警吏を担う村

＊2 四座雑色→京都町奉行所の配下で、治安維持・公武の儀式の警護・囚人の監督・法令の伝達などにあた
  る半官半民の役人

参考文献③「京都柳原町史」・①「今村家文書」2985番「明治3年 愛宕郡柳原庄図面」(史料集未掲載)より作成

表5　　　    　　　　  大仏柳原庄の中の集落
七条通以北

新地開発により市街地化、七条新地・上下堀詰町など。北限は五条通。

七条通以南

　加茂川西岸
　七条通以北の新地開発により、被差別民の集落が元湿地帯や川端に
　 移転させられ、その後、鋳銭所跡などにも拡大。

 
      加茂川東岸
    大仏柳原庄の本村でかつ
 　洛外町続きの南端にあたる区域

    上郷・本郷
    村人は本町通(伏見街道)沿いの
 　本町六～十丁目の住民の一部。
    この区域は、町組「大仏組」

    33カ町の一部でもある。

6 
 

 

　　　　　「えた村」 　　　「ひにん小屋」 　　　　　本村
　上郷・本郷　六条村

  (大仏柳原庄の領外)
　正徳３年[1713]移転。
　京都の役人村(＊1)5ケ村の１つ。
　四座雑色(＊2)の支配・免租地。

　水車(領外)
　正徳3年[1713]移転。
　悲田院村を通して四座雑色
　の支配。

　銭座跡村
  (大仏柳原庄の領内)
　享保17年[1732]六条村から分立。
　本村と役人村の二重支配。

　銭座跡出村(領内)
　文政９年[1826]～天保7年[1836]
　銭座跡村が拡大。
　本村と役人村の二重支配。

　大西組(領外)
　天保14年[1843]六条村から分立。
　役人村の筆頭である天部村の支配

＊1 役人村　→刑警吏を担う村

＊2 四座雑色→京都町奉行所の配下で、治安維持・公武の儀式の警護・囚人の監督・法令の伝達などにあた
  る半官半民の役人

参考文献③「京都柳原町史」・①「今村家文書」2985番「明治3年 愛宕郡柳原庄図面」(史料集未掲載)より作成

表5　　　    　　　　  大仏柳原庄の中の集落
七条通以北

新地開発により市街地化、七条新地・上下堀詰町など。北限は五条通。

七条通以南

　加茂川西岸
　七条通以北の新地開発により、被差別民の集落が元湿地帯や川端に
　 移転させられ、その後、鋳銭所跡などにも拡大。

 

      加茂川東岸
    大仏柳原庄の本村でかつ
 　洛外町続きの南端にあたる区域

    上郷・本郷
    村人は本町通(伏見街道)沿いの
 　本町六～十丁目の住民の一部。
    この区域は、町組「大仏組」

    33カ町の一部でもある。

銭座跡村の成立
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銭座跡村の成立 ―18 世紀京都の市街地近郊にできた皮革業の村― 

                              2021.10.01 小林ひろみ 

はじめに 

銭座跡村は、享保 17(1732)年に京都の市街地と 
農村部の境にあった大仏柳原庄と呼ばれる村の領域 
に開発された被差別民の村である。その住民は、多 
くが皮革関連産業に従事し、その人口は、18 世紀の 
末までには 2000 人を超え、京都では六条村と並ぶ 
最大規模の被差別民の村となった。 
 この度は、この村が成立するまでの経緯について、 
当時の京都の市街地近郊の地域社会を構成していた 
様々な身分・階層の集団の関係に着目しながら検討 
する。また、この村の成立やその後の展開に影響を 
及ぼした京都の市街地近郊地域固有の事情ついても 
考える。＊図・表・年表・補足・史料は別刷りの 

添付資料をご参照のこと 

Ⅰ.銭座跡村の成立に関わった人々 →図１・補足１・２ 

 １．大仏柳原庄の百姓と領主 →パワーポイント地図１・絵図１・地図２ 
  ①.本村=大仏柳原庄の上郷・下郷(本郷) 
    ・「謎の村」大仏柳原庄と「今村家文書」の整理の進展 →補足１・４，参考文献①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    ・市街地と農村部の境界にあった村 
    ・市街地に飲み込まれつつあった村 …湿地が多く、藍や芋類などの畑地が中心 
       ・大仏柳原庄の本村であり、市街地最南端の町組にも属した区域 
     
  ②.大仏柳原庄最大の領主、妙法院と京都町奉行所 →図１・表１  

・非領国地域特有の支配関係 
・門跡寺院 妙法院と幕府・京都町奉行所との微妙な関係 
   

  ２．移転させられてきた被差別民 
  ①.新地開発と六条村の移転 
    ・新地開発の妨げになるとされての移転 …六条村と七条水車小屋 
    ・刑警吏役(行刑役+警吏役)を担う役人村 →図１ 
    ・皮革関連産業が盛んな村 
    ・町奉行所を後ろ盾とする条件交渉…刑警吏役の継続に必要な条件の確保 
    ・積み残された課題…十分な面積の居住区域の確保  

略目次 
はじめに  

Ⅰ.銭座跡村の成立に関わった人々 
１.大仏柳原庄の百姓と領主 
２.移転させられてきた被差別民 

Ⅱ.銭座跡村の成立 
 1.被差別民の事情 
  2.領主と本村の百姓の事情 
Ⅲ.成立直後の銭座跡村と地域社会 
 1.役人村との関係 
 2.大仏柳原庄本村との関係 
  3.銭座跡村の支配体制 
おわりに 

移転前の役田地  
3000 坪足らず  

→家数 168 軒  
１軒あたり約 17 坪(共有ス
ペース含む。支配層が広い面積

を占有した可能性) 
移転後の免祖地＋年貢地  

約 3000 坪   
『京都の部落史 1 前近代』 
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Ⅱ.銭座跡村の成立  

 1.被差別民の事情 
…従来の研究史で参照された史料から分かる銭座跡村成立までの過程 →補足３ 
 

   ①.六条村の人口拡大 →表２ 
→ 村の外へ「居小屋地」を求める動き 

 
   ②.銭座跡開発願 
    あ.銭座跡とは  

元禄 11(1698)～宝永 6(1709)年に操業していた銭座の跡地。妙法院が、幕府の意向
で大仏柳原庄内の領地の一部を、銭座=銅銭の鋳造所として提供させられていたが、
操業停止後は、妙法院に返却された。大仏柳原庄の本村のうち下郷(本郷)の領域に
あたり、六条村からは、500m ほど南の区域。敷地面積約 7000 坪 

 
    い.銭座跡開発願いの過程…「諸式留帳」・「京都柳原町史」から 
      享保 11(1726)年の開発願 …六条村南組の手下 3 名が提出  

←奉行所の問い合わせを受けた役人村の年寄の反対により突き返される 
      享保 16(1731)年の開発願 …六条組南組の年寄と天部村の年寄の 1 人が提出 
       ←奉行所の許可を得る   
 
   ③.役人村の年寄たち…京都の刑警吏役を統括する人々 
    ・人数(享保年間当時) 天部村 5 名 六条村 3 名 その他の村各 1 名ずつ 

・18 世紀初頭の幕府の被差別民支配の方針転換 
→ 従来以上に治安対策に被差別民を動員するようになる  

→ 京都町奉行所も被差別民支配の方針を転換 
→ 山城・近江・摂津の 52 ケ村の「えた」村に課される労役の変更 

(実際に従事するのは役人村の住人、その他は代銀納)  
 

二条城掃除役の廃止 → 牢屋敷外番役の設定 
   ↑支配                      ↑支配  
下村氏(断絶)      役人村の年寄   

          山水河原者の系譜       刑警吏役を担う  

 

→ 役人村の年寄たちが、京都を中心とする地域の「えた」村の頂点に立つ 
 
 
 

年表１の灰色背景の 
部分もご参照のこと  

銭座跡村の成立
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④.役人村内の主な階層 
家持層…年寄・組頭(小頭)・手下 

      借家層…手下          
    
⑤.皮革関連産業の隆盛と手下の台頭 
    ・皮革関連産業 戦国期 軍需中心 → 江戸時代 民需中心(元禄期以降隆盛) 
    ・手下からも、年寄・組頭に対抗できる資産を持つものが現れ始める。 
 
⑥.年寄層内部の対立…大仏柳原庄への移転以前からの経緯 
 
    ・六条村北組・元河原町松原上ルの住人が、六条河原の役田地の北側取得(17 世紀半ば) 
           ↑ 嘉兵衛家。その後も嘉兵衛家とその分家が北組の年寄となる。享保年 
              間当時の年寄は 2 名。刑警吏役の遂行と村内の階層秩序を重視 
 
    ・六条村南組・天部村在住の住人が、六条河原の役田地の南側取得(17 世紀半ば) 
           ↑ 与三兵衛家。後に南組の年寄の名跡となる。役田地取得から間もなく、大阪の

渡辺村の皮革業者を住まわせ、二条城掃除役を勤める住人より優遇したり、公
役に必要な人数以上の借家人を受け入れて、北組の年寄と紛争になる。大仏柳
原庄移転後も天部村に在住。皮革業の経営をより重視する傾向 

 
２.領主と本村の百姓の事情 
   …「柳原銀行記念資料館所蔵 妙法院関連文書」から分かること 
 

①,空白の 5 年間にあった出来事の解明 →補足２・４② 
→ 従来以上に本村の庄屋や妙法院の役人の銭座跡村成立への関わりが明らかに  

 
   ②.農作物の育たない銭座の跡地 
    享保 16(1731)の開発願の願書…史料 1 
    宝永 6(1709)年～享保 10(1725)年の試行錯誤 

 
     ③.妙法院の財政難 

享保年間(1716～1736)以降の幕府の緊縮財政 →幕府から寺社への寄進が激減 
 

   ④.本村の庄屋たちによる積極的な被差別民誘致 
     享保 10(1725)年       上郷庄屋 堀三左衛門の仲介で、銭座跡を六条村手下 

大西屋庄左衛門に売却 → 享保 11 年の開発願 
    享保 12～16(1727～1731)年    下郷庄屋 今西重右衛門の奮闘と「計策」 
                   →享保 16 年の 2 名の天部村在住の年寄による開発願 

以下、年表１の白色
背景部分もご参照
のこと 
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◎.銭座跡の開発に関わった人々 
 
    ・六条村南組手下 大西屋庄左衛門…享保 11(1726)年の開発願の願人筆頭 

開発不認可の後も銭座跡を管理。年貢は免除されたものの、銭座跡の購入した際の借金
の利子が嵩んだ上、管理費が買得代金を上回り「難儀」。天部村在住の 2 名の年寄によ
る開発が決まった後、土地の代金は返却されたが、開発できないまま管理してきた 7 年
間の損失は補償されなかった。 

     
・六条村南組年寄 与三兵衛家…享保 16(1731)年の開発願の願人 

銭座跡村成立の前後は、当主が 2 代続けて早世。開発願に名を連ねたものの、開発を主
導することはできなかった。 

     
・天部村年寄 源左衛門家…享保 16(1731)年の開発願の願人  

この家の銭座跡開発以前の情報は、「諸色留帳」の宝永 3(1706)年の条に、天部村の年寄
で、かつ手代を使う皮革業者として登場するのが初出。銭座跡村開発当時は、与三兵衛
が若く病弱であったので、開発事業を主に担う。以後「妙法院関連文書」には頻出。 

    
    ・大仏柳原庄下郷庄屋 今西重右衛門…被差別民へ銭座跡開発を働きかけた中心人物 
        慶長 11(1606)年という江戸時代初頭の極めて早い時期から庄屋を務めており、かつては、 
         現在の一橋小学校の敷地を含む広い土地を保有(「今村家文書」)。土豪(中世の在地の武 

士)の系譜を引くと考えられる。妙法院の役人への書状に、享保 11(1726)年の開発願が 
認可されなかった後は、自らが天部村在住の 2 名の年寄に出願を持ちかけたと記す。 
 

 

Ⅲ.成立直後の銭座跡村と地域社会 

1.役人村との関係 
 ①.六条村と天部村の「村方騒動」 

享保 17(1732)年３～7 月 「村方騒動」により、銭座跡の普請が始められなくなる。 
 

 ②.「居小屋地」普請に多くの六条村住民が出動 
  享保 17(1732)年 7～10 月 銭座跡村の普請が始まり、日々人足が「五十人・七十人」 

    と出て、大略「居小屋地」の形がつく。 
 

  ②.役人村の年寄たちの訴願 
   享保 17(1732)年 10 月  与三兵衛・源左衛門以外の役人村の年寄たちが、昼夜寄合を開

き、銭座跡の「居小屋地」開発阻止のため願い出るとの風聞 
   享保 17(1732)年 11 月  天部村年寄 4 名・六条村北組年寄 2 名、妙法院へ訴願する。 

以下、年表１の白色 

背景部分もご参照の 

こと 
 

銭座跡村の成立
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③.六条村から銭座跡村への大量移住 →表３ 
   享保 18(1733)年 2 月～ 銭座跡への住民の移住が始まり、短期間のうちに六条村から 

多数の住民が移住。 
 
２.大仏柳原庄本村との関係 
  ①.本村と枝村の関係 →図１・表４ 
   銭座跡村は、大仏柳原庄本村を通して、妙法院へ年貢と夫役の代銀を納めることになる。 
    年貢 30 石と村役米 3 石の計 33 石・夫役(国役銀・抱堤御用人足・地頭御用人足) 
 

   ②.被差別民の人口の方が多い村 →表２ 
・大仏柳原庄本村の人口…80 人足らず(18 世紀半ば)  

＊本村の百姓とされるのは、本町六～十丁目の住人のうち、農地を持ち、農業を営む家の者 
のみ。 

・銭座跡村の人口…約 520 人(18 世紀半ば・山本尚友氏推定値) 
 

被差別民の村であれ、百姓の村であれ、枝村の多くは、人口が本村より少ない。 
  本村と同等、あるいは、本村より人口の多い村の例もあるが、銭座跡村と大仏柳原庄 

の本村の人口比は、管見の限りでは他に類例を見ないほど大きい。 
                

    
③.本村の百姓間の合意の欠如 

    ・見えてこない庄屋以外の百姓の態度 
      ＊「今村家文書」「妙法院関連文書」でも、文面に庄屋以外の大仏柳原庄の百姓の銭座跡村住 
       民への態度が記され始めるのは、18 世紀末期から 
    ・下郷庄屋 重右衛門が気に病む「世上」のうわさ →被差別民からの「まいない」？ 
 
３.銭座跡村の支配体制 

   ①.銭座跡村の組織 
     北組  支配人 1 名(源左衛門家)   南組 支配人 1 名(与三兵衛家) 
           組頭 12 名                         組頭 12 名 
                   手下 その他の住民         手下  その他の住民 
           ＊銭座跡村成立後も支配人 2 名は、天部村在住。当初は、村の敷地を２等分 

して支配したが、銭座跡村成立後、南組の支配人 与三兵衛が病のため支配が 

行き届かず、享保 20(1735)年から敷地の４分の３を北組が支配。 

 
   ②.二重の支配・重なる負担 →図１・表４ 
     ・役人村と本村からの二重支配 
     ・牢屋敷外番役(銀納)と年貢・夫役の両方の負担を強いられる 

江戸時代の     

江戸時代の役人村以外の

「えた」村が、共通して背

負わされた負担 
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おわりに 

銭座跡村の成立  働き手の受け皿となる宅地を必要とする被差別民の皮革関連業者と、 

作物のとれない銭座の跡地から年貢を確保したい領主や本村の庄屋 

の利害が一致したことで実現。 

 
この村の成立の過程について…近年公開・公開を期して整理中の史料から明らかになったことを中心に 
被差別民  
・一見、六条村の年寄 vs 手下、北組 vs 南組の対立が、複雑に錯綜しているように見えるが、 
役人村内部の階層や所属する組の別は、決定的な対立軸ではない。 

 
                         

 
 

           
 本村・領主 
 ・２度の銭座跡の開発願のうち、町奉行所に却下された手下、大西屋庄左衛門らによる最初の出

願にも、積極的に関わっていたことが明らかに。 
・銭座跡開発の出願にあたって、当初、本村の庄屋や妙法院の役人は、被差別民内部の階層秩序
を、ほとんど問題にしておらず、その関心の中心は、あくまで年貢収入の獲得。 

 
京都町奉行所 
・自ら再編した刑警吏役を軸とする「えた」身分内の階層秩序を重視し、手下の台頭を嫌う役人
村の年寄たちの意向を尊重。 

 
その他の注目点 

①.手下であり、新興の皮革関連業者である大西屋庄左衛門が、大仏柳原庄の上郷の庄屋、堀
三左衛門に伝手を持ち、その「吹挙」推薦で妙法院の役人との交渉の場に臨むだけの資本
と人脈を持っていたこと。→庄左衛門が薬種商であったことの意味については今後の課題 

②.下郷庄屋、今西重右衛門の人物像 
・本村の百姓たちとの関係   ・銭座跡村の住民との関係 

 
今後の検討事項 →銭座跡村の成立の経緯が、後の地域社会の動向に与えた影響 
   役人村との関係 
   銭座跡村の人口の多さや皮革関連産業の発展に対する役人村からの警戒心の影響 
  大仏柳原庄の本村との関係 

本村や領主から積極的な誘致を受けて成立したという経緯や、人口で他に類例を見ないほ
ど本村を圧倒していくことが、双方の住民の意識に与えた影響 

皮革関連産業の商工業的発展を重視。役人村内部の年

寄→組頭→手下という階層秩序にとらわれない傾向。 

 

銭座跡村の開発を支持した人々 銭座跡村の開発に反対した役人村五ケ村の多数派の年寄 
 18世紀初頭以来の刑警吏役を媒介とした町奉行所と

のつながりや、役人村内部の階層秩序の維持を重視。 
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⑲.小林丈広     「京都における地域史研究の課題―今村家文書調査の歩みを手がかりにー」 

(日本史研究会『日本史研究』678 号、2018 年) 

⑳.小林ひろみ         (鴨川浚(鴨川普請)関連) 

a「大仏柳原庄の加茂川浚(加茂川普請)」(地方史研究協議会『京都という地域文化』、2020 年) 

b「大仏柳原庄の鴨川浚え(鴨川普請)―幕末の洪水対策と被差別民―」 

(世界人権問題研究センター『人権大学講座講演録』、2020 年) 
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㉑.小林ひろみ     銭座跡村の成立―近世京都近郊の被差別民をめぐる地域社会の動向からー」 

             (世界人権問題研究センター『研究紀要第』26 号、2021 年)  

 
 

 
澤村通也氏の「正久寺史」壱～参(1985 年)・「続正久寺史」(1989 年)について 

 

原本は、正久寺が所蔵。柳原銀行記念資料館がコピーを所蔵するが、人権上の配慮のため、閲覧は
要相談。 
著者は、旧銭座跡村の浄土真宗の道場の１つを前身とする正久寺の門徒であった方である。 

この著作の最大の価値は、銭座跡村の人々の心の拠り処であった道場・寺院を支えた人々の動向を 
お寺に伝わる文書や、著者の執筆当時、閲覧可能であったその他の文書から、詳細かつ緻密に解明 
されていることである。 
ただし、その前提として記された銭座跡村の成立前後の経緯についての記述にも、学ぶことが多い。

特に六条村の移転と銭座跡村の成立への新地開発の影響や、大仏柳原庄本村の庄屋や妙法院の関与に
も言及されていることは、注目される。それは、当時閲覧できた史料の制約を受けてはいるが、その
後出版された『京都の部落史Ⅰ 前近代』もふれておられない側面に、ごく断片的な史料から着目さ
れていたことに、敬意を捧げたい。澤村氏の労作を、多くの人々が閲覧できるようになる日の来るこ
とを、心より願う。(*『京都の部落史Ⅰ』は被差別民内部の利害関係の分析が優れている。) 

  なお、次の冊子に、澤村氏への聞き書きが掲載されており、上記の澤村氏の著書についても、 
 左右田昌幸氏による丁寧な紹介がある。 

崇仁の文化遺産を守る会編『崇仁地区寺院調査中間報告書Ⅳ 正久寺』(京都市文化市民局、1998 年) 
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は
じ
め
に
―
大
塩
の
乱
と
は
な
に
か
―

　
大
阪
に
大
塩
事
件
研
究
会
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
龍
谷
大
学
に
お
ら
れ
た
酒
井
一
と
い
う
先
生
が
は
じ
め
ら
れ
た
ん

で
す
が
、
も
う
一
〇
年
く
ら
い
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
て
そ
の
後
、

私
が
そ
れ
を
受
け
る
よ
う
な
形
で
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

　
後
で
見
て
頂
き
ま
す
よ
う
に
大
塩
平
八
郎
は
、
飢
饉
の
さ
な
か
で

大
坂
の
市
民
を
救
お
う
と
し
て
決
起
し
た
と
い
う
こ
と
で
有
名
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
、
近
年
は
、
そ
う
い
う
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
よ
う

な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
定
義
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
人
の
も
っ
て
い
た

奥
深
さ
、
あ
る
い
は
極
端
さ
も
含
め
て
大
塩
の
乱
（
大
塩
事
件
）
を

見
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
動
き
が
で
て
お
り
ま
す
。
い
ま
私
も
そ
れ

を
や
っ
て
い
ま
し
て
、
来
年
に
は
『
大
塩
平
八
郎
の
乱
』（
中
公
新
書
）

と
し
て
出
版
す
る
予
定
で
お
り
ま
す
。
今
日
お
話
す
る
の
も
そ
の
中

の
一
部
で
あ
り
ま
す
。

　
大
塩
は
大
坂
の
武
士
と
し
て
い
ろ
い
ろ
と
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
に
今
日
お
話

し
し
ま
す
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
エ
タ
・
非
人
の
問
題
―
エ
タ
・
非
人

の
人
た
ち
と
の
接
点
―
が
如
実
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の

文
化
人
で
、
例
え
ば
渡
辺
崋
山
で
部
落
問
題
を
語
れ
る
か
と
い
う
と
、

全
く
語
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
文
化
人
と
し
て
、
身

分
制
の
最
底
辺
の
人
た
ち
と
の
接
点
を
語
る
は
史
料
を
残
し
て
い
る

人
は
少
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
塩
は
非
常
に
珍
し
い
く
ら
い
に

史
料
を
残
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
大
塩
が
町

奉
行
所
の
与
力
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
大
坂
の
警
察
官
、
い
ま
風
に

言
え
ば
大
阪
府
の
職
員
、
そ
う
い
う
役
職
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の

世
界
と
の
接
点
が
濃
厚
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
京
都
に
も
そ

う
い
う
与
力
や
同
心
は
い
た
の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
史
料
を
残
し
て

く
れ
て
い
る
人
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

武
士
が
、
そ
の
時
代
の
被
差
別
身
分
の
人
た
ち
と
の
間
で
ど
う
い
う

関
係
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
数
少
な
い
例
と
し
て
聴

い
て
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
な
お
与
力
大
塩
の
キ
ャ
リ
ア
ー
は
、『
浪
華
御
役
録
』
と
い
う
毎

年
二
回
、
発
行
さ
れ
る
番
付
で
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え

ば
文
政
九
年
版
で
は
、
城
代
が
水
野
忠
邦
、
町
奉
行
が
高
井
山
城
守
、

彼
は
大
塩
を
抜
擢
し
て
大
塩
の
三
大
功
績
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
ん

で
す
が
、
先
輩
与
力
に
弓
削
新
右
衛
門
が
い
ま
す
。
こ
の
弓
削
を
の

ち
に
大
塩
が
腹
を
切
ら
せ
る
「
奸
吏
糺
弾
事
件
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
が
、
与
力
・
同
心
の
世
界
は
年
功
序
列
な
の
で
す
。
こ
う
し
た

武
士
の
番
付
、
武
鑑
は
京
都
に
も
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
京
都
市
歴

史
資
料
館
が
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
点
数
は
大
坂
と
比
べ
多
く
は
あ
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り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
画
像
を
提
示
し
ま
す
が
、
合
わ
せ

て
配
布
し
て
い
る
史
料
を
見
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
（
た
だ
し
誌

面
の
余
裕
な
い
し
許
諾
の
関
係
で
画
像
は
限
定
し
て
い
ま
す
。）

　
大
塩
平
八
郎
と
は

　
さ
て
、
大
塩
平
八
郎
は
ど
ん
な
顔
を
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で

す
け
ど
、
い
ま
映
っ
て
お
り
ま
す
の
は
人
相
書
で
す
（
図
１
）。
い

図２　大塩平八郎画像（模）

大阪城天守閣蔵

図１　人相書　出典『浮世の有様』

わ
ゆ
る
指
名
手
配
書
で
す
。
こ
れ
は
糟
谷
助
蔵
と
い
う
、
大
塩
と
顔

見
知
り
で
あ
っ
た
大
坂
城
の
城
方
同
心
が
描
い
た
図
で
す
。
額
が
す

ご
く
大
き
く
て
目
が
つ
り
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
教
科
書
な
ど

載
る
の
は
こ
れ
で
は
な
く
、
菊
池
容
斎
が
描
い
た
絵
で
す
（
図
２
）。

こ
の
人
は
孝
明
天
皇
の
絵
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
有
名
な
画
家
で
、

明
治
維
新
の
直
後
に
京
都
に
来
て
お
り
ま
す
。
こ
の
大
塩
平
八
郎
の

絵
も
、
京
都
時
代
に
描
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、

そ
れ
は
特
定
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
京
都
時
代
に
描
い
た
と
す

No Image
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か
ら
天
満
・
道
頓
堀
・
天
王
寺
・
鳶
田
の
垣
外
（
集
落
）
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
大
坂
の
出
入
口
に
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
飢
饉
の
際
、

農
村
か
ら
食
料
を
求
め
て
貧
民
が
市
中
に
流
れ
込
ん
で
く
る
出
入
口

に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
大
塩
は
天
満
で
乱
を
起
こ
し
ま
し
て
、
淀
川
の
下
流
大
川
に
架
る

難
波
橋
を
渡
っ
て
船
場
に
入
り
、
大
坂
町
奉
行
所
に
攻
め
入
ろ
う
と

し
ま
し
た
。
途
中
、
ド
ー
ン
と
大
砲
を
撃
っ
た
ら
北
浜
に
鴻
池
の
屋

敷
が
あ
り
、
こ
の
辺
の
富
豪
を
焼
き
討
ち
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
の
目
的
で
す
。
そ
の
後
、
東
町
奉
行
所
と
大
坂

城
の
方
に
向
か
い
ま
し
た
。
東
町
奉
行
所
に
は
奉
行
跡
部
良
弼
が
い

ま
し
た
。
後
で
ふ
れ
ま
す
が
、
大
塩
の
上
司
に
あ
た
る
こ
の
奉
行
は
、

飢
饉
で
飢
え
て
い
る
人
を
救
え
と
言
う
大
塩
の
献
策
を
却
下
し
ま
し

た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
江
戸
城
で
将
軍
の
御
成
り
が
あ
っ
た
わ
け
で

す
け
ど
、
そ
の
た
め
に
大
坂
に
入
っ
た
米
を
江
戸
に
送
っ
た
と
い
う

こ
と
で
殺
そ
う
と
し
ま
し
た
。
北
浜
の
富
豪
た
ち
は
お
金
と
米
が
一

杯
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貧
し
い
人
た
ち
に
施
行
を
し
な
い
、
救

恤
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
豪
商
た
ち
を
ま
ず
焼
き
打
ち
し
て
、
さ

ら
に
自
分
が
献
策
し
た
救
民
策
を
拒
否
し
た
と
い
う
こ
と
で
東
町
奉

行
所
に
い
る
跡
部
良
弼
を
狙
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
大
坂
城
か
ら
軍
隊
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
東
横
堀

る
根
拠
は
、
こ
れ
を
富
岡
鉄
斎
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
在
は
富
岡
鉄
斎
の
手
を
離
れ
て
東
北
大
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
富
岡
鉄
斎
と
菊
池
容
斎
は
と
も
に
画
家
で
、
若
干
、

富
岡
鉄
斎
の
方
が
若
い
で
す
け
れ
ど
、
二
人
の
間
に
接
点
が
あ
っ
て

も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
富
岡
鉄
斎
は
実
は
、
大
塩
平
八
郎
を
非

常
に
敬
愛
し
て
い
た
と
い
う
か
、
彼
の
足
跡
に
対
す
る
関
心
が
非
常

に
強
く
あ
っ
た
人
で
す
。
二
つ
の
絵
を
比
べ
る
と
、
同
一
人
物
と
は

思
え
な
い
く
ら
い
で
す
。

　
現
在
の
大
阪
市
北
区
・
中
央
区
に
あ
た
る
と
こ
ろ
が
大
塩
の
乱
の

舞
台
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
天
満
と
い
う
所
が
、
大
塩
の
い
た
場
所
で

す
。
こ
の
役
宅
か
ら
、
東
町
奉
行
所
と
い
う
大
坂
城
の
近
く
に
出
勤

し
ま
す
の
で
、
多
分
、
天
満
橋
を
渡
っ
て
通
勤
し
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
大
坂
の
町
民
は
、
鴻
池
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
て
主
に
船
場
に
い

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
懐
徳
堂
や
適
塾
と
呼
ば
れ
て
い

た
私
塾
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
南
の
島
之
内
に
は
、
住
友
さ
ん
の
銅

吹
所
が
あ
り
ま
し
た
。

　
今
日
お
話
す
る
差
別
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
、
エ
タ
の
場
合
は
木
津

川
沿
い
の
渡
辺
村
と
い
う
所
に
集
住
し
て
い
ま
す
。
京
都
の
よ
う
に

天
部
と
か
い
ろ
ん
な
所
に
分
散
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
カ
所
に

集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
非
人
は
四
ケ
所
と
い
う
こ
と
で
、
北
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く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
貧
し
い
人
を
救
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
で

す
か
ら
こ
れ
は
テ
ロ
で
あ
る
、
と
公
然
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
要
素
も
私
は
否
定
し
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
平
穏
な
闘
い

方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
非
常
に
過
激
な
闘
い
方
で
す
。

　
乱
に
つ
い
て
は
後
年
、
絵
を
添
え
て
軍
記
物
に
し
た
作
品
が
複
数
、

生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、最
大
で
二
〇
〇
人
く
ら
い
の
軍
勢
で
戦
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
壊
滅
し
た
後
に
残
し
て
い
っ
た
大
砲

に
は
瀬
田
済
之
助
や
大
井
正
一
郎
と
い
っ
た
同
志
の
名
前
が
書
い
て

あ
り
ま
す
（
図
３
）。
こ
れ
は
百
目
筒
と
い
う
も
の
で
火
縄
銃
で
は

あ
り
ま
せ
ん
、
大
砲
で
す
。
こ
の
先
に
焙
烙
玉
と
い
う
、
落
ち
た
ら

爆
発
し
て
火
の
手
を
上
げ
る
と
い
う
も
の
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う

物
を
大
筒
に
詰
め
込
む
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
百
目
筒
の
運
搬
と

操
作
を
担
当
す
る
の
が
、
瀬
田
済
之
助
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
別
の

大
砲
に
は
宮
脇
志
摩
な
ど
四
人
の
名
前
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
軍
事
作
戦
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
大
塩
平
八
郎
の
乱

は
、
大
坂
の
人
た
ち
に
と
っ
て
大
火
災
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
（
図
４
）。
大
坂
の
三
大
火
災
の
二
つ
目
で
、
天
満
の
市

街
が
ほ
ぼ
焼
け
て
い
ま
す
。
天
満
宮
が
焼
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

天
満
宮
の
夏
祭
り
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
と

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
の
年
と
二
回
だ
け
だ
そ
う
で
す
。
で
す
か

川
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
最
終
的
に
淡
路
町
と
い
う
所
で
交
戦

し
、
大
塩
軍
は
壊
滅
し
ま
す
。
片
や
二
〇
〇
人
に
対
し
て
、
一
方
は

二
〇
〇
〇
人
位
で
来
る
わ
け
で
多
勢
に
無
勢
で
敗
れ
ま
す
。
そ
の
後
、

大
塩
は
一
時
、
大
和
の
方
ま
で
逃
げ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
最
後
に
な

ん
と
大
坂
市
中
の
靭

う
つ
ぼ

の
美
好
屋
五
郎
兵
衛
と
い
う
家
に
潜
伏
し
、
二

月
二
四
日
か
ら
三
月
二
七
日
ま
で
一
カ
月
余
り
身
を
隠
し
ま
す
が
、

発
見
さ
れ
て
養
子
の
格
之
助
と
と
も
に
自
死
を
遂
げ
ま
す
。

　
武
装
蜂
起

　
こ
の
乱
が
と
て
も
面
白
い
の
は
、
大
塩
が
武
装
し
て
、
鎧
兜
を
つ

け
て
大
砲
四
門
を
引
き
出
し
て
決
起
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

乱
で
あ
り
ま
し
て
、
一
揆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
戦
闘
な
ん

で
す
。
向
こ
う
も
軍
隊
で
や
っ
て
く
る
か
ら
、
こ
っ
ち
も
軍
隊
で
や

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
乱
は
「
由
比
正
雪
の
事
件
」
以
来
、

無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
二
五
〇
年
ぶ
り
と
か
二
〇
〇
年
ぶ
り
と

か
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
赤
穂
浪
士
よ
り
も
さ
ら
に

武
装
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
赤
穂
浪
士
は
大
砲
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
こ
に
は
大
砲
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
も
言
い
ま

し
た
よ
う
に
大
坂
の
北
浜
の
豪
商
た
ち
の
家
を
焼
く
、
焼
く
こ
と
に

よ
る
騒
動
に
つ
う
じ
て
豪
商
の
蓄
え
て
い
た
米
穀
と
金
銀
を
ば
ら
撒

大塩平八郎と被差別民社会

79



図３　大砲　藪田貫蔵

図４　火災図　酒井一文庫蔵
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ら
当
然
、
大
塩
の
行
為
は
尊
い
と
し
て
評
価
の
高
い
反
面
、
大
坂
の

町
を
焼
い
た
極
悪
人
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
生
ま
れ
ま
す
。
両
極
端

の
評
価
が
生
ま
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
、
現
在
も
そ
れ
は
尾
を
引

い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
江
戸
時
代
の
大
阪
が
生
み
出
し
た

傑
物
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
両
方
と
も
共
通
し
て
い
る
所
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　
檄

　
文

　
大
塩
の
乱
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
こ
れ
、
檄
文
で
す
（
図
５
）。

何
の
目
的
で
や
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
よ
く
分
か
る
史
料
で

す
。
逆
に
言
う
と
、
戦
闘
行
為
を
し
た
わ
け
で
す
け
ど
、
何
故
そ
ん

な
激
し
い
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
後
々
の
人
た
ち
、
当
時
、

生
き
て
い
た
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
後
世
の
人
た
ち
に
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
す
。
二
〇
〇
〇
字
を
超
え

る
と
い
わ
れ
て
い
る
力
作
で
す
。
し
か
も
こ
の
檄
文
、
筆
で
書
い
た

わ
け
で
は
な
く
彫
ら
し
て
い
る
。
印
刷
物
で
す
。
印
刷
屋
さ
ん
に
渡

す
と
す
ぐ
内
容
が
分
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
分
か
ら
な
い
よ
う

に
す
る
に
工
夫
が
し
て
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
大
塩
が
文
人
で
あ
っ

た
か
ら
出
来
た
わ
け
で
す
が
、
書
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
渡
す
と
、

そ
の
日
の
内
に
奉
行
所
に
届
け
ら
れ
ま
す
。
実
際
、
大
塩
の
乱
は
、

図５　檄文　成正寺蔵

二
日
ほ
ど
前
に
仲
間
の
一
人
が
大
坂
町
奉
行
に
行
っ
て
密
告
を
し
ま

す
。
翌
日
に
も
ま
た
密
告
が
出
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
町
奉

行
の
跡
部
は
、
容
易
に
そ
れ
が
起
こ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
い
ま
す
。
結
果
と
し
て
蜂
起
は
、
午
後
四
時
頃
の
予
定
を
早
め
て

午
前
八
時
に
繰
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
用
意
周
到
さ
が
こ

こ
に
も
出
て
い
ま
し
て
、
横
に
線
が
通
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す

か
。
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
版
木
を
つ
く
ら
せ
ま
し
た
の
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
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た
ち
と
並
ん
で
、
豪
農
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。
京
街
道
、

あ
る
い
は
淀
川
に
沿
っ
て
守
口
・
枚
方
あ
た
り
の
村
々
の
有
力
農
民

た
ち
で
す
。
私
は
「
大
塩
の
道
」
と
名
付
け
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ

の
道
を
歩
い
て
大
塩
が
講
義
に
行
く
ん
で
す
ね
、
一
日
な
い
し
二
日

か
か
け
て
。
し
た
が
っ
て
そ
の
辺
り
は
門
人
の
密
度
が
濃
い
。
大
塩

の
講
義
を
受
け
た
人
た
ち
が
子
孫
を
顧
み
ず
、
あ
る
い
は
家
を
顧
み

ず
乱
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら
い
凄
い
こ

と
だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
け
ど
、
こ
う
い
う
行
為
を
な
し
た
日
本
人

が
い
る
。
正
直
、
私
に
は
い
ま
だ
に
そ
の
心
情
が
理
解
で
き
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
を
実
行
し
た
の
が
北
河
内
の
農
民
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
大
塩
平
八
郎
の
史
跡

　
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
島
送
り
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
何

人
か
は
、
明
治
維
新
後
、
生
家
に
帰
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
彼
ら

が
、
乱
に
つ
い
て
公
に
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は

大
塩
の
乱
を
、
最
初
に
肯
定
的
に
語
っ
た
人
は
誰
か
と
い
う
と
、
乱

当
時
の
若
い
門
人
た
ち
、
一
五
歳
以
前
の
門
人
た
ち
で
あ
り
ま
す
。

彼
ら
は
取
り
調
べ
を
受
け
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
中
に
田た

い
の
し
ょ
う

結
庄
千
里
と

田た

の

む

ら

能
村
直
入
―
こ
の
人
は
京
都
画
学
院
を
明
治
に
な
っ
て
立
ち
上
げ

の
間
の
空
白
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
す
。
す
ご
い
工
夫
だ
と
思
い
ま

す
。
日
本
国
中
で
二
点
、
現
物
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
一
つ
は
大
阪

歴
史
博
物
館
、
一
つ
は
成
正
寺
と
い
う
大
塩
家
の
菩
提
寺
に
あ
た
る

所
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
に
は
私
た
ち
の
「
大
塩
事
件
研
究

会
」
の
事
務
局
が
あ
り
ま
す
。

　
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
二
月
一
九
日
に
乱
を
起
こ
し
た
大
塩
は
、

三
月
二
七
日
に
捕
ま
り
ま
す
。
翌
年
に
鳶
田
で
、
大
塩
を
含
む
二
四

人
の
人
た
ち
が
処
刑
さ
れ
ま
す
。
公
開
処
刑
で
す
。
竹
上
万
太
郎
と

い
う
青
年
だ
け
が
そ
の
時
ま
で
生
き
て
お
り
ま
し
た
が
、
他
は
大
塩

も
含
め
塩
漬
け
に
さ
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
遺
体
が
磔
に
さ
れ
ま
し

た
。「
市
中
引
き
回
し
の
上
、
磔
」
と
い
う
極
刑
を
あ
た
え
ら
れ
、

こ
の
乱
は
終
わ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
乱
の
首
謀
者
は
、
ほ
と
ん
ど
が
三
〇
代
か
ら
五
〇
代
の
人
た

ち
で
し
た
。
江
戸
時
代
の
犯
罪
に
は
、
家
族
に
累
が
及
び
ま
す
。
こ

の
場
合
、
一
五
歳
以
下
の
子
ど
も
た
ち
は
一
五
歳
に
な
れ
ば
す
べ
て

流
刑
に
さ
せ
ら
れ
、
屋
久
島
や
隠
岐
の
島
へ
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
少
年
た
ち
は
や
が
て
一
八
年
後
、
明
治
維
新
に
な
っ
て
赦
さ
れ
、

何
人
か
は
生
き
て
帰
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
大
塩
事
件
の
首
謀
者
の

子
孫
と
し
て
、
の
ち
の
ち
体
験
を
語
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
主
に
大
塩
事
件
に
参
加
し
た
人
た
ち
に
は
、
与
力
・
同
心
の
門
人
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ま
す
―
の
二
人
が
、
大
塩
を
追
悼
し
ま
す
。
千
里
は
明
治
一
九
年

（
一
八
八
六
）、
大
塩
の
五
〇
年
祭
を
四
天
王
寺
の
郊
外
で
や
り
ま
す
。

ま
た
直
入
は
三
〇
年
、
大
塩
平
八
郎
と
格
之
助
の
墓
を
菩
提
寺
の
成

正
寺
に
建
て
ま
し
た
。
大
阪
大
空
襲
で
潰
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

戦
後
、
再
建
さ
れ
ま
し
た
（
図
６
）。
大
阪
で
大
塩
平
八
郎
の
遺
跡

を
訪
ね
る
場
所
と
し
て
最
も
有
名
な
所
で
す
。
も
し
天
満
に
行
か
れ

た
ら
寄
っ
て
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
緒
方
洪
庵
の
墓
地
の
あ
る
寺

は
い
つ
も
閉
め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
大
塩
の
寺
は
い
つ
も
開
け
て
お

ら
れ
ま
す
。
ほ
か
に
記
念
す
る
遺
構
と
し
て
は
、
造
幣
局
内
に
残
さ

れ
て
い
る
与
力
の
役
宅
門
が
あ
り
ま
す
（
図
７
）。
こ
れ
も
い
つ
も

開
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
最
後
に
大
塩
平
八
郎
の
「
終
焉
の
地
」
碑
で
す
。
こ
れ
は
事
件
一

六
〇
年
記
念
と
し
て
建
て
ら
れ
れ
た
も
の
な
ん
で
す
が
、
今
年
の
三

月
に
靭
公
園
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
（
図
８
）。
今
後
、
靭
公
園
で
末

永
く
保
存
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
大
塩
平
八
郎
の
乱
の
最
後
で
最
大
の
謎
と
い
っ
て
も
良
い
ん
で
す

け
れ
ど
、
大
塩
平
八
郎
が
乱
の
一
日
前
に
江
戸
の
老
中
に
宛
て
た
密

書
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
当
時
か
ら
噂
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

密
書
の
写
が
近
年
、
伊
豆
韮
山
の
江
川
文
庫
、
代
官
江
川
太
郎
左
衛

門
の
屋
敷
か
ら
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
に
初
め
て
知
ら

図６　墓碑　成正寺内　藪田貫撮影
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図７　役宅門　造幣局官舎内　藪田貫撮影

図８　「終焉の地」碑　靭公園　藪田貫撮影
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に
関
心
の
あ
っ
た
江
川
太
郎
左
衛
門
が
書
類
を
回
収
し
、
写
さ
せ
ま

し
た
。
そ
の
意
味
で
、
江
川
太
郎
左
衛
門
が
い
な
け
れ
ば
こ
の
史
料

は
残
ら
な
か
っ
た
。
大
塩
の
遺
書
と
い
っ
て
い
い
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　
学
者
と
し
て
の
大
塩
の
著
作
の
代
表
は
『
洗せ

ん
し
ん
ど
う
さ
っ
き

心
洞
剳
記
』
と
い
い

ま
す
。
年
譜
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
天
保
四
（
一
八
三
三
）
の
作
で
、

そ
れ
に
は
「
山
中
の
賊
は
破
る
に
易
く
、
心
中
の
賊
は
破
り
難
い
」

と
い
う
箴
言
が
印
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
安

倍
元
首
相
が
時
々
使
わ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
大
塩
の
「
心
学
」

を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
代
表
作
を
大
塩
は
、
昌
平
黌
と
い
う

幕
府
の
学
校
の
教
授
―
例
え
る
な
ら
東
大
教
授
―
佐
藤
一
斎
に
私
信

付
き
で
贈
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
大
塩
が
尊
敬
し
て
い
る
学
者
で
す
。

そ
の
人
の
師
匠
で
あ
り
、
昌
平
黌
の
総
裁
―
東
大
総
長
―
に
当
た
る

の
が
、
林
述
斎
で
す
。
こ
の
人
に
大
塩
が
六
〇
〇
両
の
大
金
を
貸
し

て
い
る
こ
と
が
、
先
ほ
ど
の
建
議
書
の
発
見
に
よ
っ
て
分
か
り
ま
し

た
。
述
斎
に
貸
し
て
い
た
六
〇
〇
両
に
つ
い
て
、「
も
う
借
金
は
返

さ
な
く
て
構
い
ま
せ
ん
よ
。
そ
の
代
わ
り
私
が
老
中
に
宛
て
て
国
家

の
儀
に
つ
い
て
掛
け
合
う
書
類
を
送
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
献
言
を

し
て
下
さ
い
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ

こ
ま
で
文
章
に
し
て
書
い
て
な
い
で
す
が
、
添
え
て
い
る
書
類
か
ら

れ
た
史
料
で
す
。
こ
の
中
に
は
様
々
な
書
類
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
水
野
忠
邦
を
は
じ
め
老
中
に
宛
て
た
書
簡
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
冒
頭
に
「
国
家
の
儀
に
つ
き
掛
け
合
い
申
し
候
」
と
あ
り
ま
す
。

「
私
は
大
坂
で
乱
を
起
こ
し
ま
し
た
が
、
そ
の
乱
は
江
戸
幕
府
の
在

り
方
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
い
か
け
を
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と

い
う
趣
旨
の
文
書
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
心
に
、
老
中
た
ち

が
京
都
所
司
代
や
大
坂
城
代
を
歴
任
し
た
折
に
、
不
正
な
「
無
尽
」

―
頼
母
子
講
の
一
種
―
を
行
い
、
蓄
財
を
行
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
当
時
、
武
士
の
金
融
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
不
法

と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
指
摘
は
、
檄
文
に
は
書
か
れ
て
な
い
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も

密
書
（
現
在
は
「
建
議
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
こ
と
は
門
人
に

も
一
切
言
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
だ
け
の
決
断
で
、
一
日

前
に
江
戸
に
公
用
飛
脚
で
送
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
出
て
く
る
こ
と

に
よ
り
ま
し
て
大
塩
の
乱
は
、
大
坂
で
町
奉
行
や
鴻
池
の
よ
う
な
豪

商
を
攻
撃
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
深
く
江
戸
の
幕
閣
に
宛

て
て
反
省
を
促
そ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
生
み
ま
す
。
密

書
は
一
旦
、
江
戸
に
着
き
ま
す
が
、
直
ぐ
様
返
却
の
指
示
が
あ
り
、

大
坂
に
戻
そ
う
と
西
に
向
か
っ
て
い
る
時
に
、
飛
脚
が
腹
痛
を
起
こ

し
て
放
置
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
、
そ
れ
を
大
塩
に
非
常
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明
す
る
史
料
が
大
坂
に
は
多
い
の
で
す
。
そ
れ
を
あ
と
で
紹
介
し
ま

す
。
も
う
一
つ
は
渡
辺
村
、
エ
タ
村
が
ど
う
関
わ
る
か
で
す
が
、
こ

れ
は
直
接
の
史
料
と
し
て
は
出
て
く
る
の
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
た
ま
た
ま
で
す
が
、
大
坂
城
を
守
っ
て
い
る
城
代
、

城
番
と
い
う
大
名
の
下
で
仕
え
た
与
力
に
坂
本
鉉
之
助
と
い
う
人
が

い
る
ん
で
す
が
、
こ
の
人
の
証
言
録
に
出
て
く
る
の
で
す
。
彼
は
大

塩
の
乱
を
壊
滅
さ
せ
た
一
番
の
功
労
者
と
し
表
彰
さ
れ
、
後
に
直
臣

に
な
っ
て
大
坂
鉄
砲
方
と
い
う
地
位
に
出
世
す
る
わ
け
で
す
が
、

『
咬こ

う
さ
い
ひ
き

菜
秘
記
』
と
い
う
乱
の
書
類
を
書
い
て
い
て
、
そ
こ
に
渡
辺
村

の
話
が
出
て
く
る
の
で
す
。
史
料
篇
と
し
て
お
渡
し
し
て
あ
り
ま
す
。

１
　
町
奉
行
所
与
力
と
「
四
ケ
所
」

　
三
大
功
績
と
盗
賊
方

　
大
塩
三
大
功
績
と
呼
ば
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
京
都
と

大
坂
に
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
を
当
時
、
盗
賊
役
で
あ
っ
た
大
塩
が
発
見

し
た
と
い
う
事
件
で
あ
り
ま
す
。
二
つ
目
は
、
同
僚
で
上
司
で
も
あ

る
弓
削
新
右
衛
門
が
、
非
人
の
長
吏
と
結
託
を
不
正
に
蓄
財
し
て
い

る
、
い
わ
ば
贈
収
賄
を
摘
発
し
た
事
件
。
三
つ
め
は
、
本
来
は
妻
を

も
っ
て
は
い
け
な
い
の
に
坊
主
が
妾
を
囲
い
、
あ
る
い
は
寺
に
女
性

を
入
れ
て
い
る
と
い
う
僧
侶
の
風
紀
粛
清
の
事
件
で
す
。
こ
の
三
つ

見
た
ら
そ
う
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
大
塩
は
大
坂
に
い
な
が
ら
、
江
戸
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
大
坂
の
与
力
や
同
心
や
奉
行
を
見
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
て
、
こ
の
も
っ
と
「
上
」、
江
戸
＝
中
央
を
見
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
大
塩
平
八
郎
の
乱
の
解
釈
が
、
大
き
く
変
わ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
大
塩
の
乱
の
構
図

　
大
塩
事
件
（
大
塩
の
乱
）
に
つ
い
て
は
大
塩
が
与
力
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
こ
れ
ま
で
、
そ
こ
を
基
準
に
議
論
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

上
に
は
水
野
忠
邦
や
林
述
斎
な
ど
の
江
戸
の
武
士
・
学
者
の
世
界
、

そ
し
て
下
に
は
エ
タ
・
非
人
の
世
界
が
あ
る
。
上
下
に
深
め
て
大
塩

の
乱
を
考
え
る
こ
と
が
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
上
の
世
界
に
つ
い
て
は
『
武
士
の
町

　
大
坂
』（
中

公
新
書
）
と
い
う
本
を
一
〇
年
前
に
書
き
ま
し
た
。
去
年
、
講
談
社

学
術
文
庫
に
な
り
ま
し
た
の
で
関
心
が
あ
れ
ば
お
読
み
く
だ
さ
い
。

　
今
日
の
お
話
は
、
こ
の
乱
が
下
、
つ
ま
り
エ
タ
・
非
人
と
ど
う
関

わ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
非
人
と
の
関
係
で
は
、
彼
が
与

力
を
し
て
い
る
以
上
、
非
人
が
身
近
に
い
な
け
れ
ば
警
察
機
能
が
発

揮
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
京
都
も
同
じ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
証
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は
、
非
人
頭
が
い
て
、
全
体
を
統
括
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
江
戸

も
京
都
も
大
坂
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
大
坂
の
場

合
、
不
特
定
多
数
の
人
が
集
ま
る
所
―
そ
こ
に
は
多
数
の
情
報
が
集

ま
り
ま
す
―
、
芝
居
町
道
頓
堀
が
あ
り
、
芝
居
小
屋
の
木
戸
番
も
同

種
の
情
報
収
集
を
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
か
ら
の
情
報
が
、
常
に
町
奉

行
所
に
届
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
れ
に
つ
い
は
こ
れ
ま
で
ポ
ツ
ポ
ツ
と
史
料
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
が
、
近
年
、
そ
れ
が
格
段
に
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
先
駆
者
は
岡
本
良
一
氏
で
、
大
坂
の
場
合
非
人
は
が
「
四
ケ
所
」

に
組
織
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。「
四
ケ
所
」

と
は
、
天
王
寺
、
鳶
田
、
道
頓
堀
、
天
満
の
四
か
所
の
非
人
村
、
垣

外
で
す
。
成
立
は
天
王
寺
垣
外
が
一
五
九
四
年
と
も
っ
と
も
古
く
、

鳶
田
が
一
六
〇
九
年
、
道
頓
堀
が
一
六
二
二
年
、
天
満
が
一
六
二
六

年
。
登
録
さ
れ
て
い
る
人
数
は
天
王
寺
三
七
九
人
、
鳶
田
二
六
六
人
、

道
頓
堀
三
四
三
人
、
天
満
一
七
〇
人
、
合
計
一
一
五
八
人
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
得
意
場
の
町
が
あ
り
、
そ
の
数
は
全
部
で
六
三
八
町
で
す

（
岡
本
良
一
『
乱
・
一
揆
・
非
人
』
一
九
八
三
）。
最
盛
期
は
六
六

〇
町
で
す
の
で
、
ほ
ぼ
市
中
全
て
の
町
に
非
人
番
（
垣
外
番
）
が
一

人
い
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
垣
外
に
は
頭
が

い
て
、
長
吏
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
天
王
寺
の
場
合
、
悲
田
院
の

を
三
大
事
件
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ど
こ

そ
こ
の
お
寺
の
住
職
が
怪
し
い
で
す
よ
と
か
、
与
力
の
誰
が
怪
し
い

町
人
と
密
談
し
て
し
て
お
り
ま
す
よ
と
い
う
形
で
、
い
わ
ゆ
る
情
報

探
索
が
な
い
と
与
力
は
現
場
に
踏
み
込
め
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
奉
行
所
の
情
報
探
索
能
力
が
高
く
な
い
と
、
大
坂
市
中
の
六

六
〇
町
の
ど
こ
で
、
ど
ん
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
言
い
換
え

る
な
ら
、
市
中
の
異
変
を
町
奉
行
所
に
通
報
さ
れ
る
仕
組
み
が
な
い

と
分
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
大
塩
の
三
大
功
績
も
起
こ
ら
な
い
の

で
す
。
ど
こ
そ
こ
で
伏
見
の
お
稲
荷
さ
ん
の
使
い
だ
と
言
っ
て
狐
下

し
を
し
て
い
る
け
れ
ど
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
、
盗
賊
方
大
塩
の
所
に
も
た
ら
さ
な
い
と
、
そ
こ
へ

捜
査
に
行
け
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
盗
賊
方
と
い
う
の

は
、
市
中
か
ら
上
が
る
情
報
を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
そ
の
市
中
か
ら
の
情
報
を
誰
が
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、

そ
れ
は
各
町
に
い
る
番
人
が
上
げ
る
。
非
人
番
・
垣
内
番
と
呼
ば
れ

ま
す
。
彼
ら
は
、
各
町
に
そ
れ
ぞ
れ
担
任
の
場
所
、
パ
ト
ロ
ー
ル
す

る
場
所
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
ゴ
ミ
が
あ
っ
た
ら
拾
う
、
捨
て
子

が
あ
っ
た
ら
処
理
す
る
、
急
病
人
が
い
た
ら
介
護
す
る
、
遺
失
物
が

あ
れ
ば
探
す
―
そ
う
い
う
こ
と
で
町
の
人
た
ち
か
ら
扶
持
を
も
ら
い
、

生
計
を
立
て
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
彼
ら
の
上
に
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で
す
が
、
奇
し
く
も
『
悲
田
院
文
書
』
と
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
出
た
史

料
と
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
史
料
を
偶
然
、
神
戸
市
立
博
物
館
で
「
発
見
」
し
た
の
は
私

で
す
。
こ
の
史
料
を
元
々
、
持
っ
て
い
た
の
は
藤
木
喜
一
郎
と
い
う

関
西
学
院
大
学
文
学
部
の
教
授
だ
っ
た
ん
で
す
。
一
九
七
八
年
の
こ

と
で
す
が
、
藤
木
先
生
の
論
文
「
大
坂
町
奉
行
所
管
下
に
お
け
る
司

法
警
察
組
織
に
つ
い
て
」（『
創
立
七
〇
周
年
関
西
学
院
大
学
文
学
部

記
念
論
文
集
』、
一
九
五
九
）
を
読
ん
で
い
て
、
非
人
関
係
の
未
知

の
史
料
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
内
田
九
州
男
さ
ん
に
連
絡
し
ま
し
た
。

早
速
、
内
田
・
岡
本
両
氏
は
藤
木
先
生
に
問
い
合
わ
さ
れ
た
よ
う
で
、

「
学
園
紛
争
で
研
究
室
が
占
拠
さ
れ
て
い
る
際
に
流
出
し
た
」（『
悲

田
院
文
書
』）、
あ
る
い
は
「
水
浸
し
に
な
り
、
す
べ
て
焼
却
し
た
」

（『
乱
・
一
揆
・
非
人
』）
と
の
回
答
を
得
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ

の
「
流
出
」「
焼
却
」
し
た
文
書
に
私
は
、
偶
然
に
も
神
戸
市
立
博

物
館
で
調
査
中
に
出
会
っ
た
の
で
す
。
一
九
九
三
年
、
論
文
を
読
ん

で
一
五
年
後
の
こ
と
で
す
。
博
物
館
に
聞
く
と
古
書
店
か
ら
の
購
入

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
藤
木
先
生
の
元
か
ら
出
た
の
で
は
な
い
か

と
想
像
し
ま
す
が
、
な
ん
と
か
し
て
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考

え
、
大
阪
の
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
の
人
た
ち
に
相
談
し
、
共
同

の
成
果
と
し
て
史
料
集
と
し
て
出
し
ま
し
た
。
四
天
王
寺
か
ら
は
、

長
吏
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
悲
田
院
は
本
来
、
四
天
王
寺
の
塔
頭

の
一
つ
で
、
宗
教
行
為
と
し
て
の
救
済
、
貧
し
い
人
た
ち
や
癩
病
者

の
人
た
ち
を
救
済
す
る
施
設
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
由

緒
・
系
譜
を
天
王
寺
垣
外
の
長
吏
が
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
四
ケ
所
の
中
で
も
、
成
立
が
古
く
、
由
緒
も
確

か
で
、
規
模
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
か
ら
一
頭
地
を
抜
い
て
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
岡
本
良
一
氏
に
は
、
内
田
九
州
男
氏
と
と
も
に
編
集
し
た
『
道
頓

堀
非
人
関
係
文
書
』（
一
九
七
四
・
一
九
七
六
）
と
い
う
出
版
物
が

あ
り
ま
す
が
、
大
坂
の
非
人
に
関
す
る
最
初
の
史
料
集
で
す
。
こ
れ

は
難
波
村
の
旧
庄
屋
所
蔵
の
史
料
で
、
難
波
村
の
管
轄
区
域
内
に
道

頓
堀
の
非
人
宿
が
あ
っ
た
関
係
か
ら
庄
屋
史
料
に
非
人
関
係
が
含
ま

れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
ご
両
人
の
手
で
『
悲
田
院
文
書
』（
一

九
八
九
）
が
出
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
題
名
の
通
り
「
悲
田
院
長
吏

の
下
に
あ
っ
た
天
王
寺
垣
外
の
史
料
」
で
す
。
大
阪
府
立
中
之
島
図

書
館
所
蔵
の
史
料
で
す
が
、
垣
外
「
仲
間
内
部
で
作
成
さ
れ
た
文
書
」

が
初
め
て
世
に
出
た
の
で
す
。
そ
の
後
さ
ら
に
『
悲
田
院
長
吏
文
書
』

（
二
〇
〇
八
・
二
〇
一
〇
）
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
神
戸
市
立
博

物
館
所
蔵
の
総
計
一
四
〇
〇
点
の
史
料
で
、
天
王
寺
悲
田
院
の
長
吏

を
勤
め
た
林
家
―
木
綿
屋
さ
ん
と
い
う
屋
号
を
持
つ
町
人
―
の
史
料
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行
所
）
に
駆
け
付
け
る
と
、
御
用
を
受
け
ま
す
。
２
の
史
料
（
年
次

不
詳
）
は
「
天
王
寺
長
吏
善
次
郎
」
に
宛
て
、「
京
橋
五
丁
目
年
寄

ら
身
元
風
聞
探
索
指
令
」、
つ
ま
り
京
橋
五
丁
目
に
い
る
町
年
寄
四

人
の
身
元
に
つ
い
て
調
べ
て
こ
い
、
と
い
う
指
示
が
町
目
付
渡
辺
定

右
衛
門
か
ら
長
吏
善
次
郎
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
坂
市
中
に
つ
い
て
は
路
銀
の
支
給
は
な
い
よ
う
で
す
け
ど
も
、

西
国
筋
御
用
、
播
州
か
ら
西
の
出
張
に
つ
い
て
は
、
路
銀
（
旅
費
）

が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
３
の
史
料
（
文
化
五
年
）
で
、「
吉

田
様
か
ら
の
御
用
に
つ
き
播
州
路
へ
行
き
ま
す
の
で
金
三
両
を
借
用

し
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
最
後
に
４
の
史
料
（
天
保
四
年
）
で
す
が
、

垣
外
番
か
ら
上
げ
ら
れ
た
報
告
書
で
す
。
天
保
の
飢
饉
の
下
、
在
郷

村
々
で
米
の
買
占
め
し
て
る
人
間
が
い
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

を
調
べ
て
中
垣
内
村
（
大
阪
府
大
東
市
）
の
非
人
番
が
長
吏
善
吉
郎

に
報
告
し
て
い
ま
す
。
大
坂
の
周
辺
の
農
村
に
ま
で
非
人
番
（
垣
外
）

の
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
「
聞
探
」
の
結

果
、
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

　
こ
う
い
う
広
域
的
な
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
、
大
塩
は

そ
れ
を
駆
使
し
、
そ
の
結
果
、
三
大
功
績
を
立
て
た
の
で
す
。『
悲

田
院
文
書
』
に
は
、「
奸
吏
糾
弾
事
件
」
で
処
分
さ
れ
た
与
力
弓
削

新
右
衛
門
と
結
託
し
て
悪
事
を
働
い
た
道
頓
堀
垣
外
長
吏
格
吉
五
郎

出
版
補
助
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
悲
田
院
長
吏
文
書
』
の
序

文
に
は
、「
多
く
の
人
の
結
縁
と
偶
然
が
重
な
っ
て
日
の
目
を
見
た

幸
運
な
史
資
料
」
と
あ
り
ま
す
。

　
四
ケ
所
と
「
長
吏
の
組
織
」

　
『
悲
田
院
長
吏
文
書
』
は
文
字
通
り
、
悲
田
院
の
長
官
が
管
轄
し

て
い
た
非
人
組
織
の
内
部
史
料
で
す
か
ら
、
四
ケ
所
の
垣
外
番
が
そ

れ
ぞ
れ
の
得
意
場
で
あ
る
町
々
で
、
ま
た
町
奉
行
所
の
下
で
何
を
し

て
い
た
か
が
、
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
り
ま
す
。
な
か
で
も
注
目
さ

れ
る
の
が
、
町
奉
行
所
と
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
「
風
聞
」、
あ
る

い
は
「
風
聞
探
索
」
で
す
。

　
お
配
り
し
て
あ
る
史
料
「
悲
田
院
長
吏
文
書
」
を
見
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
１
の
史
料
は
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、

東
盗
賊
方
惣
代
よ
り
道
頓
堀
宛
て
の
出
勤
命
令
で
す
。「
天
王
寺

　

善
吉
様

　
道
当
番
」「
明
御
召
之
儀
早
々
」
と
あ
り
、「
道
」
は
道
頓

堀
の
こ
と
で
す
。
天
王
寺
の
長
吏
善
吉
か
ら
道
頓
堀
の
非
人
の
当
番

に
宛
て
「
東
町
奉
行
所
の
盗
賊
方
の
牧
野
権
次
郎
が
御
用
が
有
る
と

呼
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
明
日
、
四
ツ
時
（
午
前
一
〇
時
）
に
役
所
に

行
き
な
さ
い
」
と
あ
り
ま
す
。
町
奉
行
所
の
盗
賊
方
か
ら
長
吏
を
通

し
て
道
頓
堀
の
垣
外
番
に
宛
て
た
出
勤
命
令
な
ん
で
す
。
役
所
（
奉
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岡
本
良
一
『
大
塩
平
八
郎
』

　
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
大
塩
が
警
察
官
と
し
て
非
人

を
使
っ
て
い
た
と
い
う
証
拠
に
は
な
り
ま
す
が
、
乱
と
の
関
係
は
見

え
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
次
の
問
題
に
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
洗
心

洞
の
門
人
で
あ
る
豪
農
が
登
場
し
て
く
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
大
塩

の
門
人
で
あ
る
豪
農
た
ち
と
非
人
と
の
間
に
生
ま
れ
る
問
題
の
検
討

が
、
重
要
な
の
で
す
。
そ
こ
で
再
び
、
岡
本
先
生
で
す
。
岡
本
先
生

に
は
『
大
塩
平
八
郎
』（
一
九
七
五
）
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
同
時

に
非
人
の
研
究
を
さ
れ
、
先
ほ
ど
の
史
料
集
を
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

論
文
集
『
乱
・
一
揆
・
非
人
』（
一
九
八
三
）
に
は
、
非
人
の
論
文

と
大
塩
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
私
の
先
達

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
先
生
に
は
非
人
と
大
塩
を
繋
ぐ
環

が
見
え
て
い
な
か
っ
た
。
推
測
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
、
と
思
い
ま
す
。

　
先
生
の
理
解
は
こ
う
い
う
も
の
で
し
た
。
大
塩
に
と
っ
て
町
人
に

は
ほ
と
ん
ど
味
方
が
い
な
い
。
門
人
も
い
な
い
。
大
塩
が
理
解
者
と

し
て
得
た
の
は
、
与
力
・
同
心
と
そ
の
子
弟
、
い
わ
ば
同
僚
で
す
。

そ
し
て
近
在
の
豪
農
（
富
農
）。
与
力
・
同
心
の
利
害
関
係
は
、
自

分
も
そ
の
世
界
に
い
る
の
で
よ
く
分
か
り
ま
す
。
悪
い
所
も
良
い
所

も
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
豪
農
は
ま
っ
た
く
違
う
世
界
に
い
ま
し

た
。「
洗
心
洞
の
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
は
、
大
阪
近
在
の
農
村
か
ら
、

に
関
す
る
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
塩
自
身
も
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
関
す
る
逸

話
が
、
頼
山
陽
と
の
関
係
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
塩
が
、
文
人
と

し
て
非
常
に
親
し
く
し
た
の
が
頼
山
陽
で
す
。「
自
分
の
こ
と
を
一

番
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
頼
山
陽
を
お
い
て
他
は
な
い
」
と
書
い
て

い
ま
す
し
、
ま
た
山
陽
も
そ
れ
に
近
い
言
葉
で
彼
を
讃
え
て
い
ま
す
。

大
塩
が
乱
を
起
こ
し
た
時
に
、
山
陽
が
生
き
て
い
た
ら
何
て
言
っ
た

だ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
一
番
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
そ
の
前
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
頼
山
陽
は
門
人
の
い
る
京
都

と
国
許
広
島
の
往
来
の
際
に
大
坂
の
大
塩
を
訪
ね
る
の
で
す
が
、
あ

る
時
、
道
中
の
尼
崎
で
自
分
の
師
匠
菅
茶
山
か
ら
貰
っ
た
杖
を
失
く

し
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
後
、
大
塩
の
所
に
来
て
「
尼
崎
で
杖
を
失
く

し
た
の
で
探
し
て
お
い
て
欲
し
い
」
と
言
っ
て
京
都
に
行
き
ま
す
。

そ
し
て
帰
る
時
に
も
う
一
度
寄
る
と
、
杖
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
た
ん

で
す
。
山
陽
は
痛
く
感
謝
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
大
塩
が
こ
う
言

う
ん
で
す
―
「
大
坂
市
中
、
塵
芥
一
つ
で
も
変
な
モ
ノ
が
落
ち
て
い

て
、
そ
れ
を
見
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
盗
賊
方
の
仕
事
が

つ
と
ま
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
皆
さ
ん
、
す
ご
い
自
信
で
し
ょ
う
。

そ
の
自
信
の
背
景
に
は
、
天
王
寺
の
悲
田
院
は
じ
め
と
す
る
四
ケ
所

の
組
織
が
あ
る
ん
で
す
。
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河
内
・
摂
津
な
ど
の
村
々
の
庄
屋
さ
ん
た
ち
が
集
ま
り
、
協
議
し
て
、

困
っ
て
い
る
問
題
を
整
理
し
て
み
た
ら
こ
ん
な
問
題
が
あ
る
と
し
て
、

合
法
的
に
奉
行
所
に
願
出
る
こ
と
で
、
私
も
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の

研
究
』（
一
九
九
二
）
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
項
目
の

一
つ
に
非
人
の
問
題
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
私
は
経
済
闘
争
と
評
価

さ
れ
て
い
た
国
訴
を
、
そ
の
前
後
に
村
々
で
締
結
さ
れ
た
郡
中
議
定

と
関
連
付
け
て
考
え
る
こ
と
を
提
起
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
の
指
標

は
、
①
公
儀
へ
の
依
存
、
②
共
同
性
の
追
求
、
③
排
他
性
と
階
層
性

と
い
う
も
の
で
、
排
他
性
の
対
象
に
四
ケ
所
の
非
人
が
い
る
と
指
摘

し
ま
し
た
（
藪
田
「
地
域
社
会
が
作
る
差
別
」『
日
本
歴
史
の
中
の

被
差
別
民
』
二
〇
〇
〇
）。
そ
う
し
た
考
え
を
も
つ
私
に
と
っ
て
、

大
塩
の
建
議
書
（『
大
塩
平
八
郎
建
議
書
』
一
九
九
〇
）
に
収
め
さ

れ
た
つ
ぎ
の
史
料
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
す
。

　
天
保
六
年
閏
七
月
付
「
摂
津
・
河
内
両
国
村
々
役
人
大
坂
町
奉
行

与
力
同
心
ら
非
法
に
つ
き
訴
状
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
長
吏
善
吉
、

先
ほ
ど
の
『
悲
田
院
長
吏
文
書
』
の
史
料
に
出
て
く
る
天
王
寺
の
長

吏
善
吉
が
出
て
き
ま
す
。「
悲
田
院
の
長
吏
善
吉
は
、
西
町
奉
行
所

の
内
山
彦
次
郎
に
賄
賂
を
贈
り
、
摂
河
播
の
番
人
を
苦
し
め
、
一
万

石
の
大
名
も
及
ば
ぬ
暮
ら
し
向
き
」
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

奸
吏
糾
弾
事
件
で
摘
発
さ
れ
た
弓
削
新
右
衛
門
と
長
吏
格
吉
五
郎
と

平
八
郎
を
慕
っ
て
入
門
す
る
農
民
が
少
な
く
な
か
っ
た
」
と
岡
本
先

生
は
書
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
大
塩
と
豪
農
と
の
間
に
接
点
が
生
ま

れ
、
大
塩
は
豪
農
の
世
界
を
も
っ
と
深
く
知
ろ
う
と
し
た
。
例
え
ば

年
貢
の
問
題
、
あ
る
い
は
庄
屋
と
し
て
の
地
域
政
治
の
問
題
、
飢
饉

時
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
な
ど
で
す
ね
。
村
の
「
小
さ
な
」

為
政
者
と
し
て
日
々
、
ど
う
す
べ
き
な
の
か
―
。
そ
の
結
果
、
豪
農

と
し
て
、
村
の
長
と
し
て
彼
ら
の
直
面
し
て
い
る
問
題
に
大
塩
も
関

心
を
持
ち
、
理
解
を
寄
せ
ま
す
。
大
塩
を
「
農
民
の
師
友
」
と
、
岡

本
さ
ん
が
呼
ん
だ
所
以
で
す
。
し
か
し
、
豪
農
と
大
塩
と
の
間
に
共

通
す
る
問
題
と
し
て
具
体
的
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
事
実
と
し
て
見

え
て
い
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
「
国
訴
惣
代
村
役
人
と
平
八
郎
門
下

の
関
係
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
ま
す
。

２
　「
農
民
の
師
友
」
と
非
人

　
と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
大
塩
平
八
郎
の
「
建
議
書
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
江
戸
に
送
っ
た
書
類
の
中
に
一
点
、
国
訴
の
文
書

が
入
っ
て
い
た
の
で
す
。
国
訴
と
い
う
の
は
村
の
庄
屋
さ
ん
た
ち
が

中
心
と
な
っ
て
一
〇
〇
〇
カ
村
近
く
の
村
々
が
集
ま
っ
て
、
い
わ
ば

共
同
の
願
い
を
奉
行
所
に
上
げ
る
訴
願
運
動
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
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し
た
広
域
的
な
警
察
機
能
に
彼
ら
が
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
新
た

な
問
題
が
起
き
ま
す
。

　
大
塩
建
議
書
と
国
訴

　
史
料
篇
の
「
大
坂
町
触
」（
文
化
十
一
年
）
に
は
、
与
力
た
ち
が

使
う
手
先
の
者
に
「
不
作
法
之
儀
」
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

彼
等
は
盗
賊
、
悪
党
、
博
奕
の
人
た
ち
を
探
索
す
る
た
め
に
村
や
町

に
出
か
け
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
、
村
や
町
の
者
に

対
し
て
「
不
作
法
」
を
す
る
、
そ
の
結
果
、
長
吏
配
下
の
非
人
番
と

村
人
と
の
間
で
軋
轢
を
生
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
建
議
書
」
に
は
、
天
保
五
年
二
月
に
幕
府
領
の
村
々
が
訴
願
に
及

ん
だ
と
あ
り
ま
す
が
、
実
際
、
天
保
五
年
四
月
三
日
付
の
惣
代
の
願

書
が
残
っ
て
い
ま
す
（『
門
真
市
史
』
五
）。「
摂
河
両
国
在
々
ニ
お

ゐ
て
盗
賊
・
悪
党
者
有
之
節
、
大
坂
御
奉
行
所
よ
り
御
手
当
と
申
、

御
役
人
様
御
出
張
無
之
以
前
、
四
ケ
所
在
郷
之
番
非
人
小
頭
与
唱
候

者
等
村
方
江
罷
越
、
村
役
人
ニ
何
之
無
会
釈
百
姓
囲
捕
」、
つ
ま
り

手
下
の
者
を
集
め
て
村
に
や
っ
て
き
て
百
姓
を
捕
え
、「
下
吟
味
」

と
称
し
て
殴
り
蹴
る
、
と
い
う
ん
で
す
ね
。
彼
等
百
姓
に
と
っ
て
は
、

自
分
よ
り
下
の
身
分
だ
と
思
っ
て
い
る
人
間
に
土
下
座
の
扱
い
を
さ

せ
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
起
こ
っ
て
い
る
と

同
種
の
贈
収
賄
事
件
が
、
与
力
内
山
彦
次
郎
と
悲
田
院
長
吏
善
吉
の

間
で
行
わ
れ
て
い
る
と
訴
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、

四
ケ
所
の
長
吏
は
、
奉
行
所
の
命
を
受
け
て
情
報
探
索
を
す
る
だ
け

じ
ゃ
な
く
て
、
悪
徳
与
力
と
一
緒
に
な
っ
て
贈
収
賄
行
為
の
中
心
に

い
た
、
と
い
う
二
面
性
が
構
造
的
に
あ
っ
た
の
で
す
。『
浮
世
の
有 

様
』
と
い
う
当
時
の
随
筆
に
は
、「
多
く
の
人
を
掠
め
な
や
ま
し
、

取
り
集
め
た
る
金
銀
で
驕
り
く
ら
し
」「
与
力
同
心
の
遣
い
物
」
と

評
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
村
々
の
庄
屋
た
ち
に
と
っ
て
は
、
非
人
番
の
「
増
長
」
と

い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、「
盗
賊
吟
味
役
勤
方
」

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
奉
行
所
盗
賊
方
の
命
を
受
け
四
ケ
所
は
、
火

付
・
盗
賊
な
ど
を
取
り
締
る
た
め
に「
摂
津
・
河
内
・
播
州
」の
村
々

に
非
人
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。「
内
密
風
聞
な
ど
聞
き
合
わ
せ
」
る

た
め
に
「
四
ケ
所
長
吏
小
頭
」
を
使
っ
て
探
索
を
し
て
い
ま
す
。
大

坂
市
中
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺
、
あ
る
い
は
四
国
・
中
国
筋
に
、 

「
悪
党
」
逮
捕
の
た
め
の
捜
査
活
動
が
本
格
化
し
た
の
は
、
寛
政
改

革
の
時
で
す
。
江
戸
で
は
火
付
盗
賊
改
と
し
て
有
名
で
す
が
、
大
坂

で
は
町
奉
行
所
の
盗
賊
方
に
大
坂
周
辺
か
ら
西
日
本
に
か
け
て
の「
悪

党
」
の
探
索
を
認
め
る
と
い
う
形
で
、
広
域
捜
査
権
を
与
え
た
ん
で

す
。
そ
れ
を
下
支
え
し
た
の
は
、
四
ケ
所
の
非
人
た
ち
で
す
。
こ
う
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さ
れ
て
い
ま
す
（『
大
塩
平
八
郎
』
一
九
七
七
）。
趣
旨
は
、「
富
庶

繁
花
の
土
地
」
で
あ
る
大
坂
は
、
渡
世
の
し
や
す
い
土
地
柄
で
あ
る

が
、
竈
数
一
〇
万
の
中
に
は
「
老
衰
に
て
子
も
な
く
、
幼
少
に
親
に

離
れ
た
零
丁
孤
独
の
類
」「
貧
人
」
が
い
る
と
し
て
、
飢
餓
の
年
に

は
誠
に
憐
れ
む
べ
き
で
、
手
当
救
い
方
を
町
々
で
調
べ
て
奉
行
所
に

報
告
す
る
よ
う
に
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
貧
人
は
不
幸
の
良
民
」

と
あ
り
ま
す
。
儒
学
の
テ
キ
ス
ト
の
受
け
売
り
と
も
思
え
る
固
い
文

面
は
町
触
と
し
て
は
異
様
で
す
が
、
こ
の
判
断
を
、
檄
文
の
「
奸
人
」

と
い
う
非
人
批
判
と
比
べ
て
み
る
時
、
非
人
に
対
す
る
評
価
は
分
裂

し
て
い
る
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

３
　
渡
辺
村
と
大
塩
平
八
郎

　
『
咬
菜
秘
記
』

　
最
後
に
渡
辺
村
、
エ
タ
村
の
話
を
し
ま
す
。
典
拠
と
な
る
史
料
は

坂
本
鉉
之
助
の
『
咬
菜
秘
記
』
で
す
。

　
こ
の
『
咬
菜
秘
記
』
と
い
う
史
料
も
国
会
図
書
館
に
あ
る
も
の
を

岡
本
先
生
が
発
見
さ
れ
ま
し
て
、「
平
八
郎
の
部
落
民
に
対
す
る
考

え
方
と
し
て
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
も
の
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
ま
し

た
（『
大
塩
平
八
郎
』）。
坂
本
鉉
之
助
と
大
塩
平
八
郎
は
比
較
的
親

し
い
間
柄
で
、『
咬
菜
秘
記
』
に
よ
る
と
大
塩
と
坂
本
は
三
度
、
会
っ

い
う
こ
と
で
、
摂
津
河
内
両
国
の
村
々
が
訴
願
す
る
、
国
訴
す
る
わ

け
で
す
（
訴
願
の
結
果
、
下
吟
味
を
禁
止
す
る
触
が
盗
賊
方
の
名
で

公
布
さ
れ
て
い
ま
す
）。
大
塩
平
八
郎
の
乱
が
起
こ
る
三
年
前
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
局
面
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

　
そ
の
時
、
大
塩
が
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
か
は
明
ら
か
で
す
。「
建

議
書
」
の
訴
状
に
は
末
尾
に
、「
七
、
八
年
前
に
大
塩
平
八
郎
様
と

か
い
う
与
力
が
、
悪
党
の
弓
削
に
切
腹
さ
せ
た
が
、
隠
居
さ
れ
て
か

ら
、
非
道
の
内
山
が
出
て
き
て
役
人
が
驕
り
、
神
も
仏
も
な
い
」
と

す
る
一
節
が
あ
り
、
国
訴
惣
代
と
大
塩
の
蜜
月
ぶ
り
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
（
た
だ
し
天
保
六
年
閏
七
月
付
の
訴
状
は
、『
建
議
書
』
の
ほ

か
に
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
案
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
）。

　
大
塩
が
主
要
な
門
人
で
あ
る
豪
農
の
立
場
に
肩
入
れ
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
非
人
、と
く
に
盗
賊
方
与
力
の
権
威
を
笠
に
着
て
村
人
た
ち「
無

作
法
」
を
申
し
か
け
る
非
人
た
ち
、
あ
る
い
は
有
力
な
与
力
と
結
託

し
て
金
策
に
走
る
長
吏
た
ち
へ
の
批
判
は
厳
し
さ
の
度
を
増
し
ま
す
。

　
し
か
し
大
塩
が
、
非
人
一
般
を
敵
視
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
興

味
深
い
史
料
が
あ
り
ま
す
。
与
力
と
し
て
現
役
で
あ
っ
た
文
政
一
二

年
に
東
町
奉
行
所
か
ら
出
さ
れ
た
「
演
舌
書
」
で
、「
大
塩
氏
掛
り

の
由
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
城
公
子
氏
は
、
大
塩
の
指
示
と
判
断
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乱
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
坂
本
は
、
大
塩
に
つ
い
て
先
入
観
に
と
ら
わ

れ
ず
客
観
的
な
話
を
残
し
て
い
る
印
象
を
受
け
ま
す
。
史
料
篇
に 

『
咬
菜
秘
記
』
の
当
該
部
分
を
記
入
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
ご
覧

く
だ
さ
い
。
二
か
所
に
分
け
て
い
ま
す
（
穢
多
は
エ
タ
に
統
一
）。

（
１
）「
エ
タ
ど
も
人
間
の
交
わ
り
出
来
ぬ
と
い
ふ
所
が
彼
等
の
第

一
残
念
に
在
る
処
に
て
、
親
鸞
と
い
ふ
智
慧
坊
主
が
其
処
を
能

く
呑
み
込
み
て
、
此
方
の
宗
門
に
て
ハ
エ
タ
に
て
も
少
も
障
り

な
し
。
信
仰
の
者
ハ
今
世
こ
そ
エ
タ
な
れ
、
後
の
世
に
ハ
極
楽

浄
土
の
仏
に
し
て
や
ろ
う
と
云
を
殊
の
外
有
り
難
く
思
ひ
、
本

願
寺
へ
金
子
を
上
る
者
エ
タ
程
多
き
も
の
ハ
な
し
。
死
し
て
後

の
有
と
も
無
き
と
も
聢
と
知
得
ぬ
こ
と
さ
へ
、
人
間
並
の
仏
に

す
る
と
い
ふ
か
く
辱
く
存
す
る
か
ら
ハ
、
唯
今
直す

く
に
人
間
に

致
し
て
遣
は
す
と
申
さ
バ
此
上
な
く
有
難
が
り
、
火
に
も
水
に

も
命
を
捨
て
働
く
べ
し
。
左
す
れ
バ
何
事
ぞ
あ
る
と
き
ハ
五
百

や
千
の
必
死
の
人
数
ハ
忽

た
ち
ま

ち
得
ら
る
ゝ
事
に
て
、
夫そ

れ

を
以
て
よ

く
指
揮
を
い
た
し
て
、
急
度
一
方
を
守
衛
す
べ
き
心
得
な
り
。」

　
つ
ま
り
、
エ
タ
た
ち
は
差
別
さ
れ
て
い
る
身
分
で
あ
る
か
ら
、
救

わ
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
身
命
を
賭
し
て
闘
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
や
れ
ば
い
い
。
親
鸞
は
、

あ
の
世
の
世
界
で
極
楽
浄
土
へ
行
け
る
か
ら
と
言
っ
た
の
で
、
本
願

て
い
ま
す
。
四
度
目
は
敵
味
方
に
別
れ
て
戦
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
け

れ
ど
、
一
回
目
は
槍
の
師
匠
で
あ
る
柴
田
勘
兵
衛
（
坂
本
と
同
じ
城

方
の
与
力
）
に
、「
お
前
た
ち
は
若
い
け
れ
ど
も
学
問
が
好
き
そ
う

だ
か
ら
」
と
紹
介
さ
れ
ま
す
。
二
回
目
は
、
大
塩
は
文
人
で
あ
り
な

が
ら
と
て
も
軍
事
に
関
心
の
あ
る
人
で
、
中
国
の
明
代
の
書
物
で
す

け
れ
ど
『
武
備
志
』
と
い
う
軍
学
書
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
坂
本

が
大
塩
か
ら
借
り
た
。
そ
の
時
に
大
塩
か
ら
「
学
問
は
貧
苦
の
中
で

こ
そ
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
」「
私
は
町
方
の
者
で
あ
る
け
れ
ど
、

い
ざ
と
な
っ
た
ら
身
命
を
賭
し
て
大
坂
城
を
守
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
常
々
心
砕
い
て
お
り
ま
す
。
坂
本
さ
ん
は
城
方
の
与
力
と
し
て

ど
の
よ
う
な
工
夫
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
」
と
問
わ
れ
ま
す
。
鉉
之
助

は
、
実
父
天
山
が
著
名
な
砲
術
家
で
す
の
で
、「
砲
術
の
腕
を
磨
こ

う
と
努
力
し
て
い
ま
す
」
と
答
え
、
大
塩
に
「
そ
の
工
夫
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
す
か
」
と
問
い
ま
す
。
そ
こ
で
渡
辺
村
が
出
ま
す
が
、

後
に
史
料
で
見
て
い
き
ま
す
。

　
三
回
目
は
さ
ら
に
八
年
後
で
す
。
大
塩
が
名
刀
を
持
っ
て
い
る
か

ら
と
、
糟
谷
助
蔵
ら
と
刀
を
見
に
行
き
ま
す
。「
大
塩
は
歳
は
自
分

よ
り
二
つ
下
、
記
憶
力
も
良
く
文
も
武
も
優
れ
て
い
る
、
た
だ
し
学

問
は
自
分
流
の
我
儘
な
学
問
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
公
儀
に
対
す
る

批
判
が
強
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
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り
、「
此
御
恩
ハ
何
を
以
て
報
じ
申
べ
く
哉
、
御
恩
の
報
じ

方
も
こ
れ
無
し
」
と
申
せ
バ
、
平
八
郎
申
ハ
、「
イ
ヤ
別
に

報
恩
の
望
も
な
い
が
左
様
に
存
ず
る
事
な
ら
此
辺
に
火
災
が

あ
っ
た
節
ハ
、
エ
タ
共
多
く
引
連
て
役
所
へ
行
か
ぬ
先
に
此

方
へ
参
り
て
働
き
呉
れ
よ
」
と
約
し
置
き
ぬ
。

　
後
日
談
で
す
け
れ
ど
も
、
飢
饉
の
最
中
で
苦
し
い
だ
ろ
う
か
ら
と
、

エ
タ
の
頭
が
事
前
に
大
塩
か
ら
金
子
五
〇
両
を
貰
っ
て
い
た
。「
そ

の
お
礼
に
何
か
」
と
い
う
と
、「
も
し
大
坂
市
中
に
火
の
手
が
上
が
っ

た
ら
奉
行
所
に
行
く
前
に
、
天
満
の
役
宅
に
駆
け
つ
け
て
来
い
よ
」、

と
答
え
た
と
い
う
の
で
す
。
た
し
か
に
大
砲
四
門
を
も
っ
て
行
進
し

て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
人
夫
と
し
て
エ
タ
を
使
お
う
と
し
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
渡
辺
村
に
は
、
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
三
月
の
大
火
「
妙
知
焼
」
で
の
鎮
火
出
動
を
契
機
に
、

一
六
年
以
降
、
消
火
活
動
を
公
認
さ
れ
て
い
ま
す
（『
摂
津
役
人
村

文
書
』
一
九
七
〇
）。
与
力
で
あ
っ
た
大
塩
は
、
そ
れ
を
熟
知
し
て

い
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
実
際
、
そ
う
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
故
か
と
い
う
と
、

当
日
、
エ
タ
村
で
大
き
な
お
葬
式
が
あ
っ
て
、
火
の
手
が
上
が
っ
た

時
に
は
お
葬
式
と
重
な
っ
て
行
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
密

訴
に
よ
っ
て
午
後
の
決
起
が
、
午
前
八
時
頃
に
繰
り
上
げ
る
こ
と
で

寺
に
多
額
の
志
納
金
が
集
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
人
間

に
し
て
や
る
と
言
え
ば
、「
火
に
も
水
に
も
命
を
捨
て
働
く
べ
し
」。

五
百
人
や
一
〇
〇
〇
人
を
出
し
て
、
大
坂
城
を
守
ろ
う
と
す
る
だ
ろ

う
、
と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
実
際
に
乱
が
起
き
た
の
で
坂
本

は
そ
の
話
を
思
い
出
し
、
当
日
、
大
塩
が
渡
辺
村
の
頭
の
と
こ
ろ
に

い
っ
て
エ
タ
の
人
た
ち
を
一
味
に
入
れ
よ
う
と
し
た
ん
で
は
な
い
か
、

彼
は
気
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
乱
の
後
、
大
坂
東
町
奉
行

で
乱
の
鎮
圧
の
先
頭
に
立
っ
た
跡
部
山
城
守
に
会
い
、
顛
末
を
聞
く

の
で
す
。

（
２
）
跡
部
（
東
町
奉
行
）
申
さ
れ
候
に
ハ
、「
イ
ヤ
今
少
し
に
て

エ
タ
を
遣
ふ
と
こ
ろ
、
運
よ
く
間
違
ふ
て
エ
タ
ど
も
加
入
致
さ

ず
事
に
候
。」
―
実
は
そ
う
い
う
こ
と
の
可
能
性
も
あ
っ
た
ん

だ
け
れ
ど
、
運
よ
く
間
違
っ
て
エ
タ
は
参
加
し
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
と
答
え
、
子
細
を
語
り
ま
す
。

そ
の
仔
細
ハ
昨
年
の
冬
渡
辺
村
の
エ
タ
の
小
頭
と
い
ふ
者
を

平
八
郎
宅
へ
呼
び
、「
さ
て
米
価
高
値
に
て
定
め
て
其
方
共

難
渋
仕
る
で
あ
ろ
ふ
。
依
て
金
子
を
遣
す
間
、
其
村
中
難
渋

仕
る
も
の
へ
夫
々
相
応
に
施
し
て
遣
せ
」
と
申
て
、
金
子
五

十
両
小
頭
へ
遣
し
、「
さ
て
其
方
へ
は
此
脇
差
を
遣
す
」
と

て
拵

こ
し
ら
つ
き

附
の
長
脇
差
を
遣
し
候
処
、
小
頭
殊
の
外
あ
り
が
た
が
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そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
市
中
に
火
の
手
を
起
こ
す
」
こ

と
が
乱
の
大
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
何
故
、
大
坂
の

町
を
焼
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
、
大
坂
で
乱
が
起
こ
っ

て
い
て
も
遠
方
か
ら
見
え
る
サ
イ
ン
が
な
い
限
り
、
施
行
を
受
け
て

い
る
彼
ら
も
駆
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
絶
対
、

大
坂
の
町
を
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
火
を
つ
け
、

遠
く
か
ら
も
そ
れ
が
分
か
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら

大
砲
を
用
意
す
る
わ
け
で
す
。
あ
わ
せ
て
大
坂
の
町
を
焼
き
、
そ
の

騒
動
の
中
で
豪
商
の
蔵
か
ら
米
は
金
を
奪
い
、
バ
ラ
撒
く
と
い
う
事

態
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
大
塩
に
と
っ
て
は
、
門
人
を
通
じ

て
生
活
困
難
者
や
エ
タ
た
ち
に
施
行
を
す
る
こ
と
と
、
大
砲
を
用
意

し
て
町
を
焼
く
と
い
う
こ
と
は
、
車
の
両
輪
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え

ま
す
。
蔵
書
を
売
り
、
六
六
八
両
の
資
金
を
基
に
施
行
を
始
め
る
の

は
天
保
八
年
二
月
。
そ
れ
に
対
し
格
之
介
ら
が
炮
術
の
訓
練
を
開
始

す
る
の
は
七
年
九
月
で
す
（「
年
譜
」
参
照
）。
も
う
こ
の
時
に
は
、

大
砲
で
大
坂
の
町
を
焼
く
と
い
う
戦
略
が
立
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
間
、
飢
饉
が
深
刻
の
度
を
増
し
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
飢

饉
と
い
う
背
景
が
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
う
極
端
な
行
動
が
起
こ
ら
な

か
っ
た
事
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
大

生
じ
た
齟
齬
で
し
た
。
も
し
予
定
通
り
で
あ
れ
ば
、
渡
辺
村
の
人
た

ち
は
駆
け
つ
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
証
言
に
信
を
お
く
と
す
れ

ば
、
彼
ら
の
身
分
解
放
の
願
望
を
利
用
し
て
、
乱
の
中
の
一
員
と
し

て
加
入
さ
せ
よ
う
と
大
塩
が
考
え
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。

　
施
行
と
大
筒

　
こ
の
計
略
を
信
じ
る
に
足
る
事
例
が
、
他
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

渡
辺
村
の
村
の
人
た
ち
で
は
な
い
の
で
す
が
、
大
坂
周
辺
の
エ
タ
村

で
は
、
大
塩
門
人
の
庄
屋
た
ち
か
ら
金
子
、
施
行
金
を
貰
っ
た
こ
と

か
ら
、
の
ち
に
捕
ま
っ
た
人
た
ち
が
い
る
の
で
す
。
そ
の
一
つ
吹
田

村
の
エ
タ
た
ち
は
、
飢
饉
で
苦
し
ん
だ
折
に
同
志
で
あ
る
神
主
宮
脇

志
摩
か
ら
施
行
と
し
て
金
子
を
貰
っ
て
い
ま
し
た
。
稗
島
村
の
エ
タ

は
、般
若
寺
村
の
忠
兵
衛
―
重
鎮
の
門
人
で
す
―
か
ら
施
行
金
を
貰
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
門
人
の
深
尾
才
次
郎
の
い
る
般
若
寺
村

の
百
姓
と
エ
タ
も
、
軽
い
処
分
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
「
大

坂
で
火
の
手
が
上
が
っ
た
時
に
は
駆
け
つ
け
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
」

と
証
言
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
エ
タ
に
限
ら
ず
、
村
内
の
百
姓
に
も

言
え
る
こ
と
で
、
施
行
は
、
乱
へ
の
参
加
の
前
提
で
あ
っ
た
と
理
解

さ
れ
ま
す
。
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坂
の
町
を
焼
く
」
と
い
う
行
為
は
、
施
行
を
受
け
た
貧
民
や
エ
タ
た

ち
を
動
員
す
る
点
で
も
、
江
戸
に
送
っ
た
密
書
の
意
味
を
幕
閣
ら
に

気
付
か
せ
る
意
味
で
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
大
塩
の
乱
」
の
一
番

の
核
心
部
分
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
暴
挙
は
果
た
し
て
、
交
流
の
あ
っ
た
文
人
た
ち
の

非
難
・
筆
誅
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
な
お
、
テ
ロ
と

の
批
判
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
、
大
塩
の
乱
の
火
事
に
よ
っ

て
家
を
失
っ
た
人
た
ち
が
、「
そ
れ
で
も
大
塩
さ
ん
は
偉
い
人
だ
」

と
讃
え
た
と
い
う
の
で
す
。
家
を
焼
か
れ
、
住
む
家
が
な
く
な
っ
た

市
井
の
人
た
ち
が
、
そ
う
言
っ
て
大
塩
を
讃
え
た
と
当
時
の
随
筆
・

記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
く
ら
い
こ
の
乱
の
評
価
に
は
す
ご
い

落
差
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
大
塩
の
乱
の
一
番
の
特
徴
で
も
あ

り
、
魅
力
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
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京都部落問題研究資料センター 2021.10.15 

「2021年度差別の歴史を考える連続講座」3 

大塩平八郎と被差別民社会―大坂四ケ所と渡辺村― 

はじめに 
■「大塩平八郎終焉の地」碑の移転   ◇大塩事件研究会（1975 年 11 月 9 日創立） 
■ 大塩の乱と大塩平八郎               ＠大塩年譜 

「民を救い候ため仕成候儀は不筋の儀にもこれ有る間敷と存じ、同意の上盟文へ血判いたし、その上、政
道を批判致し、又はこの上なく恐れ多い文言の認めこれある檄文をも一覧におよび、いよいよ企て発起
の手続き申し合わせ」（『大塩平八郎一件書留』1987） 

「僕は地方の小役人、頭の指揮に従い、獄訟垂楚（訴訟を裁き・刑罰を与える）の間に禄を保ち、任期を
終え、他に求むべきものはない。その後、それを辞め、ひとりで志を高くして道を学んだために、世に
容れざれずして人に愛されずは、豈左計（間違った選択）ならざるや。」（「佐藤一斎宛て書簡」） 

 ■「大塩平八郎の乱」と身分制 ➡武士・文人・被差別民への展開 
     幸田成友『大塩平八郎』（明治 43）➡岡本良一『大塩平八郎』1956/1975 

■ 第 4 章 与党の人々/下級武士・富農・貧農・都市貧民・部落民 
➡宮城公子『大塩平八郎』1977、岡本良一『乱・一揆・非人』1983 

大塩の「身上がり」/身分制と差別/エタの本村付体制・非人組織の解明 
➡深谷克己『江戸時代の身分願望』2006 藪田『武士の町大坂』2010、塚田孝『大坂の非人』2013  

 

１ 町奉行所与力と「四ケ所」 

➢ 三大功績事件と盗賊役 
文政 10~12 年/京坂キリシタン事件・奸吏糾弾事件・破戒僧処分事件 
与力と四ケ所の小頭の癒着・・・筆頭与力弓削新右衛門と長吏吉五郎らの摘発 
「与力にして頻りにまいないを貪り」「多くの人を掠めなやまし、取り集めたる金銀で驕くら   
し」「非人の身分で二階建て瓦葺、土蔵を持つ」「与力同心の遣い物」（『浮世の有様』） 

「奸吏」「奸人」（檄文）VS「不幸な良民」（与力・学者大塩の認識） 
➢ 盗賊役と四ケ所（非人垣外/天王寺・道頓堀・鳶田・天満） 

「御用」出張・「風聞」「風聞探」を通じた奉行所の公用を下請け 
創設時期：天王寺 1594 年、鳶田 1609、道頓堀 1622、天満 1626 

   人数：天王寺 379、鳶田 266、道頓堀 343、天満 170 人、計 1158 人（1789 年） 
  得意場：天 225、鳶 127、道 168、満 116、高原持 2、計 638 町（1757 年） 

■ 頼山陽の師菅茶山の遺杖を探し出した大塩「何ぞ職を盗賊方に奉するを」 
➢ 四ケ所と「長吏の組織」 

『道頓堀非人関係文書』（大阪城天守閣蔵難波村庄屋文書、1989）『悲田院文書』（中之島 
図書館蔵、1989）➡『悲田院長吏文書』（神戸市立博物館蔵、2008・2010） 
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2 
 

「多くの人の結縁と偶然が重なって日の目を見た幸運な史資料」『大阪の部落史』の別巻 
■ 天王寺の長吏林家（屋号木綿屋）旧蔵の史資料、総計 1400 点 

  藤木喜一郎「大阪町奉行管下における司法警察組織について」（1959）「長吏文書」紹介 
    「灰になった長吏文書と藤木論文」岡本良一『乱・一揆・非人』（1983） 
    1978 年 5 月「学園紛争で廃棄」 ＊1983 年 2 月博物館が購入・未整理 
    1993 年 7 月～95 年 1 月 藪田が調査 ＊藪田ほか『近世大坂と被差別民社会』2015 

➢ 四ケ所と市中の非人・無宿 ＊背景としての飢饉 
四天王寺悲田院・長吏・老分・小頭・若キ者・非人（番）⇔野非人・無宿・貧人←百姓←村 
 

２ 「農民の師友」と非人 

➢ 洗心洞門人と豪農 
    「洗心洞のいちじるしい特徴は、大阪近在の農村から、平八郎を慕って入門する 
     農民が少なくなかった」（岡本良一） ■「淀川左岸地帯の挙兵参加村」 

■事件の主要関係者 20（引廻しの上磔）武士 7・神官１・農民 11・無宿１人 
     「国訴の惣代村役人と平八郎の関係が重視されねばならない」岡本 71 頁 
    「大塩の農民組織の方法は、豪農の掌握にある。その基底には国訴があった。」 

     ＊酒井一「大塩の乱と畿内農村」1981（『日本の近世社会と大塩事件』2017） 
➢ 国訴と差別           ＊津田秀夫『封建経済政策の展開と市場構造』1961

α農民の経済的発展を図るために大同団結して奉行所に訴願すること/高価格と低価格（津田） 
β豪農＝村役人中心の地域社会形成の動き＊藪田『国訴と百姓一揆の研究』1992/新版 2016 

＊支配領域を超えて連合した村々が、直面する課題の解決を奉行所に訴える 
         とともに組合村で協定し、自主規制をおこなう 
国訴の評価と郡中議定 ①公儀への依存、②共同性の追求、③排他性と階層性 
 排他性の対象に廻在者（浪人・ゴゼ・座頭など）・非人番、階層性の対象に労働者 
四天王寺悲田院・長吏の組織➡在方の非人番➡村の〈富〉⇔廻在者 
御用による垣外非人番の横暴・出役の多さ・非人番役銭の高額化 VS 村々 
■藪田「地域社会が作る差別」網野善彦ほか『日本歴史の中の被差別民』2000/文庫 2010 

➢ 「大塩建議書」と国訴  ＊決起の前日に江戸の老中に宛てて公用飛脚で送った書類群 
 天保 6年閏 7 月 摂津・河内両国村々役人大坂町奉行与力同心ら非法につき訴状 

     「長吏善吉は内山彦次郎殿に賄賂取扱い、摂河播三ヶ国番人を威し苦しめ、一万石の御大名 
も及ばぬ暮らし向き」善吉と若キ者柾次郎らを指弾、池田村などの番人の「突っ込みの悪事」 

「七八ケ年ほど以前に大塩平八郎様とやら申御与力御出役、悪党弓削という与力切腹とやら」  
➡大塩が解決した悪徳与力と非人集団による悪事が再発していることを指摘  

      『悲田院長吏文書』には天保 4 年、番人が長吏善吉に上げた風聞書が多数、収録されている 
     ■天保 5 年 4 月 摂津河内両国惣代非人取締り方ほか願書（門真三番村『門真市史』４） 

① 盗賊悪党を取り締まるために、奉行所から与力・同心の派遣前に四ケ所の在郷番非人・小
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頭という者がやってきて、村役人の了解なく、下吟味と称し、被疑者の百姓を打擲するな
どするのを止めさせ、その禁止を触れとして公布してほしい。4 月 3 日盗賊方の名で公布 

② 米価高騰で困難な折に付、廻在者の停止願（認められた形跡なし）鉄刀を所持「守貞漫稿」 
 

３ 渡辺村と大塩平八郎  

➢ 坂本鉉之助『咬菜秘記』が語る大塩とエタ 
「平八郎の部落民に対する考え方としてもっとも信頼できるのは、わずかに坂本鉉之助の『咬
菜秘記』に伝えられところの一文にすぎない」岡本 75 年版に所収 
■ 大塩（町方与力）と坂本（城方与力）の面談記録 
 1 度目 先輩与力柴田勘兵衛（大塩の槍の師匠）の紹介で会う（文政 4 年 4 月頃） 
   坂本が学文を志すので、朋友になるようにとの配慮 
 ◆「切腹して会えないところであった」（公儀の処分に怒って、御為筋には一命を捨てる覚悟） 
 ２度目 「武備志」を大塩から借りる 
 ◆「学文は貧苦の中で成就するもの」城方・町方とも西国 33 カ国の抑えの役割「工夫は如何」 

      と坂本に問い、その後、工夫はと問われ、渡辺村の掟書を出し語る、私宅に小頭を呼び、金 
子を遣わし、天満に火災の折は駆け付けよと指示。 

 ３度目 8 年後（文政 12 年） 同僚らと刀剣の銘物を一覧に行く 
   歳はふたつ下、記憶力もよく、文も武も優れて、天満組風の我儘学問 
   2 月 19 日の大変は合点が行かぬが、その兆しの端緒はあった、として回顧 

➢ 『摂津役人村文書』（盛田嘉徳 1970）と渡辺村 
慶長年中より断罪御用（仕置用具は下附）、元和年間に五ヵ所から難波村内へ集住、渡辺村 6 町
年寄二名、寛永 11 年再確認・年寄に苗字・帯刀・扶持、東照宮と大坂城内の太鼓の張替え、享
保 9 年の火災に出動（功績により村内の質酒商売を認可）、享保 16 年出火出動を公認、市中の
辻・門脇・浜・橋詰の小便担桶設置を許可、享保 20 年御用役掟書、明和 7 年摂津河内のエタ村
を支配下に置く願（不可）⇔エタ（皮多）村は本村付体制にあった 
 ■死刑囚の護送・引廻、刑の執行、刑死人の処分、刑場の設営、心中・牢死・水死・行倒れ、 

➢ 『大塩平八郎一件書留』に見るエタ  ＊動員として期待 
 エタ乙佶 南向野村エタ八右衛門倅、欠落し無職、火事場見物から加勢逮捕、引廻し・獄門 
 吹田村百姓 6 名とエタ 7 名 一味の神主宮脇志摩から事前に施行を貰っていた（75、230） 
 稗島村百姓ら 149名と荒生村エタ 7名 一味の般若寺村忠兵衛から施行金を貰い（67、221） 

      般若寺村百姓 49 名とエタ 60 名 多人数騒ぎ立てたとして急度叱りとエタ頭預け（219）  
 
おわりに―京都と大坂 
     大塩の妻ゆう・格之助の妻みね・子弓太郎が逮捕さえたのは京都町奉行所の与力・同心 
      「四座雑色記録」（『京都の部落史』）天保 8 年 2 月 28 日柳馬場六角下ル生菱屋 
          京都町奉行―四座雑色―エタ年寄―エタ村/悲田院年寄―与次郎―小頭―非人 
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大 塩 平 八 郎 略 年 譜 
 

1787天明 7年 6月 19日松平定信老中首班、改革始まる～文化末年 
1792年（寛政 5）１歳 正月 22日生、父平八郎敬高、母大西氏、幼名文之助、諱正高 
1807（文化４から５）16歳 大坂町奉行与力見習いとして出仕か 東町奉行平賀貞愛～13年 4月 
1815（文化 12）23歳、他流試合の件で師柴田勘兵衛に詫び手紙をだす。相蘇１-1、1-2 

24、25歳の頃、呂新吾の『呻吟語』を読み、陽明学を独学で研鑽 
1817（文化 14）25歳 「浪華御役録」に定町廻として記載される 
1818（文政元）26歳 祖父政之丞（阿波脇町出身）死亡、平八郎跡番代を継ぐ 
曽根崎新地茶屋大和屋の娘ひろを橋本忠兵衛妹として妾（ゆうに改名）に迎える 

1821（文政 4）29歳 四月頃、柴田勘兵衛を介して坂本鉉之助を知る 
1824（文政 7）32歳、来坂中の頼山陽に七絶詩を送る 
1825（文政 8）33歳 洗心洞塾の「入学盟誓八カ条」を制定（『洗心洞詩文』） 
1827（文政 10）35歳 東町奉行高井実徳（在任：文政 3.11～天保元.10）の下、瀬田と盗賊役 

キリシタン逮捕事件（以後、姦吏糾明・破戒僧処分と合わせ三大功績） 
1828（文政 11）36歳 与力西田家より格之助（19歳）を養子として迎える、疝気に苦しみ治療、 
1829（文政 12）37歳 西町奉行新見正路（文政 12.4～天保 2.9）着任、日記を残す 
1830（文政 13＝天保元）38歳 5月不正無尽の罪で大坂破損奉行一場藤兵衛ら処分 

8月高井の辞職を受け、与力を辞め格之介に跡番代。「辞職之詩並序」を記す 
12月大蔵永常宛書簡「その艱難苦痛は戦場の血戦よりも辛烈」 

1831（天保 2）39歳 江戸に向け出発、短期間滞在し、林述斎を訪問 
1832（天保 3）40歳 6月門弟とともに中江藤樹書院に詣で、帰途、琵琶湖上で九死に一生を得る。 
のち中斎と改名「東照神君に馬先で功名を立て、御弓をもらった大塩波右衛門の血統の僕ゆえ、

君臣の名分は一生忘れがたい」（与力荻野宛書簡） 
1833（天保 4）41歳 家塾版『洗心洞剳記』刊行、天文方間確斎を通じ佐藤一斎に送る 

7月藤樹書院に続き、富士山と伊勢の両文庫に『洗心洞剳記』奉納の旅に出る 
11月足代弘訓に『大学』卒章の句を揮毫して送る 

1834（天保 5）42歳 正月「一身の温飽天に愧ず」詩を詠む（『洗心洞詩文』） 
平松楽斉宛書簡「この上は草莽の内に蟄居し、定言を吐き、孝弟の道を興す」 
2月家塾版『儒門空虚聚語』の刊行、伊勢両文庫らに奉納、7月天満大火、罹災者救済で多忙 

1835（天保 6）『増補孝経彙註』『洗心洞剳記』『儒門空虚聚語』を民間書肆から刊行 
1836（天保 7）44歳 3月一心寺事件起きる 6月家塾版『古本大学刮目』刊行 

7月東町奉行跡部良弼着任 9月頃格之助ら砲術演習開始 11月町奉行所が米の買い占めと 
他所積出しを禁止 12月門人らに蜂起計画を明かすカ、檄文版木作成カ 

1837（天保８）45歳、正月連判書に調印カ 2月蔵書を売り（668両）施行する、檄文印刷 
2.17建議書作成、夜平山助次郎が跡部に密訴 2.18建議書発送 2.19早朝宇津木刺殺のち挙兵 

2.20 鎮火（市中の五分一焼失） 3.5 箱根山中で建議書発見 3.27 美吉屋五郎兵衛方にて格之
助とともに自決 6.7評定所一座での吟味始まる 7.2 能勢騒動起きる 

1838（天保９）8月大塩一党に判決、処刑者約 800名に及ぶ 9.18大塩父子ら磔刑 
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史 料 篇 

 

○ 盗賊吟味役勤方『大坂町奉行所旧記』（文化年間頃作成） 

一火付・盗賊・あばれ者の類、怪しきもの召捕り詮議仕るべき旨、仰せ付けられ、大坂町中

の儀はもちろん、摂津・河州・播州御料私領の在々迄も手当仕り召捕り、牢屋敷御役所に

て詮議仕候事 

一右の外、中国筋悪党取締の儀は、寛政年中追々、江戸表より御下知により、私共かねがね

心掛け承り罷りあり、如何の風聞御座候とも、御差図次第取り計い候 

○ 目附役勤書 

一御組限り目附役の儀、天明七年八月、新規に仰せ付けられ候節、御組与力・同心善悪一体

の行常、その他何事によらず見聞に及び候義申上げ、諸出入公事など御吟味の筋、御糺等

の義、掛り役人依怙贔屓成る取り計い方これあるの様承り候ハバ、その段早速申し上ぐべ

く旨仰せ付けられ候事。 
 ただし本文の通り内密風聞など聞き合わせをも仕候付、四ケ所長吏小頭共のうち一人、右

聞き合わせ方に兼ね、召仕い候事。 
 

○ 「大坂町触」 文化十一年四月五日（『大阪市史』第四） 

手先之者共不作法之儀有之候ハゝ訴出べきの事、ならびに盗賊・悪党もの・博奕・諸勝 

負の類、所役人ニ於ても油断なく取締申すべき事、 

大坂役木戸ならびに四ケ所長吏小頭共儀、すべて悪党者等之風説聞繕させ、且組之もの廻

り方出役之節も、召連さセ来り候処、連年一躰之本意を忘却致し、次第ニ手先之もの相増

し、在町之もの共へ対し、不作法之事等これ有る由相聞候ニ付、向後右躰之義これなき様、

且エタ共取締之義も、此度厳敷申渡候間、此旨を存、此後彼ら不作法之儀有之ゝ候ハゝ、

其所ニ差押へ置、訴出べく候、万一見聞に及び、そのまま見遁し、内分ニて事を済候もの

これ有候ハゝ、吟味之上沙汰に及ぶべき事、 

■『大坂町奉行所旧記』には「役木戸長吏小頭名前書」として、以下の人数が載る。 
 役木戸佐助以下一三名、鳶田長吏吉右衛門以下九名、天王寺長吏善吉以下九名、道頓堀

長吏仁兵衛以下八名、天満長吏文右衛門以下七名、高原小頭十兵衛以下六名 
 

○ 文政十三年八月十二日付内山彦次郎宛大塩書簡（相蘇一弘『大塩平八郎書簡の研究』） 

いよいよ御安泰賀し奉り候、然らば当九日、町目付より頭（町奉行高井実徳）へ差し出し

候長町七丁目天王寺や多右衛門と申す者、手段を付け金品など借受け候風聞書、頭より下
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され候に付、一覧仕候処、当組捕え方同心手先（猿と別称「守貞漫稿」）の由に相見え申

し候、右手の手先召使わざるようにかねがね申し渡され候処、多右衛門召捕りに相成り候、

（略）すべて伝吉郎（盗賊方同心村上）手許不吟味の上、兼ねて申し渡され候御深意を用

いざる筋にも相当候に付、調中今日より先病気引、申付けられ、この上追々聞き糺し候上、

懸る役進を取捨申さるべく積りに御座候 
 

○ 文政十二年十月十五日 演舌書（『大阪市史』四上） 
 当表は冨庶繁花の土地にて、工商の者は何なりとも所業商売を出精骨折りいたし候はば、

渡世出来易き義は他所に勝れ候故、富人は論なく下戸の家々もその利を利とし、その業を

楽しみ、父母を養い、子孫を鞠衣食の資など不自由これなき義に候へとも、三郷の竈凡そ

十万近くもあり、その内には老衰にて子もなく、幼少に親に相はなれ零丁孤独の類、その

余孫子多く、自力に養い難く候へとも、親類縁族これ無きに付、その身の困窮愁苦を告げ

る者なきほどの貧人有るまじきとも決さる難く、もし右躰の貧人これ有り候はば、米穀諸

色豊給の時節にても、その身その家だけは実に飢餓の荒年も同事にて、誠に憐れむべきこ

とに候、（略）前書きの貧人は不幸の良民につき、以来手当救い方これ有るべきの間、町々

取調べ、御役所に申し立つべく候。［東奉行より仰せい出され候て、大塩氏掛りの由］ 
 

○ 天保五年四月三日 摂河両国惣代連署、番非人取締り方ほか願書（『門真市史』５） 

乍恐書付ヲ以御願奉申上候 

摂河両国在々ニおゐて盗賊・悪党者有之節、大坂御奉行所ゟ御手当と申、御役人様御出張

無之以前、四ケ所在郷之番非人小頭与唱候者等村方江罷越、村役人ニ何之無会釈百姓囲捕、

其村方江譜方之囲人相集候義有之、又者外村江召連参り候茂有之、何分諸方之囲人共一ト

処ニ而、右之番非人等追々相集、下吟味与唱江厳敷致打擲、其身生渡之病人ニ相成、半季

壱年相煩相果候者多、適堅固ニ相続キ候者茂右之番非人等寄場江致逗留、順命絶迄相し

たゝめ、其外草履・草鞋・煙草与多人数相用候ニ付、雑費夥敷相掛り候ニ付、末田之一作

茂所持之もの者質物ニ差入、亦者売払、或物建家を売払、右雑費ニ用ひ、家名断絶及候類

多有之候（略） 
   天保五午年 
       四月三日            摂河両国御七分惣代連印 
  御奉行様 

    

御書下ケ写 
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一右体御召捕手当ニ罷越候役木戸長吏幷長吏下之者共、雑用銭之義者共度毎ニ御奉行所様

ゟ相応之御渡被遣成有之ニ付、右之分別段村入用相掛候義無之筈与相心得可申事 
  但し囲人扶持方之義者別段之筋与相心得可申事 

右之分者勿論外ニ而茂役木戸長吏幷長吏下之者共御捕方御役人様同様之所業及百姓江対

し自尽取計致候義有之候ハゝ、先年御触渡之通、所々大坂 御奉行所様被訴出可申候事 

右之通、此度盗賊方御役人様ヲ以被 仰論候ニ付、一同難有奉存、於村々茂無違失相心

得可申叓 

午四月三日 
 

○ 坂本鉉之助『咬菜秘記録』＊原文の穢多はエタと表記する。 

（１）エタども人間の交りの出来ぬといふ所が彼等の第一残念に存る処にて、親鸞といふ智

慧坊主が其処を能く呑み込みて、此方の宗門にてハエタにても少も障りなし。信仰の者ハ今

世こそエタなれ、後の世にハ極楽浄土の仏にしてやろうと云を殊の外有り難く思ひ、本願寺

へ金子を上る者エタ程多きものハなし。死して後の有とも無きとも聢と知得ぬことさへ、人

間並の仏にするといふをかく辱く存するからハ、唯今直くに人間に致して遣はすと申さバ

此上なく有難がり、火にも水にも命を捨て働くべし。左すれバ何事ぞあるときハ五百や千の

必死の人数ハ忽ち得らるゝ事にて、夫を以てよく指揮をいたして、急度一方を守衛すべき心

得なり。 

（２）跡部（東町奉行）申され候にハ、「イヤ今少しにてエタを遣ふところ、運よく間違ふ

てエタども加入致さず事に候。その仔細ハ昨年の冬渡辺村のエタの小頭といふ者を（町奉行

所の用にてエタども出候節ハいつも小頭さし引にて人足を引具する役なり。）平八郎宅へ呼

び、「さて米価高値にて定めて其方共難渋仕るであろふ。依て金子を遣す間、其村中難渋仕

るものへ夫々相応に施して遣せ」と申て、金子五十両小頭へ遣し、「さて其方へは此脇差を

遣はす」とて拵附の長脇差を遺し候処、小頭殊の外ありがたがり、「此御恩ハ何を以て報じ

申べく哉、御恩の報じ方もこれ無し」と申せバ、平八郎申ハ、「イヤ別に報恩の望もないが、

左様に存ずる事なら此辺に火災のあった節ハ、エタ共多く引連て役所へ行かぬ先きに此方

へ参りて働き呉れよ」と約し置きぬ。 
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『悲田院長吏文書』 
１ 巳（文政元年）正月一八日、東盗賊方惣

代より道頓堀当番の出勤命令 

（封表書） 

「天王寺 善吉さま 道当番 

明御召之儀早々 」 

別之紙通り御座候間、此段御達申上候 

巳ノ正月一八日 

（別紙） 

長吏善吉 

右の者、牧野権次郎殿御用之儀有之候間、明

十九日四ツ時御役所江罷り出ずべき事 

但同人差支有之共、五市・小八両人之内壱人罷出 

べき事 

正月十八日 東盗賊方 惣代 
 
 

２ 年末詳五月九日、京橋五丁目年寄ら身

元風聞探索指令 

（包紙表書） 

「〆  渡邊定右衛門 

天王寺長吏善次郎江」 
  覚 

京橋五丁目 

代り年寄 

越後屋儀助 

大黒屋六右衛門 

近江屋半兵衛 

播磨屋権兵衛 

右之者共身元糺之儀、御達これ有り候間、

例之通入念風聞承探給うべく候事 

五月九日 

渡辺定右衛門（町目付） 

長吏善次郎江 
 

 
 

３ 文化五年（一八〇八）正月二八日、播州

への御用につき、路用銀借用証文 
   覚 

一 金三両 

右は此度吉田様ゟ被為 仰付候御用ニ付、

播州路江罷越候為路用借用仕候処実正ニ御

座候、然ル上は入用次第元利無相違返済可

仕候、為後日仍而証文如件 

文化五年 辰正月廿八日 

（※差出部分切取） 

林善十郎殿 
 

４ 天保四年（一八三三）一二月一八日、 

河州讃良郡中垣内村周辺村々の米買い占め

に関する風聞口上書 

乍恐口上 

先達御聞探被為 仰附候米買〆囲イ米一件

ニ付、私居村幷ニ組下村々段々手ヲ入承合

候得共、百姓商人仲買等ニ至迠、米買〆亦者

囲イ米致居候者御座なき様相聞え申候ニ付、

乍恐此段一応御返事奉申上候、以上 
 

巳十二月十八日 

中垣内村 

傳九郎 

御長吏善吉郎様 
         上 
 

大塩平八郎と被差別民社会
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最
初
に
私
の
紹
介
を
兼
ね
て
「
む
く
げ
の
会
」
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
会
は
「
朝
鮮
の
言
葉
・
歴
史
・
文
化
を
学

ぶ
市
民
サ
ー
ク
ル
」
で
す
。
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
か
ら
七
〇
年
代

の
初
め
に
か
け
て
、
兵
庫
県
の
各
高
校
で
一
斉
糾
弾
闘
争
が
盛
ん
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
部
落
や
朝
鮮
の
生
徒
に
対
す
る
差
別
、
そ
う
い
う

こ
と
に
対
す
る
糾
弾
闘
争
が
組
ま
れ
ま
し
た
。
私
は
ベ
平
連
（
ベ
ト

ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
連
合
）
神
戸
に
い
ま
し
た
が
、
兵
庫
県
の
い

ろ
ん
な
高
校
で
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
刺
激

を
う
け
て
ベ
平
連
で
も
こ
の
問
題
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
ベ
平
連
と
い
う
の

は
、
組
織
が
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
団
体
な
ん
で
す
ね
。
自
分
が
デ
モ

に
行
き
た
け
れ
ば
行
く
し
、
や
り
た
く
な
け
れ
ば
や
ら
な
い
と
い
う

そ
う
い
う
勝
手
な
組
織
。
そ
れ
で
は
差
別
と
か
そ
う
い
う
問
題
を
考

え
る
こ
と
が
出
来
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
別
の
組
織
を
作
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
出
来
た
の
が
「
差
別
抑
圧
研
究
会
」
と
い
う
研
究
会
で
す
。

こ
の
研
究
会
は
、
部
落
差
別
と
か
朝
鮮
人
差
別
を
ひ
っ
く
る
め
て
い

ろ
ん
な
差
別
を
研
究
し
よ
う
と
、
差
別
の
実
態
を
知
ろ
う
と
い
う
研

究
会
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
部
落
と
朝
鮮
人
の
差
別
と
い
う
の
は
全
く

性
格
も
違
う
し
歴
史
も
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
ど
ち
ら
か
に
絞
っ
た

ほ
う
が
い
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
朝
鮮
の
ほ

う
に
絞
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
朝
鮮
へ
の
差
別
問
題
、
ま
た
朝
鮮
の
植

民
地
の
歴
史
な
ん
か
を
勉
強
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
名
前
も
「
差

別
抑
圧
研
究
会
」
か
ら
「
む
く
げ
の
会
」
と
変
え
ま
し
た
。
そ
れ
が

一
九
七
一
年
一
月
に
発
足
し
ま
し
て
、
今
年
で
ち
ょ
う
ど
五
〇
年
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
そ
の
最
初
の
時
か
ら
ず
っ
と
関
わ
っ

て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
活
動
と
し
て
は
ふ
た
月
に
一
度
『
む
く
げ
通

信
』
を
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
は
三
〇
八
号
ま
で
続
い
て

い
ま
す
。
そ
の
他
、
朝
鮮
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
と
か
研
究
会
を
開
い

て
朝
鮮
の
問
題
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
、そ
う
い
う
活
動
を
こ
れ
ま
で
や
っ

て
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
報
告
も
そ
の
「
む
く
げ
の
会
」
で
の
活
動
の
一
端
と
し
て

私
が
研
究
し
て
『
む
く
げ
通
信
』
に
発
表
し
た
も
の
で
す
。「
む
く

げ
の
会
」
で
は
一
九
九
〇
年
に
光
州
学
生
運
動
の
研
究
を
や
り
ま
し

て
、
そ
れ
を
『
植
民
地
朝
鮮
・
光
州
学
生
運
動
の
研
究
』
と
い
う
一

冊
に
ま
と
め
て
出
版
し
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
中
に
も
一
部
、
両
洋

中
学
の
朝
鮮
人
学
生
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
は
官
憲

資
料
だ
け
を
使
っ
て
書
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、そ
の
後
、『
朝
鮮
日
報
』

や
『
東
亜
日
報
』
な
ど
の
新
聞
記
事
資
料
が
沢
山
出
て
き
ま
し
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
今
回
の
報
告
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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光
州
学
生
運
動
で
犠
牲
に
な
っ
た
学
生
の
数
と
い
う
の
は
、
退
学
に

さ
れ
た
学
生
が
五
八
二
名
、
無
期
停
学
は
二
、
三
三
〇
名
、
検
挙
さ

れ
た
の
が
一
、
六
四
二
名
に
上
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
報
告
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　
一
方
、
京
都
の
両
洋
中
学
に
つ
い
て
で
す
。
現
在
の
京
都
両
洋
高

校
で
す
。
一
九
一
五
年
に
京
都
正
則
予
備
校
（
旧
帝
国
大
学
の
予
備

校
）
が
創
設
さ
れ
、
校
長
は
中
根
正
親
で
し
た
。
一
九
二
五
年
に
両

洋
中
学
と
し
て
認
可
さ
れ
ま
す
。
こ
の
両
洋
中
学
が
認
可
さ
れ
た
頃

の
話
が
今
日
の
テ
ー
マ
で
す
。
そ
の
後
、
戦
後
一
九
五
一
年
に
学
校

法
人
両
洋
学
園
が
設
立
さ
れ
て
、
中
根
正
親
が
理
事
長
に
就
任
し
ま

す
。
一
九
五
二
年
に
両
洋
高
等
学
校
と
し
て
開
設
し
て
現
在
も
そ
う

い
う
形
で
続
い
て
い
ま
す
。
場
所
は
資
料
（
１
）
の
下
の
方
に
地
図

を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
二
条
駅
の
西
側
に
現
在
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
中
根
正
親
に
つ
い
て
「
中
根
正
親
は
終
始
一
貫
学
園
長
と
し

て
教
育
現
場
の
第
一
線
に
立
ち
、
類
例
の
な
い
誇
り
高
き
熱
血
校
長

と
し
て
学
園
の
経
営
に
全
身
全
霊
で
取
り
組
ん
だ
」
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
「
中
根
正
親
（
一
八
九
〇
～
一
九
八

四
年
）
…
…
中
根
式
速
記
法
の
創
案
者
。
要
体
教
育
（
如
何
に
労
苦

少
な
く
し
て
能
率
的
に
学
習
さ
せ
る
か
を
研
究
）
と
呼
ば
れ
る
学
習

法
を
研
究
、
実
践
」
と
い
っ
た
紹
介
も
あ
り
ま
す
。

　
光
州
学
生
運
動
を
簡
単
に
紹
介
し
た
も
の
が
資
料
①
で
す
。
こ
れ

は
『
朝
鮮
を
知
る
辞
典
』
か
ら
引
っ
張
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
一
九
二
九
年
一
一
月
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
全
羅
南
道
光
州
を

は
じ
め
朝
鮮
各
地
で
展
開
さ
れ
た
反
日
学
生
デ
モ
、
同
盟
休
校
を
い

う
。
光
州
で
日
本
人
中
学
生
が
朝
鮮
人
女
学
生
に
侮
蔑
的
発
言
を
し

た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
、
一
一
月
三
日
光
州
高
等
普
通
学
校
（
日

本
で
い
う
中
学
に
あ
た
る
）
な
ど
の
朝
鮮
人
学
生
が
デ
モ
を
行
っ
た
。

そ
の
後
も
〈
植
民
地
奴
隷
教
育
制
度
撤
廃
〉
を
掲
げ
た
反
日
示
威
が

続
き
、
官
憲
は
消
防
隊
、
在
郷
軍
人
を
も
動
員
し
て
弾
圧
を
加
え
た
。

一
二
月
に
は
新
幹
会
（
一
九
二
七
年
に
結
成
さ
れ
た
民
族
統
一
戦
線

組
織
で
、
左
翼
運
動
と
民
族
派
が
一
緒
に
な
っ
て
作
っ
た
組
織
）
本

部
が
〈
民
衆
大
会
〉
を
開
い
て
全
国
的
闘
争
に
拡
大
し
よ
う
と
し
て

弾
圧
さ
れ
た
が
、
学
生
デ
モ
は
各
地
に
広
が
り
、
翌
年
三
月
ま
で
に

一
九
四
校
、
約
六
万
人
が
参
加
し
た
。
こ
の
運
動
の
背
景
に
は
読
書

会
な
ど
を
通
じ
て
社
会
主
義
思
想
が
学
生
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
三
・
一
独
立
運
動
（
一
九
一
九
年
）
後
の
反
日

示
威
と
し
て
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
も
一
一
月
三
日
に
は
南

北
朝
鮮
で
記
念
式
が
開
か
れ
て
い
る
。」
と
水
野
直
樹
さ
ん
が
ま
と

め
て
お
ら
れ
ま
す
。
今
回
は
、
こ
う
い
っ
た
闘
争
に
よ
っ
て
退
学
に

な
っ
た
り
、
学
校
に
戻
れ
な
く
な
っ
た
学
生
に
つ
い
て
の
話
で
す
。

光州学生運動と京都・両洋中学の朝鮮人学生
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か
同
事
件
で
退
学
処
分
を
受
け
た
学
生
で
他
校
転
学
と
そ
の
学
校
へ

の
再
入
学
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
深
く
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
、
隠
然
と
「
万
歳
学
生
」
の
入
学
は
で
き
る
だ
け
回

避
せ
よ
と
厳
達
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。

　
光
州
学
生
運
動
に
参
加
し
た
学
生
は
他
の
学
校
に
対
し
て
入
学
さ

せ
る
な
と
い
う
通
達
を
こ
の
学
務
当
局
は
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
が
新
聞
記
事
に
報
道
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
う
し
た
学
生
を
救
済
す
る
と
い
う
目
的
も
こ
の
両
洋
中
学
へ
の

入
学
に
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
資
料
③
―
１
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
官
憲
資
料
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
傍
線
の
引
い
て
あ
る
最
初

の
部
分
で
す
。

　
「
京
都
府
下
私
立
両
洋
中
学
ニ
於
テ
光
州
学
生
事
件
ニ
ヨ
ル
犠
牲

者
収
容
ノ
目
的
ニ
テ
鮮
内
各
地
ニ
学
生
ヲ
募
集
シ
タ
ル
為
ニ
」
と
、

光
州
学
生
運
動
に
よ
る
犠
牲
者
収
容
の
目
的
と
官
憲
資
料
で
は
書
い

て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
資
料
②
―
１
に
は
「
光
州
学
生
事
件
ニ
関
連
シ
退
学
処

分
ト
ナ
リ
タ
ル
者
等
ヲ
募
集
シ
テ
」
と
書
い
て
お
り
ま
す
。
退
学
処

分
に
な
っ
た
学
生
を
両
洋
中
学
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
官
憲

資
料
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
次
に
募
集
の
方
法
で
す
。
募
集
の
方
法
は
資
料
④
に
書
か
れ
て
お

　
こ
こ
か
ら
が
本
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
両
洋
中
学
へ
朝
鮮
人
学

生
が
入
学
し
て
き
た
背
景
は
ど
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
次
の
三
つ
が
上
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

（
１
）
両
洋
中
学
へ
の
入
学
者
数
の
減
少

（
２
）
京
畿
道
学
務
当
局
の
学
生
入
学
制
限
…
京
畿
道
と
い
う
の
は

現
在
の
韓
国
の
ソ
ウ
ル
が
あ
る
地
域
な
ん
で
す
が
、
そ
こ
の
学
務
当

局
に
よ
る
入
学
制
限

（
３
）
排
除
学
生
の
救
済
を
兼
ね
る

　
ま
ず
、
学
生
数
が
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
資
料
②
―
１
の
二

行
目
に
「
近
時
入
学
志
願
者
漸
減
ス
ル
ニ
鑑
ミ
朝
鮮
ヲ
入
学
セ
シ
メ

ン
ト
シ
」
と
あ
り
ま
す
。
入
学
志
願
者
が
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の

で
朝
鮮
人
を
入
学
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
は
日
本
の
両
洋
中
学
の
状
況
な
ん
で
す
け
ど
、
一
方
朝
鮮
側

の
状
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
の
は
資
料
④
で
す
。
こ
れ
は
資

料
（
１
）
の
朝
鮮
語
の
新
聞
記
事
④
※
を
翻
訳
し
た
も
の
で
す
。

　
「
今
年
四
月
に
入
学
さ
せ
る
新
入
学
生
の
選
抜
に
お
い
て
、
昨
年

年
末
以
来
朝
鮮
各
地
で
起
こ
っ
た
万
歳
事
件
の
関
係
学
生
は
、
監
獄

と
警
察
に
捕
ま
り
刑
を
受
け
た
学
生
を
は
じ
め
、
万
歳
運
動
に
参
加

し
た
主
要
分
子
ま
で
入
学
を
厳
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
ほ
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こ
ろ
で
す
。
そ
れ
か
ら
『
朝
鮮
日
報
』
で
は
、
四
月
九
日
に
六
二
名

が
京
都
駅
に
到
着
、
ま
も
な
く
残
り
四
〇
余
名
も
到
着
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
資
料
⑥
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
朝
鮮
日
報
』
に
よ
る

と
一
〇
二
名
が
こ
の
学
校
に
入
る
予
定
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。『
東
亜
日
報
』
と
人
数
が
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

資
料
③
―
１
の
「
社
会
運
動
の
状
況
」
で
は
「
従
来
一
〇
名
ニ
過
ギ

ザ
リ
シ
ガ
」
と
あ
り
、
こ
の
一
〇
名
が
光
州
学
生
運
動
で
退
学
処
分

に
な
っ
た
学
生
を
受
け
入
れ
る
前
か
ら
朝
鮮
人
が
在
校
し
て
い
た
人

数
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
百
数
十
名
ノ
新
編
入
」
が
あ
っ
て
「
九

月
末
日
現
在
朝
鮮
人
学
生
百
六
十
一
名
中
八
十
一
名
ハ
」
光
州
学
生

運
動
事
件
で
処
分
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
官
憲
資
料
の
資
料
③
―
１
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
鮮
人
学
生
生
徒
の
思
想
的
事
件
」
と
い
う
官
憲
資
料
の
資
料
②

―
１
で
は
、
一
九
三
〇
年
六
月
時
点
の
朝
鮮
人
学
生
は
一
五
〇
名
で

そ
の
う
ち
光
州
学
生
運
動
関
係
者
は
四
七
名
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　
次
に
資
料
⑥
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
「
光
州
事
件
に
よ
っ
て
犠
牲
と
な
っ
た
学
生
を
京
都
両
洋
中
学
で

入
学
を
許
可
し
た
こ
と
は
既
報
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
散
在
し
た
多

く
の
学
生
を
募
集
す
る
た
め
学
校
か
ら
京
城
ま
で
派
遣
さ
れ
た
在
学

り
ま
す
。「
朝
鮮
人
学
生
某
君
を
（「
東
亜
日
報
」
で
は
教
員
）
を
京

城
に
派
遣
し
一
切
の
事
務
を
朝
鮮
教
育
協
会
に
一
任
」
し
て
募
集
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
同
校
（
両
洋
中
学
）
で
は
わ
ざ
わ
ざ
同
校
の
朝
鮮
人
学
生
某
君

を
京
城
に
送
り
」、
こ
れ
を
読
む
と
学
生
運
動
で
退
学
な
ど
に
な
っ

た
学
生
を
募
集
す
る
以
前
か
ら
両
洋
中
学
に
は
朝
鮮
人
学
生
が
い
た

と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
り
ま
す
。「
同
校
の
朝
鮮
人
学
生
某

君
を
京
城
に
送
り
、
朝
鮮
教
育
協
会
と
交
渉
し
た
結
果
、
一
切
の
事

務
を
水
標
橋
（
清
渓
川
の
橋
）
に
あ
る
朝
鮮
教
育
協
会
で
扱
う
こ
と

に
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
募
集
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

朝
鮮
教
育
協
会
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
官
憲
資
料
③
―

１
の
「
社
会
運
動
の
状
況
」
で
は
、
朝
鮮
内
「
各
地
ニ
学
生
ヲ
募
集

シ
タ
ル
為
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
朝
鮮
人
学
生
某
君

が
朝
鮮
の
あ
ち
こ
ち
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
に

く
い
の
で
、
朝
鮮
教
育
協
会
で
朝
鮮
各
地
の
学
生
を
募
集
し
た
と
考

え
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ど
の
く
ら
い
の
人
数
を
募
集
し
た
の
か
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
資
料

に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
２
頁
に
あ
る
よ
う
に
、 

『
東
亜
日
報
』
の
記
事
で
は
九
三
名
を
入
学
許
可
、
四
月
八
日
に
釜

山
を
出
発
し
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
資
料
⑤
に
書
か
れ
て
い
る
と
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資
料
に
よ
る
人
数
の
違
い
、
と
く
に
四
月
の
時
点
よ
り
も
六
月
、

九
月
で
人
数
が
増
え
て
い
る
の
は
そ
の
後
の
追
加
募
集
が
あ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
新
入
生
歓
迎
会
に
つ
い
て
で
す
。
資
料
（
１
）
の
資
料
⑦
※

に
新
聞
記
事
と
写
真
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
新
入
生
歓

迎
会
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
資
料
（
４
）
の
資
料
⑦
に
翻

訳
が
あ
り
ま
す
。

　
「
日
本
の
京
都
両
洋
中
学
で
光
州
事
件
に
よ
っ
て
犠
牲
と
な
っ
た

朝
鮮
人
学
生
を
百
余
名
も
入
学
さ
せ
た
こ
と
は
既
報
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
在
両
洋
朝
鮮
留
学
生
親
睦
会
主
催
で
さ
る
十
八
日
午
後
一
時

か
ら
同
校
講
堂
内
で
、
こ
ん
ど
朝
鮮
か
ら
来
た
新
入
生
歓
迎
会
が
金

健
烈
君
の
開
会
の
辞
」、
金
健
烈
君
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
光

州
学
生
事
件
の
以
前
か
ら
こ
こ
の
両
洋
中
学
に
い
て
た
学
生
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。「
開
会
の
辞
を
は
じ
め
と
し
て
満
場
の
拍

手
で
開
か
れ
た
が
、
李
鍾
麟
君
の
」、
こ
の
李
鍾
麟
君
も
お
そ
ら
く

光
州
学
生
運
動
で
犠
牲
に
な
っ
た
学
生
よ
り
先
に
両
洋
中
学
に
入
っ

て
い
た
学
生
じ
ゃ
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。「
歓
迎
の
辞
が
終
わ

る
と
新
入
生
側
か
ら
鄭
徳
仁
君
」、
こ
の
鄭
徳
仁
君
と
い
う
の
は
光

州
学
生
運
動
の
影
響
で
両
洋
中
学
に
入
学
し
た
学
生
で
す
。「
の
熱

烈
な
答
辞
が
あ
っ
た
の
ち
、
中
根
学
長
の
意
味
深
長
な
訓
辞
と
来
賓

生
、
金
健
烈
、
李
平
世
は
学
校
当
局
か
ら
規
定
さ
れ
た
と
お
り
百
余

名
の
学
生
を
募
集
し
、
ま
ず
六
十
二
名
だ
け
を
九
日
夜
九
時
の
列
車

で
金
、
李
両
君
の
案
内
で
、
意
気
揚
々
京
都
駅
に
先
着
し
た
」、
前

の
資
料
に
よ
る
と
「
朝
鮮
人
学
生
某
君
」
と
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、

こ
ち
ら
の
新
聞
記
事
で
は
金
、
李
両
君
と
い
う
二
人
の
学
生
が
朝
鮮

に
行
っ
て
募
集
し
た
と
な
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

　
「
到
着
し
た
と
い
う
電
報
に
接
し
た
学
校
当
局
で
は
、
学
長
の
中

根
正
親
氏
以
下
学
校
教
員
と
在
学
生
三
百
余
名
が
音
楽
で
も
っ
て
京

都
駅
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ま
で
出
迎
え
、
駅
前
広
場
で
中
根
学
長
の
興

味
深
い
話
が
あ
っ
た
の
ち
、
貸
し
切
り
電
車
で
同
中
学
ま
で
戻
っ
た

が
、
ま
だ
遠
か
ら
ず
残
り
の
学
生
四
十
余
名
が
到
着
す
る
だ
ろ
う
と

い
う
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
事
か
ら
一
〇
二
名
と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
多
分
こ
れ
が
正
し
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

ま
す
。
と
い
う
の
は
資
料
（
１
）
の
⑪
※
で
す
。『
東
亜
日
報
』
に

掲
載
さ
れ
た
入
学
案
内
で
す
。
こ
れ
は
一
九
三
一
年
三
月
で
翌
年
の

入
学
案
内
な
ん
で
す
が
、
募
集
人
員
と
し
て
は
約
一
〇
〇
名
、
出
願

期
日
は
三
月
三
一
日
ま
で
、
そ
れ
か
ら
志
願
資
格
は
高
普
と
同
一
、

試
験
場
所
は
云
々
、
そ
う
い
う
入
学
案
内
が
広
告
と
し
て
出
て
い
ま

す
。
こ
れ
の
翻
訳
は
資
料
（
５
）
の
資
料
⑪
に
出
て
い
ま
す
。「
高
普
」

と
い
う
の
は
「
高
等
普
通
学
校
」
で
す
。
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い
ま
す
。
こ
の
寄
宿
舎
が
実
際
ど
う
い
う
形
で
作
ら
れ
た
か
は
、
そ

の
後
の
新
聞
記
事
な
ど
を
見
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
で

具
体
的
に
は
分
か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
だ
い
た
い
こ
う
い
う
学
生
生

活
を
送
っ
た
と
い
う
一
端
が
推
測
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
の

学
長
の
談
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
次
に
、
両
洋
朝
鮮
留
学
生
親
睦
会
と
い
う
組
織
に
つ
い
て
で
す
。

こ
れ
は
資
料
に
よ
っ
て
出
て
く
る
時
期
が
違
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

官
憲
資
料
の
資
料
③
―
１
で
は
「
六
月
二
十
一
日
在
両
洋
朝
鮮
留
学

生
親
睦
會
ヲ
結
成
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。
資
料
②
―
１
で
は
「
四
月
」
に
結
成
さ
れ
た
と
な
っ

て
い
ま
す
。
新
入
生
の
歓
迎
会
が
四
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が

在
両
洋
朝
鮮
留
学
生
親
睦
会
の
主
催
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、

四
月
の
ほ
う
が
正
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
両
洋
朝
鮮
留
学
生
親
睦
会
は
、
一
九
三
〇
年
一
〇
月
二
二
日

に
雄
弁
会
と
い
う
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
過
激
な
演
説
内
容
か
ら

警
察
官
が
校
長
に
注
意
を
与
え
て
中
止
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
資
料
③
―
１
に
あ
り
ま
す
。「
偶
々

十
月
二
十
二
日
同
親
睦
會
雄
辯
會
ノ
席
上
奇
會
俊
ナ
ル
者
ハ
「
朝
鮮

人
学
生
ノ
学
ブ
ヘ
キ
コ
ト
」
ト
題
シ
テ
「
日
本
ノ
勞
働
者
農
民
ト
團

結
シ
テ
日
本
帝
國
主
義
ヲ
打
倒
シ
絶
對
的
解
放
ヲ
期
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、

側
の
辞
が
終
わ
る
と
、
続
い
て
茶
菓
会
が
始
ま
っ
た
が
、
茶
菓
会
の

席
で
の
新
入
生
た
ち
の
熱
烈
で
感
慨
無
量
に
あ
ふ
れ
た
感
傷
談
の
後
、

午
後
四
時
半
頃
無
事
閉
会
し
た
。」
と
い
う
記
事
で
す
。

　
で
は
、
こ
う
い
っ
た
学
生
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
学
生
生
活
を
送
っ

た
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
中

根
学
長
の
談
話
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
ん
で
す
が
、
中
根
学
長
の

談
話
と
し
て
「
寄
宿
舎
が
狭
く
、
当
分
教
室
内
で
寄
宿
し
、
炊
事
は

自
分
で
し
て
も
ら
い
ま
す
。」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
資
料
⑥
で
す
。『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
〇
年
四
月
一
六
日
付

の
中
根
学
長
の
談
で
す
。

　
「
こ
ん
ど
の
光
州
事
件
に
よ
っ
て
犠
牲
と
な
っ
た
生
徒
で
あ
る
だ

け
に
、
わ
が
校
に
来
る
途
中
連
絡
船
に
乗
る
に
あ
た
っ
て
い
ろ
い
ろ

な
取
り
調
べ
を
受
け
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
取
り
調
べ
が
多
く
て

苦
労
し
な
が
ら
わ
が
校
ま
で
来
た
多
く
の
生
徒
に
会
え
た
私
と
し
て

は
、
と
て
も
嬉
し
い
。
し
か
し
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
と
お
り
学
校

の
寄
宿
舎
が
狭
く
、
当
分
教
室
内
で
寄
宿
し
、
炊
事
は
自
分
で
し
て

も
ら
い
ま
す
。」
と
述
べ
た
後
、「
こ
れ
も
考
え
方
し
だ
い
で
は
と
て

も
楽
し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
四
十
余
名
の
残
り
の
生
徒

が
来
る
だ
け
で
な
く
、
最
大
の
問
題
は
寄
宿
舎
で
あ
る
が
、
寄
宿
舎

か
ら
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
談
話
を
発
表
し
て
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生
徒
、
日
本
人
生
徒
ま
で
多
数
参
加
し
て
、
さ
る
五
日
午
前
十
時
突

然
校
内
で
一
大
示
威
運
動
を
起
こ
す
と
と
も
に
、
左
記
五
ヶ
条
件
を

学
校
当
局
に
提
出
し
同
盟
休
校
を
断
行
し
た
。
そ
の
詳
し
い
事
情
を

聞
く
と
、
藤
原
教
務
主
任
が
授
業
時
間
中
露
骨
に
朝
鮮
人
生
徒
を
嘲

弄
す
る
と
と
も
に
、
両
中
朝
鮮
人
留
学
生
親
睦
会
は
純
全
た
る
暴
力

団
に
過
ぎ
な
い
と
、
一
般
生
徒
に
し
き
り
に
逆
宣
伝
し
た
こ
と
か
ら
、

朝
鮮
生
徒
側
で
は
幾
度
か
質
問
し
た
が
、
藤
原
教
務
主
任
は
あ
く
ま

で
責
任
あ
る
回
答
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
警
察
署
に
電
話
し
て
生

徒
を
す
ぐ
に
検
束
さ
せ
る
と
脅
迫
し
た
の
が
導
火
線
と
な
り
、
こ
う

し
た
示
威
運
動
と
同
盟
休
校
ま
で
起
こ
す
に
至
っ
た
。
こ
の
前
の
休

日
に
は
午
前
九
時
か
ら
盟
休
生
一
同
が
講
堂
を
占
拠
し
、
す
で
に
提

出
し
た
五
ヶ
条
の
要
求
条
件
を
貫
徹
す
る
た
め
断
食
ま
で
断
行
す
る

に
至
り
、
学
校
当
局
で
は
事
態
の
悪
化
を
憂
慮
し
、
問
題
を
起
こ
し

た
藤
原
教
務
主
任
を
は
じ
め
同
校
校
長
ま
で
現
場
に
駆
け
つ
け
、
断

食
中
の
盟
休
生
一
同
に
い
ち
い
ち
謝
罪
す
る
と
と
も
に
、
五
ヶ
条
の

要
求
条
件
に
つ
い
て
も
そ
の
大
部
分
の
受
け
入
れ
を
承
諾
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
今
度
の
事
件
に
よ
っ
て
一
人
の
犠
牲
者
も
出
さ
な
い
と

い
う
強
固
な
誓
約
の
下
に
、
事
件
は
一
段
落
を
告
げ
る
と
と
も
に
、

盟
休
生
一
同
は
再
び
登
校
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。」と
い
う
経
過
で
す
。

そ
の
五
ヶ
条
の
要
求
項
目
は
次
の
通
り
で
す
。

又
、
吾
々
ハ
中
國
革
命
ヲ
支
持
シ
テ
彼
等
ヲ
滅
茶
苦
茶
ニ
打
チ
碎
コ

ウ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
」
等
矯
激
ナ
ル
演
説
ヲ
為
シ
タ
ル
為
取
締
中
ノ
警
察

官
ハ
校
長
ニ
注
意
ヲ
與
ヘ
テ
中
止
セ
シ
メ
タ
ル
事
實
ア
リ
タ
リ
。」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
朝
鮮
人
学
生
の
同
盟
休
学
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
同
盟
休
学

は
第
一
次
と
第
二
次
あ
る
ん
で
す
が
、
第
一
次
が
一
九
三
一
年
二
月

に
行
わ
れ
、
第
二
次
が
同
じ
年
の
五
月
に
発
生
し
て
ま
す
。
ま
ず
第

一
次
の
同
盟
休
学
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
資
料

⑧
、
⑨
と
③
―
２
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
第
一
次
同
盟
休
学
に
つ
い

て
資
料
⑧
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
差
別
待
遇
問
題
で
朝
鮮
人
学
生
盟
休
／
五
ヶ
条
要
求
条
件
提
出

し
／
京
都
両
洋
中
学
で
」
と
い
う
見
出
し
で
、「
さ
る
五
日
午
前
十

時
頃
、
京
都
両
洋
中
学
校
の
朝
鮮
人
生
徒
が
中
心
と
な
り
、
数
百
名

の
学
生
が
同
調
し
て
一
大
示
威
運
動
を
起
こ
す
と
と
も
に
、
五
ヶ
条

の
要
求
条
件
を
学
校
当
局
に
提
出
、
即
時
同
盟
休
学
を
断
行
し
た
が
、

原
因
は
学
校
当
局
が
朝
鮮
学
生
を
侮
辱
し
た
の
み
な
ら
ず
民
族
的
差

別
を
行
っ
た
た
め
と
い
う
。」
と
い
う
記
事
で
す
。
そ
の
次
の
資
料

⑨
に
は
も
う
少
し
詳
し
く
こ
の
第
一
次
同
盟
休
学
に
つ
い
て
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
「
京
都
両
洋
中
学
の
朝
鮮
人
生
徒
百
二
十
余
名
を
中
心
に
台
湾
人
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料
（
６
）
の
一
番
最
後
に
詳
し
く
載
せ
て
い
ま
す
。

　
「
一
九
三
〇
年
、
一
九
歳
の
と
き
、
日
本
に
渡
り
、
京
都
の
両
洋

中
学
校
に
入
学
す
る
。」
と
あ
り
ま
す
。「
両
洋
中
学
校
を
卒
業
後
は

東
京
の
早
稲
田
大
学
高
等
師
範
部
英
語
科
に
入
る
」
と
な
っ
て
お
り

ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
安
寿
吉
は
、
一
九
歳
、
数
え
歳
で
す
ね
、
満
年

齢
で
い
う
と
一
八
歳
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
ど
も
、

一
八
歳
の
時
、
日
本
に
渡
っ
て
き
た
と
い
う
事
で
す
。
光
州
学
生
事

件
に
関
す
る
と
こ
ろ
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
一
九
二
九
年
一
一
月

三
日
、
光
州
学
生
事
件
が
起
こ
る
と
、
儆
新
学
校
で
も
学
生
が
立
ち

上
が
り
、
デ
モ
が
起
こ
っ
た
。
安
は
こ
の
デ
モ
の
中
心
人
物
と
な
り
、

日
帝
当
局
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
五
日
間
拘
留
さ
れ
た
後
、
儆
新

学
校
は
退
学
処
分
と
な
る
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
儆
新
学

校
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
、
延
禧
専
門
学
校
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
解

放
後
に
セ
ブ
ラ
ン
ス
と
い
う
医
科
大
学
と
引
っ
付
い
て
、
現
在
は
有

名
な
延
世
大
学
に
な
っ
て
い
ま
す
。
韓
国
ド
ラ
マ
の
好
き
な
人
だ
っ

た
ら
「
済
衆
院
」
と
い
う
の
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ド
ラ

マ
の
済
衆
院
と
い
う
の
は
朝
鮮
で
初
め
て
西
洋
医
学
を
行
っ
た
所
な

ん
で
す
け
れ
ど
、
ド
ラ
マ
で
は
済
衆
院
の
主
人
公
は
白
丁
と
い
う
日

本
の
部
落
と
同
じ
よ
う
な
朝
鮮
の
被
差
別
民
で
、
そ
の
白
丁
出
身
の

人
が
主
人
公
に
な
っ
て
ド
ラ
マ
が
作
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ

　
「
◇
要
求
条
件

一
、
藤
原
教
務
主
任
排
斥
の
件

二
、
中
根
校
長
反
省
促
進
の
件

三
、
小
西
教
諭
反
省
促
進
の
件

四
、
月
謝
の
四
割
引
断
行
の
件

五
、
神
聖
な
学
園
内
に
警
察
権
侵
入
反
対
の
件
」

と
い
う
条
件
で
す
。
こ
の
要
求
を
学
校
側
は
だ
い
た
い
受
け
入
れ
る

と
い
う
こ
と
で
こ
の
第
一
次
の
同
盟
休
学
事
件
は
終
わ
り
を
告
げ
ま

す
。
完
全
に
学
生
側
の
盟
休
闘
争
が
成
功
し
た
と
思
え
ま
す
。
多
分

こ
の
闘
争
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
先
ほ
ど
述
べ
た
組
織
、
両
洋
朝
鮮

留
学
生
親
睦
会
で
す
。

　
一
九
三
一
年
春
に
卒
業
生
の
名
前
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
料

⑩
で
す
。
両
洋
中
学
だ
け
で
な
く
、
京
都
大
学
と
か
立
命
館
と
か
京

都
市
内
の
学
校
の
朝
鮮
人
の
名
前
が
ず
ら
っ
と
出
て
い
ま
す
。
安
寿

吉
（
ア
ン
ス
ギ
ル
）、
鄭
徳
仁
（
チ
ョ
ン
ド
ギ
ン
）
さ
ん
の
名
前
に

傍
線
を
引
い
て
る
の
で
す
が
、
こ
の
鄭
徳
仁
と
い
う
人
は
、
資
料
⑦

で
新
入
生
歓
迎
会
が
開
か
れ
た
時
に
「
鄭
徳
仁
君
の
熱
烈
な
答
辞
が

あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
入
学
し
て
か
ら
一
年
で
卒
業

し
た
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
安
寿
吉
と
い
う
人
な
の
で
す
が
、

こ
の
人
は
韓
国
で
は
比
較
的
名
の
売
れ
た
作
家
、
小
説
家
で
す
。
資
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子
卒
業
生
の
数
は
六
名
で
、
特
に
高
凰
景
（
二
三
）
嬢
は
今
春
同
志

社
大
学
大
学
部
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
女
法

学
士
と
し
て
さ
ら
に
洋
行
ま
で
す
る
と
い
う
。」と
い
う
こ
と
で
ず
ら
っ

と
名
前
が
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
「
学
友
会
発
起
で
送
別
会
大

盛
況
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
学
友
会
と
い
う
の
は
「
京

都
朝
鮮
留
学
生
学
友
会
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
学
生
の
親
睦

会
と
し
て
こ
の
学
友
会
と
い
う
の
は
出
来
た
わ
け
で
す
け
ど
、
そ
の

後
し
だ
い
に
学
友
会
が
い
ろ
ん
な
活
動
を
す
る
中
で
左
翼
的
、
民
族

的
な
傾
向
を
帯
び
た
組
織
で
す
。
こ
の
学
友
会
が
第
二
次
の
同
盟
休

学
に
も
関
係
し
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
学
友
会
と
い

う
も
の
が
卒
業
生
の
送
別
会
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
後
の

と
こ
ろ
に
「
来
賓
の
な
か
か
ら
本
報
京
都
支
局
長
鄭
淳
□
の
挨
拶
と

感
想
談
で
同
六
時
頃
閉
会
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
新
聞
に
も

両
洋
中
学
の
事
は
載
っ
て
な
い
ん
で
す
け
ど
、
朝
鮮
日
報
だ
け
が
た

く
さ
ん
の
記
事
を
書
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
朝
鮮
日
報
京
都

支
局
の
鄭
淳
□
さ
ん
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の

京
都
朝
鮮
留
学
生
学
友
会
で
す
が
、
出
来
た
の
が
一
九
一
五
年
と
い

う
こ
と
で
す
。
最
初
は
京
都
朝
鮮
留
学
生
親
睦
会
と
い
う
名
前
だ
っ

た
の
が
一
九
二
三
年
に
京
都
朝
鮮
留
学
生
学
友
会
と
改
称
さ
れ
て
い

ま
す
。

れ
が
セ
ブ
ラ
ン
ス
病
院
と
い
う
形
に
か
わ
っ
て
最
後
に
セ
ブ
ラ
ン
ス

医
科
大
学
に
な
り
、
そ
れ
が
ヨ
ン
ヒ
大
学
と
く
っ
つ
い
て
現
在
の
延

世
大
学
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た
儆
新
学
校
の
歴

史
が
あ
る
の
で
す
が
、
安
寿
吉
さ
ん
は
そ
こ
の
出
身
な
ん
で
す
。

　
資
料
⑩
の
卒
業
生
の
と
こ
ろ
に
戻
り
ま
す
。
安
寿
吉
さ
ん
か
ら
三

番
目
の
金
健
烈
（
キ
ム
ゴ
ニ
ョ
ル
）
さ
ん
は
資
料
⑦
の
新
入
生
歓
迎

会
の
時
に
開
会
の
辞
を
述
べ
た
人
で
す
。
そ
れ
か
ら
次
の
行
の
最
初

に
李
鐘
□
、
読
め
な
く
て
□
に
な
っ
て
ま
す
が
、
こ
の
人
も
光
州
学

生
運
動
が
起
こ
る
前
か
ら
両
洋
中
学
に
い
た
と
思
わ
れ
る
人
で
、
新

入
生
歓
迎
の
時
に
歓
迎
の
辞
を
述
べ
た
人
が
金
鐘
麟
と
い
う
名
前
に

な
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
多
分
こ
の
人
じ
ゃ
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
資
料
⑩
を
読
ん
で
み
ま
す
。

　
「
今
春
卒
業
生
が
百
十
七
名
【
女
児
卒
業
生
は
六
名
】
／
京
都
留

学
生
中
総
計
」
と
い
う
見
出
し
で
京
都
の
留
学
生
の
卒
業
生
の
名
前

が
ず
ら
っ
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
「
故
国
を
離
れ
遠
く
京
都
に
行
き
、
わ
び
し
い
異
域
の
窓
の
も
と

で
蛍
雪
の
功
を
磨
く
朝
鮮
留
学
生
の
数
は
約
一
千
名
を
数
え
る
。
そ

の
う
ち
今
春
に
学
業
を
終
え
校
門
を
去
る
今
年
の
卒
業
生
の
数
は
、

各
大
学
、
予
科
、
専
門
学
校
、
中
学
校
を
合
わ
せ
て
百
十
七
名
の
多

数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
氏
名
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
女
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け
る
な
ど
、
実
に
同
校
の
校
庭
で
は
険
悪
な
雰
囲
気
が
充
満
し
た
。」

と
い
う
状
況
を
述
べ
て
い
ま
す
。
続
い
て
次
の
見
出
し
に
は
「
弾
圧

が
主
原
因
／
朝
鮮
人
学
友
会
に
入
っ
た
と
学
生
停
学
処
分
が
動
機
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
先
ほ
ど
述
べ
た
朝
鮮
人
学
友
会
と
い
う
組
織

が
停
学
処
分
に
な
っ
た
き
っ
か
け
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま

す
。「
こ
の
よ
う
に
同
盟
退
学
す
る
ま
で
の
事
件
の
原
因
を
聴
く
と
、

同
校
中
根
校
長
は
平
素
朝
鮮
学
生
に
対
す
る
警
察
か
ら
の
干
渉
が
ひ

ど
い
か
ら
、
諸
君
は
絶
対
ど
の
よ
う
な
団
体
に
も
参
加
し
て
は
な
ら

な
い
と
し
て
過
酷
な
弾
圧
を
加
え
た
ば
か
り
か
、
最
近
に
な
っ
て
同

校
の
在
学
生
の
な
か
で
庾
鐘
奭
、
徐
雲
僖
の
ふ
た
り
が
在
京
都
朝
鮮

留
学
生
学
友
会
に
参
加
し
た
と
い
う
理
由
で
、
突
然
前
記
二
名
の
学

生
を
停
学
処
分
に
し
た
た
め
、
学
生
側
で
は
学
校
当
局
の
処
置
に
対

し
て
大
き
な
不
満
を
抱
き
、
中
根
校
長
に
無
条
件
復
校
と
と
も
に
以

上
の
八
ヶ
条
を
要
求
し
た
」
と
記
事
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
官
憲
資
料
の
資
料
②
―
２
で
は
「
昭
和
六
年
二
十
六
日
標

記
両
洋
中
学
鮮
人
生
徒
五
十
名
ハ
左
傾
生
徒
ノ
策
動
ニ
ヨ
リ
盟
休
ヲ

決
行
セ
リ
」、
こ
の
左
傾
生
徒
と
い
う
の
が
先
の
京
都
朝
鮮
留
学
生

学
友
会
に
参
加
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
朝
鮮
留
学
生
親
睦
会
の
学
生
、

両
方
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
「
生
徒
ノ

策
動
ニ
ヨ
リ
盟
休
ヲ
決
行
セ
リ
、
原
因
ハ
同
月
十
日
授
業
料
未
納
ヲ

　
次
に
第
二
次
の
同
盟
休
学
に
つ
い
て
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
資
料
⑫
、
③
―
２
、
②
―
２
に
載
っ
て
い
ま
す
。
一
番
詳
し

い
の
が
資
料
⑫
に
な
り
ま
す
。

　
「
京
都
『
両
中
』
同
胞
学
生
百
三
十
名
総
退
学
／
同
盟
休
学
し
て

抗
争
し
た
が
要
求
拒
絶
に
憤
慨
し
」、
要
求
を
拒
絶
さ
れ
た
た
め
に

退
学
届
を
出
し
た
と
い
う
見
出
し
で
す
。
一
九
三
一
年
六
月
二
日
付

の
『
朝
鮮
日
報
』
で
す
。

　
「（
一
九
三
一
年
）
さ
る
五
月
二
十
六
日
、
京
都
両
洋
中
学
同
胞

学
生
百
余
名
が
中
心
と
な
っ
て
八
個
要
求
条
件
を
学
校
当
局
に
提
出

す
る
と
と
も
に
、
一
大
「
デ
モ
」
ま
で
引
き
起
こ
し
情
況
が
極
め
て

険
悪
な
な
か
で
、
結
局
総
同
盟
休
学
を
断
行
し
た
が
、
学
校
当
局
の

態
度
は
依
然
と
し
て
頑
強
で
あ
る
ば
か
り
か
、
さ
る
五
月
二
十
八
日

中
根
校
長
は
学
生
た
ち
が
集
ま
っ
た
会
場
に
来
て
、「
絶
対
に
朝
鮮

学
生
諸
君
の
無
理
な
要
求
に
は
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
諸
君

の
し
た
い
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
抑
圧
一
辺
倒
の
演
説
が
終
わ

る
と
、
朝
鮮
学
生
百
三
十
名
は
一
斉
に
総
同
盟
退
学
願
書
を
提
出
し
、

帽
子
の
徽
章
を
は
ず
し
て
校
門
を
出
た
が
、
学
校
の
先
生
一
同
と
多

数
の
日
本
人
学
生
は
退
校
す
る
朝
鮮
学
生
が
万
一
暴
行
で
も
す
る
か

と
思
っ
て
、
十
分
な
戦
闘
準
備
を
し
て
お
り
、
一
方
で
は
事
件
発
生

を
前
後
し
て
学
校
で
は
所
轄
警
察
署
に
応
援
を
要
請
す
る
電
話
を
か
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八
、
授
業
料
を
三
割
値
下
げ
す
る
こ
と
」

　
こ
う
い
う
八
項
目
の
条
件
を
出
し
ま
す
。
続
い
て
こ
の
新
聞
記
事

を
読
ん
で
み
ま
す
と

　
「
以
上
の
八
ヶ
条
を
要
求
し
た
が
、
校
長
の
拒
絶
に
よ
っ
て
さ
る

五
月
二
十
六
日
に
同
盟
休
学
と
「
デ
モ
」
を
断
行
し
て
抗
争
を
継
続

し
て
き
た
が
、
同
校
中
根
校
長
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
今
日
退

学
し
た
百
余
名
の
朝
鮮
学
生
に
対
し
て
は
、
私
と
し
て
は
む
し
ろ
彼

ら
に
告
別
の
辞
を
伝
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
学
校
と
し
て

こ
れ
以
上
方
法
が
な
い
た
め
同
学
園
と
し
て
は
そ
の
ま
ま
受
理
し
て

お
き
ま
し
た
」」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
中
根
校
長
は
述
べ
て
お
り

ま
す
。

　
新
聞
記
事
と
し
て
は
、
こ
こ
ま
で
な
ん
で
す
。
そ
の
結
末
に
つ
い

て
は
新
聞
記
事
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
結
末
だ
っ
た
か
と
い

う
の
は
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
そ
の
後
盟
休
の
統
制
乱

れ
自
然
消
滅
の
形
と
な
り
、
九
月
に
至
り
登
校
す
る
者
そ
の
過
半
数

に
達
す
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
官
憲
資
料
の
資
料
③
―
２

に
載
っ
て
い
ま
す
。

　
「
陳
情
ノ
一
蹴
セ
ラ
ル
ゝ
ヤ
、
鮮
人
生
徒
五
十
八
名
ハ
連
名
退
學

届
ヲ
以
テ
之
ニ
對
抗
シ
、
間
モ
ナ
ク
在
校
鮮
人
生
徒
ノ
大
部
分
ハ
之

ニ
合
流
セ
シ
ガ
、
其
後
盟
休
ノ
統
制
乱
レ
自
然
消
滅
ノ
形
ト
ナ
リ
、

理
由
ニ
鮮
人
生
徒
二
十
八
名
ガ
除
名
処
分
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
依
ル

モ
ノ
ナ
ル
」
と
、
こ
こ
で
は
授
業
料
の
未
納
が
原
因
な
ん
だ
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
先
の
朝
鮮
人
留
学
生
学
友
会
に
参
加
し
た
と
い
う

理
由
は
ま
っ
た
く
挙
げ
ら
れ
て
な
い
ん
で
す
け
ど
、
原
因
と
し
て
こ

の
両
方
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
推
測
す
る
わ
け
で
す
。
授

業
料
の
未
納
も
あ
っ
た
し
、
京
都
朝
鮮
留
学
生
学
友
会
に
参
加
し
た

と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
と
、
二
つ
の
理
由
が
重
な
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
で
す
が
。

　
そ
の
次
に
そ
の
八
項
目
の
要
求
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
。

「
一
、
校
長
と
し
て
朝
鮮
留
学
生
を
侮
辱
し
た
こ
と
を
謝
罪
す
る
こ

と
二
、
朝
鮮
学
生
に
対
す
る
特
別
×
圧
反
対
（
×
圧
は
弾
圧
で
す
か

ね
）

三
、
全
校
朝
日
台
人
学
生
（
台
湾
人
も
両
洋
に
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
）
の
な
か
で
除
名
さ
れ
た
学
生
は
無
条
件
復
校
さ
せ
る

こ
と

四
、
□
山
先
生
排
斥

五
、
校
内
言
論
集
会
は
絶
対
自
由
に
さ
せ
る
こ
と

六
、
神
聖
な
学
園
内
へ
の
警
察
侵
入
絶
対
反
対

七
、
犠
牲
者
を
絶
対
に
出
さ
な
い
こ
と
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一
三
六
名
と
出
て
き
ま
す
。
早
稲
田
大
学
専
門
部
と
い
う
の
は
ど
う

い
う
組
織
か
と
い
う
と
、
早
稲
田
大
学
に
所
属
す
る
実
学
を
中
心
と

す
る
短
期
過
程
の
教
育
機
関
で
す
。
だ
か
ら
普
通
の
大
学
よ
り
も
朝

鮮
人
の
数
が
専
門
部
の
方
に
多
か
っ
た
ん
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
安
寿
吉
さ
ん
の
こ
と
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
見
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
安
寿
吉
さ
ん
は
一
九
一
一
年
に
咸
鏡
南
道
咸
興
市
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
二
男
一
女
の
長
男
で
す
。
お
父
さ
ん
は
間
島
の
龍
井
に
あ
る
光

明
高
等
女
学
校
の
校
監
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
五
歳
の
と
き
、
興
南

市
西
湖
里
に
引
越
し
、
興
南
と
い
う
の
は
朝
鮮
窒
素
、
朝
鮮
で
一
番

大
き
な
化
学
工
場
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
こ
で
戸
籍
を
登
録
し

た
の
で
原
籍
は
興
南
市
で
す
。
興
南
市
の
小
学
校
に
通
い
、
一
三
歳

で
満
州
の
間
島
に
引
っ
越
し
ま
す
。
間
島
中
央
学
校
を
卒
業
し
、
再

び
咸
興
市
、
こ
こ
は
興
南
の
近
く
に
あ
る
昔
か
ら
の
都
市
で
李
朝
の

最
初
の
王
が
譲
位
後
に
引
き
こ
も
っ
た
所
で
す
。
そ
こ
に
戻
り
、
一

九
二
六
年
三
月
、
咸
興
高
等
普
通
学
校
に
入
学
し
ま
す
。
こ
こ
で
二

年
生
の
と
き
、
安
は
同
盟
休
学
を
首
謀
し
、
そ
の
後
自
主
退
学
し
ま

す
。
一
九
二
八
年
三
月
、
ソ
ウ
ル
の
儆
新
学
校
に
三
年
次
編
入
し
、

一
九
二
九
年
一
一
月
三
日
、
光
州
学
生
事
件
が
起
こ
る
と
、
儆
新
学

校
で
も
学
生
が
立
ち
上
が
り
デ
モ
が
起
こ
り
ま
し
た
。
安
は
こ
の
デ

九
月
ニ
至
リ
登
校
ス
ル
者
ソ
ノ
過
半
数
ニ
達
ス
。」
と
述
べ
ら
れ
て

ま
す
。
さ
ら
に
、「
由
来
同
校
鮮
人
學
生
ハ
昭
和
五
年
光
州
學
生
事

件
ニ
ヨ
リ
退
學
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
者
多
数
入
學
以
来
常
ニ
動
揺
シ
、

此
等
學
生
ノ
多
ク
ハ
在
京
都
左
翼
鮮
人
學
生
共
他
ト
連
絡
ヲ
ト
リ
、

學
生
ノ
左
翼
化
ニ
努
メ
ツ
ツ
ア
ル
ヲ
以
テ
今
後
尚
注
意
ヲ
要
ス
ル
處

ナ
リ
ト
ス
。」
と
、
官
憲
資
料
の
方
で
は
そ
の
左
翼
の
学
生
が
こ
う

い
う
騒
動
を
起
こ
し
て
い
る
、
こ
れ
に
対
し
て
注
意
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
新
聞
記

事
で
は
こ
の
盟
休
闘
争
が
ど
う
終
結
し
た
か
に
つ
い
て
は
出
て
き
ま

せ
ん
。

　
次
に
、
そ
の
後
の
両
洋
中
学
の
朝
鮮
人
学
生
の
数
に
つ
い
て
で
す
。

　
こ
れ
は
朝
鮮
教
育
会
奨
学
部
調
査
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
日
現
在

の
数
で
す
け
れ
ど
、
両
洋
中
学
は
一
〇
七
名
で
す
。
光
州
学
生
運
動

に
参
加
し
て
退
学
処
分
さ
れ
た
学
生
の
救
済
が
目
的
で
入
れ
た
の
が

一
九
三
〇
年
で
、
そ
れ
か
ら
三
一
年
、
三
二
年
、
三
三
年
と
多
分
朝

鮮
で
学
生
を
募
集
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に

こ
の
調
査
で
朝
鮮
人
学
生
が
一
〇
〇
名
を
こ
え
る
学
校
は
次
の
と
お

り
で
す
。
早
稲
田
大
学
の
専
門
部
が
九
八
名
、
明
治
大
学
専
門
部
が

一
二
五
名
、
中
央
大
学
専
門
部
が
二
〇
一
名
、
明
治
大
学
予
科
一
〇

五
名
、
中
央
大
学
専
門
部
別
科
一
〇
一
名
、
呉
に
あ
る
興
文
中
学
が
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や
釜
山
に
避
難
す
る
一
方
、
李
璇
求
と
共
に
海
軍
政
訓
監
室
文
官
と

し
て
勤
務
し
ま
し
た
。
戦
局
が
落
ち
着
く
と
、
ソ
ラ
ボ
ル
芸
術
大
学
、

梨
花
女
子
大
学
校
で
教
鞭
を
執
り
ま
す
。
解
放
後
も
創
作
活
動
は
旺

盛
で
、
一
九
六
〇
年
五
月
に
は
、
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
韓
国
本
部
中

央
委
員
に
被
選
し
、
そ
の
ほ
か
、
一
九
六
二
年
に
韓
国
文
人
協
会
理

事
を
務
め
ま
し
た
。
一
九
七
〇
年
六
月
に
は
、
台
湾
で
行
わ
れ
た
ア

ジ
ア
作
家
大
会
に
韓
国
代
表
と
し
て
出
席
し
、
一
ヶ
月
間
、
台
湾
と

日
本
を
遊
覧
し
ま
す
。
一
九
七
七
年
四
月
一
八
日
、
死
去
し
ま
し
た
。

　
こ
う
い
う
経
歴
の
持
ち
主
で
、
韓
国
で
比
較
的
有
名
な
人
も
こ
の

両
洋
中
学
の
朝
鮮
人
卒
業
生
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
取
り
上
げ

ま
し
た
。

　
以
上
、
光
州
学
生
運
動
で
退
学
に
な
っ
た
、
無
期
停
学
に
な
っ
た

そ
う
い
う
人
た
ち
が
両
洋
中
学
に
入
学
し
て
、
そ
こ
で
ま
た
朝
鮮
本

国
で
起
き
た
光
州
学
生
運
動
と
同
じ
よ
う
な
運
動
を
両
洋
中
学
で
も

繰
り
広
げ
た
、
そ
う
い
う
形
の
闘
争
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
し
た
。

モ
の
中
心
学
生
と
な
り
、
日
帝
当
局
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
ま
す
。
五

日
間
拘
留
さ
れ
た
後
、
儆
新
学
校
は
退
学
処
分
と
な
り
ま
す
。

　
一
九
三
〇
年
、
一
九
歳
の
と
き
、
日
本
に
渡
り
京
都
の
両
洋
中
学

校
に
入
学
し
ま
す
。
両
洋
中
学
校
を
卒
業
後
は
東
京
の
早
稲
田
大
学

高
等
師
範
部
英
語
科
に
入
り
ま
す
が
、
学
費
の
捻
出
が
困
難
に
な
り

帰
国
し
ま
す
。
帰
国
後
、
間
島
の
小
学
校
で
教
鞭
を
取
り
な
が
ら
文

学
修
業
を
積
み
、
一
九
三
五
年
に
『
朝
鮮
文
壇
』
に
短
篇
「
赤
十
字

病
院
長
」
と
コ
ン
ト
「
赤
い
マ
フ
ラ
ー
」
が
載
せ
ら
れ
、
文
壇
に
デ

ビ
ュ
ー
し
ま
す
。
ま
た
こ
の
年
、
朴
栄
濬
、
李
周
福
、
金
国
鎮
な
ど

と
同
人
誌
『
北
郷
』
を
刊
行
し
ま
す
。
一
九
三
六
年
か
ら
、『
間
島

日
報
』
の
記
者
と
し
て
勤
務
し
、『
間
島
日
報
』
が
『
満
蒙
日
報
』

と
合
併
し
て
『
満
鮮
日
報
』
が
で
き
る
と
、
新
京
に
行
っ
て
勤
務
し

ま
す
。『
満
鮮
日
報
』
で
は
、
廉
想
渉
、
申
瑩
澈
、
宋
志
英
、
李
石

薫
な
ど
と
知
り
合
い
ま
す
。
そ
の
後
、
一
九
四
五
年
六
月
に
体
調
を

崩
し
て
『
満
鮮
日
報
』
を
退
社
す
る
ま
で
の
間
も
作
品
を
多
く
発
表

し
て
い
ま
す
。
一
九
四
五
年
六
月
に
体
調
を
崩
し
て
『
満
鮮
日
報
』

を
退
社
す
る
と
、
故
郷
の
興
南
市
厚
農
里
で
三
年
ほ
ど
療
養
し
、
や

が
て
朝
鮮
半
島
の
分
断
が
確
実
に
な
る
と
、
安
は
家
族
を
連
れ
て
越

南
し
ま
し
た
。
一
九
四
八
年
、『
京
郷
新
聞
』
に
入
社
し
、
文
化
部

次
長
や
調
査
部
長
を
務
め
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
安
は
大
邱
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滋
賀
の
戦
後
部
落
史

― 

『
滋
賀
の
同
和
事
業
史
』
の
成
果
を
踏
ま
え
て 

―

井
　
岡

　
康

　
時
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は
じ
め
に
―
本
報
告
の
ね
ら
い

　
二
〇
二
一
年
一
月
、
公
益
財
団
法
人
滋
賀
県
人
権
セ
ン
タ
ー
か
ら

『
滋
賀
の
同
和
事
業
史
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
本
の
編

集
、
執
筆
を
担
当
し
た
者
で
す
が
、
本
日
は
、
こ
の
『
滋
賀
の
同
和

事
業
史
』
の
成
果
を
踏
ま
え
、
第
二
次
大
戦
後
の
滋
賀
の
部
落
史
に

つ
い
て
、
敗
戦
後
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
歩
み
を
中
心
に
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。
む
ろ
ん
、
単
に
滋
賀
の
戦
後
部
落
史
を
明
ら
か

に
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
を
知
る
こ
と
を

通
じ
て
、
本
日
お
集
ま
り
の
皆
さ
ん
方
が
、
今
後
の
部
落
問
題
解
決

の
道
筋
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
き
っ
か
け
や
ヒ
ン
ト
に
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
私
は
奈
良
県
で
生
ま
れ
育
ち
、
大
学
で
日
本
史
を
勉
強
し
た
後
、

奈
良
県
の
県
立
高
校
に
教
員
と
し
て
一
五
年
間
勤
務
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
が
一
九
九
三
年
に
設
置
し
た
県
立
同
和

問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
に
異
動
し
、
定
年
退
職
す
る
ま
で
二
三
年

間
、
奈
良
県
内
の
部
落
差
別
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
問
題
に
関
わ
る

多
様
な
史
料
の
収
集
、
分
析
、
研
究
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
奈
良
県
で
仕
事
を
す
る
な
か
で
、『
奈
良
県
同
和
行
政
事
業 

史
』（
二
〇
〇
三
年
刊
行
）
と
題
し
た
本
の
編
集
に
か
か
わ
っ
た
の

で
す
が
、
こ
う
し
た
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
滋
賀
県
人
権
セ
ン

タ
ー
よ
り
同
和
事
業
史
の
編
纂
に
関
し
て
助
力
す
る
よ
う
依
頼
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
定
年
退
職
後
の
二
〇
一
五
年
か
ら
二
一
年
一
月

に
刊
行
す
る
ま
で
、
滋
賀
県
人
権
セ
ン
タ
ー
を
足
場
に
滋
賀
県
で
史

料
の
調
査
・
収
集
作
業
と
、
編
集
・
執
筆
作
業
を
進
め
た
の
で
す
が
、

足
か
け
六
年
か
か
っ
て
よ
う
や
く
刊
行
に
い
た
っ
た
と
い
う
次
第
で

す
。
な
お
、
現
在
の
私
は
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
奈
良
市
に
あ
り
ま

す
奈
良
大
学
で
日
本
近
代
史
を
学
生
た
ち
に
教
え
る
と
い
う
仕
事
に

就
い
て
お
り
ま
す
。

１
　
史
料
の
残
存
状
況

　
滋
賀
県
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
仕
事
を

始
め
た
の
で
す
が
、第
二
次
大
戦
後
の
史
料
が
予
想
以
上
に
良
く
残
っ

て
お
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
い
う
と
、
レ
ジ
ュ
メ
〔
１
〕
に
記
し
て

い
ま
す
よ
う
に
、
滋
賀
県
人
権
セ
ン
タ
ー
に
三
つ
の
史
料
群
が
あ
り

ま
し
た
。
①
谷
口
勝
巳
史
料
、
②
山
田
哲
二
郎
関
係
史
料
、
③
滋
賀

県
人
権
セ
ン
タ
ー
所
蔵
史
料
の
三
つ
で
す
。

　
①
の
谷
口
勝
巳
さ
ん
は
長
年
滋
賀
県
で
中
学
校
の
先
生
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
同
和
教
育
に
熱
心
に
取
り
組
む
な
か
で
一
九
六
八
年
に

滋
賀
県
部
落
史
研
究
会
（
七
六
年
に
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
と
改

称
）
を
結
成
し
、
中
学
校
の
教
員
仲
間
の
平
井
清
隆
さ
ん
と
一
緒
に
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江
八
幡
の
部
落
史
』（
一
九
九
五
年
刊
行
）、『
野
洲
の
部
落
史
』（
二

〇
〇
〇
年
刊
行
）
を
執
筆
・
編
集
す
る
際
に
収
集
さ
れ
た
史
料
が
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
に
加
え
、
滋
賀
県
庁
の
行
政
文
書
や
滋
賀
県
立
図
書
館
の

新
聞
史
料
な
ど
も
合
わ
せ
て
史
料
の
調
査
を
進
め
、
編
集
・
執
筆
作

業
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

２
　
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況

　
続
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
滋
賀
県
の
部
落
史
の
研
究
状
況
を
確
認
し

て
お
き
ま
す
。
第
二
次
大
戦
後
の
主
な
研
究
成
果
を
レ
ジ
ュ
メ
〔
２
〕

に
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
奈
良
本
辰
也
編
『
未
解
放
部
落
の
歴
史
と
社
会
』
は
第
一

番
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
大
津
市
坂
本
の
被

差
別
部
落
（
以
下
、
部
落
）
の
歴
史
や
現
状
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
先
ほ
ど
述
べ
た
滋
賀
県
部
落
史
研
究

会
に
よ
る
『
滋
賀
の
部
落
史
』
第
一
輯
か
ら
一
五
輯
ま
で
の
刊
行
、

さ
ら
に
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
と
名
を
改
め
て
か
ら
は
、「
部
落

史
資
料
」
と
題
し
た
史
料
集
の
刊
行
が
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
き
ま

し
た
。
主
に
近
世
の
史
料
を
翻
刻
し
た
も
の
で
す
が
、
近
江
の
部
落

歴
史
研
究
を
進
め
て
い
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
谷
口
さ
ん
が
収
集
さ
れ

た
膨
大
な
史
料
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
②
の
山
田
哲
二
郎
さ
ん
は
大
津
市
の
坂
本
出
身
で
、
大
津
市
域
を

中
心
に
滋
賀
県
の
部
落
解
放
運
動
を
指
導
さ
れ
た
方
で
す
。
運
動
の

史
料
や
、
行
政
と
の
交
渉
に
か
か
わ
る
文
書
な
ど
、
こ
ち
ら
も
大
量

の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
お
二
人
の
史
料
を
保
存
す
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
部
屋
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
ち

ら
も
小
ぶ
り
な
会
議
室
が
ほ
ぼ
い
っ
ぱ
い
に
な
る
量
で
す
。
滋
賀
県

の
部
落
解
放
運
動
の
内
部
に
か
か
わ
る
史
料
が
多
く
、『
滋
賀
の
同

和
事
業
史
』
で
は
、
そ
の
す
べ
て
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
地
域
の
解
放
運
動
を
語
る
上
で
外
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重

な
史
料
群
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
③
の
滋
賀
県
人
権
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
七
五
年
一
〇
月
に
滋
賀
県

解
放
県
民
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
（
二
〇
〇
三
年
に
人
権
セ

ン
タ
ー
と
改
称
）
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
来
、
セ
ン
タ
ー
が
編
集
・

刊
行
し
た
文
献
や
収
集
史
料
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
、
京
都
市
に
あ
る
部
落
問
題
研
究
所
に
は
、
大
津
市

坂
本
な
ど
を
中
心
と
し
た
地
域
史
料
が
数
多
く
保
管
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
こ
の
京
都
府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
の
三
階
に
あ
る
京
都
部
落

問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
に
は
、か
つ
て
京
都
部
落
史
研
究
所
が『
近

滋賀の戦後部落史
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え
る
か
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
違
う
数
字
が
出
て
く
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
お
お
む
ね
七
〇
の
部
落
が
あ
る
と
み
て
い
い
と
思
い
ま

す
。

　
で
は
、
そ
の
七
〇
ほ
ど
の
部
落
が
ど
の
よ
う
に
所
在
し
て
い
た
で

し
ょ
う
か
。
こ
こ
が
非
常
に
重
要
な
点
か
と
思
い
ま
す
が
、
主
な
旧

街
道
に
沿
っ
て
部
落
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
近
江
国
は
東
海
道
、
中

山
道
、
北
国
街
道
な
ど
の
古
く
か
ら
の
主
要
街
道
が
通
る
、
交
通
の

要
衝
の
地
で
し
た
。
こ
う
し
た
主
要
街
道
に
沿
っ
て
部
落
が
点
在
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
平
井
清
隆
さ
ん
の

指
摘
が
あ
り
、
レ
ジ
ュ
メ
〔
３
〕
の
２
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
近

江
の
全
部
落
の
三
分
の
二
は
、
往
時
の
主
幹
線
路
と
不
即
不
離
の
関

係
で
位
置
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
も
『
滋
賀
の
同

和
事
業
史
』
の
編
集
・
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
滋
賀
県
人
権
セ
ン
タ
ー

の
方
に
案
内
を
い
た
だ
い
て
、
滋
賀
県
内
す
べ
て
の
部
落
を
回
っ
て
、

そ
の
状
況
を
確
か
め
ま
し
た
が
、
確
か
に
平
井
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
大
部
分
の
部
落
が
旧
街
道
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い

場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
古
く
か
ら
の
街
道
沿
い
に
部
落
が
所
在
す
る

例
は
他
府
県
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
滋
賀
県
は
そ
の
割
合

が
高
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
滋
賀
県
の
部
落
の
特
徴
の
一
つ

と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

史
に
か
か
わ
る
貴
重
な
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
頭
の
下
が
る
よ

う
な
活
動
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
先
ほ
ど
述
べ
た
『
近
江
八
幡
の
部
落
史
』
と
『
野
洲
の
部

落
史
』
も
て
い
ね
い
な
史
料
調
査
に
も
と
づ
く
研
究
成
果
で
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
他
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
レ
ジ
ュ
メ
〔
２
〕
の
６
に

記
し
た
よ
う
に
、
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
各
部
落
ご

と
の
地
域
史
が
あ
り
ま
す
。
一
〇
点
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
多
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
住
民
の
方
々
が
自
分
た
ち
で
調
べ
て

集
め
た
史
料
、
あ
る
い
は
地
域
に
残
る
伝
承
な
ど
を
も
と
に
編
集
さ

れ
た
も
の
で
す
。
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
の
指
導
が
入
っ
て
い
る

こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、
住
民
自
身
の
手
で
地
域
の
歴
史
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
滋
賀
県
の
重
要

な
特
性
と
し
て
銘
記
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

３
　
滋
賀
県
の
部
落
の
概
要
・
歴
史
的
特
徴

　
次
に
レ
ジ
ュ
メ
〔
３
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
滋
賀
県
の
部
落
の
概

要
や
、
そ
の
歴
史
的
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

　
ま
ず
滋
賀
県
の
部
落
数
を
確
か
め
て
み
ま
す
。
県
内
に
は
戸
数
・

人
口
の
少
な
い
部
落
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
集
落
を
ど
の
よ
う
に
数
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部
落
は
、
大
阪
や
京
都
の
よ
う
な
都
市
の
な
か
に
あ
る
部
落
と
は
違

い
、
比
較
的
貧
富
の
差
が
小
さ
く
経
済
的
に
安
定
し
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
文
化
レ
ベ
ル
も
高
く
、
平
井
清
隆
さ
ん
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
か
ら
近
江
の
部
落
か
ら
多
く
の

医
師
が
出
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
医
師
の
多
く
は
漢
方
医
、
つ
ま

り
漢
学
を
修
め
た
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
人

び
と
を
輩
出
す
る
と
い
う
特
徴
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
む
ろ
ん
、
近
江
の
す
べ
て
の
部
落
が
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て

い
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
大
津
市
と
か
近
江
八

幡
市
の
部
落
で
は
皮
革
や
履
物
、
近
代
以
降
は
食
肉
関
係
の
仕
事
が

盛
ん
に
な
り
経
済
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
人
口
が
増
加
し
て
い
き
ま

し
た
。
こ
の
結
果
、
都
市
的
な
要
素
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
貧

富
の
格
差
が
大
き
く
な
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
く
に
第
二
次
大
戦
後
は
生
活
困
窮
層
が
増
大
す
る
部
落
が
増
え
て

い
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
滋
賀
県
の
部
落
が
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
、

す
べ
て
経
済
的
に
安
定
し
て
い
る
と
は
申
せ
ま
せ
ん
が
、
お
お
む
ね

経
済
的
に
は
割
合
安
定
し
て
い
て
、
周
辺
地
域
と
も
比
較
的
オ
ー
プ

ン
な
形
の
関
係
が
生
じ
て
い
た
と
い
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　
そ
れ
な
ら
近
江
国
・
滋
賀
県
で
は
、
他
の
地
域
に
比
べ
て
差
別
意

　
で
は
、
な
ぜ
歴
史
的
な
街
道
近
く
に
部
落
が
所
在
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
容
易
に
答
え
は
出
ま
せ
ん
。

支
配
者
が
街
道
の
警
備
の
た
め
に
配
置
し
た
と
い
う
説
明
は
昔
か
ら

あ
り
ま
す
が
、
明
確
な
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
主
要
な

街
道
沿
い
に
あ
る
社
寺
と
結
び
つ
い
た
清
目
役
と
い
っ
た
角
度
か
ら

考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
私
に
は

明
確
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
と
も
か
く
、
確
た
る
理
由
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
歴
史
的
な
主

要
街
道
沿
い
に
部
落
が
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
現
代
の
交

通
事
情
を
み
る
と
、
こ
う
し
た
主
要
街
道
が
そ
の
ま
ま
交
通
の
要
路

に
な
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
古
く
か
ら
の
街
道
に
並
行
し
て
繁

華
な
道
路
が
通
っ
て
い
る
場
合
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

滋
賀
県
の
部
落
は
比
較
的
交
通
便
利
な
地
に
あ
る
場
合
が
多
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
場
所
は
人
や
モ
ノ
の
交
流
が
盛
ん

で
あ
り
、
経
済
活
動
が
活
発
な
地
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
事
情
か
ら
、
滋
賀
県
の
部
落
は
周
辺
地
域
と

の
交
流
が
か
な
り
盛
ん
で
あ
っ
て
、
開
か
れ
た
印
象
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
レ
ジ
ュ
メ
〔
３
〕
の
３
に
書
い
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
経

済
的
に
は
安
定
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
農
村
部
の
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と
で
実
現
す
る
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
都
市
部
に
あ
る
よ
う
な

大
き
な
施
設
で
は
「
融
和
機
関
た
る
効
力
を
減
失
」
し
て
し
ま
う
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
建
設
費
が
安
価
で
町
村
で
も
建
設
で
き
る
よ
う

な
小
規
模
な
隣
保
館
を
、「
少
数
民
と
多
数
民
の
居
住
地
域
の
中
間
、

若
し
く
は
隣
接
地
域
」
に
設
け
て
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
相
互
の
理

解
が
進
ん
で
ゆ
く
と
主
張
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
小
規
模
な
隣
保
館

に
小
善
隣
館
と
い
う
名
を
つ
け
て
、
そ
の
建
設
を
進
め
よ
う
と
い
う

考
え
方
＝
小
善
隣
館
主
義
を
提
案
し
た
の
で
す
。

　
滋
賀
県
で
は
、
こ
の
海
野
の
考
え
を
採
用
し
た
の
で
、
レ
ジ
ュ
メ

に
あ
る
よ
う
に
、『
融
和
事
業
年
鑑
』
に
よ
る
と
、
一
九
三
九
年
段

階
で
滋
賀
県
に
は
一
八
カ
所
の
隣
保
館
（
善
隣
館
）
が
設
置
さ
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
同
年
の
全
国
の
部
落
の
隣
保
館
数
は
二
七
カ
所
し

か
上
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
全
国
の
隣
保
館
の

大
部
分
が
滋
賀
県
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
代
で
は
、

隣
保
館
を
地
域
の
交
流
セ
ン
タ
ー
、
人
権
セ
ン
タ
ー
な
ど
と
名
を
改

め
、
部
落
内
外
の
人
が
集
ま
り
交
流
し
て
理
解
を
深
め
る
と
い
う
事

業
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
滋
賀
県
で
は
、
海
野
幸

徳
の
提
案
を
入
れ
て
未
来
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
施
策
が
展
開
さ
れ

た
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
滋
賀
県
の
歴
史
的
な
特
徴
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
に
も
う
一
つ
述

識
が
薄
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

や
は
り
強
烈
な
差
別
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
先
鋭
な
形
で
問
題
が
発
生
す
る
と
い
う
土
地
柄
で
は
な
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
レ
ジ
ュ
メ
〔
３
〕
の
４
に
記
し
た
よ

う
に
、
一
九
二
四
年
に
滋
賀
県
水
平
社
が
結
成
さ
れ
て
い
く
つ
か
の

支
部
も
で
き
ま
す
が
、
そ
の
運
動
が
県
内
全
域
に
広
が
る
こ
と
は
な

く
停
滞
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
一
方
、
行
政
と
連
携
し
た
融
和
運
動
は
活
発
で
、
各
地
で
生
活
改

善
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
融
和
政
策
と
い
う
観
点
か

ら
滋
賀
県
を
み
て
い
く
と
、
レ
ジ
ュ
メ
〔
３
〕
の
４
の
③
に
記
し
た
、

昭
和
戦
前
期
に
滋
賀
県
の
嘱
託
と
し
て
活
躍
し
た
海
野
幸
徳
と
い
う

人
物
は
重
要
で
す
。
海
野
は
「
小
善
隣
館
主
義
」
と
い
う
考
え
方
を

提
唱
し
て
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
は
海
野
の
『
小
善
隣
館
主
義
』
と

い
う
本
の
主
張
を
要
約
し
た
も
の
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
海
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
両
者
別
々
に
集
団
を
作

り
隔
離
し
て
生
活
し
て
居
る
か
ら
、
自
ず
と
誤
解
と
偏
見
が
湧
い
て

出
る
の
で
あ
る
。
隔
離
を
除
く
こ
と
が
、
や
が
て
融
和
に
い
た
る
」

の
で
あ
る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
「
隔
離
を
除
く
」
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
そ
れ
は
す
で
に
東
京
、
大
阪
な
ど
の
大
都
市
に
設
け
ら
れ
て
い

た
隣
保
館
を
県
内
に
も
設
置
し
、
地
域
の
住
民
が
交
流
を
深
め
る
こ
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合
わ
せ
て
新
た
な
運
動
を
起
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
〔
４
〕
の
１
の
①
に
掲
載
し
た
史
料
Ａ
は
、
戦
後
の
滋

賀
県
の
部
落
解
放
運
動
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
朝
野
温
知
さ
ん

の
回
想
記
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
す
。
朝
野
さ
ん
が
朝
鮮
半
島
に
出

自
を
も
つ
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
か
と
思
い

ま
す
。
水
平
社
の
時
代
か
ら
部
落
解
放
運
動
に
取
り
組
み
、
戦
後
は

滋
賀
県
の
部
落
解
放
運
動
の
指
導
者
の
一
人
と
な
る
と
と
も
に
、
同

和
保
育
を
推
進
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
史
料
Ａ
は
朝
野
さ
ん
の
後
年
の
回
想
で
す
が
、
戦
後
間
も
な
く
の

滋
賀
県
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
朝
野
さ

ん
は
、
一
九
四
六
年
八
月
に
滋
賀
県
に
お
い
て
も
部
落
解
放
全
国
委

員
会
の
組
織
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
記
し
た
後
に
、 

「
そ
の
準
備
の
段
階
で
、
名
称
を
部
落
解
放
委
員
会
と
つ
け
る
こ
と

は
、
滋
賀
県
で
は
刺
激
が
強
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
、「
滋
賀
県
民
主

同
盟
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
敗
戦
後
す
ぐ

に
部
落
解
放
同
盟
の
前
身
で
あ
る
、
部
落
解
放
全
国
委
員
会
が
結
成

さ
れ
ま
し
た
。
各
府
県
に
お
い
て
も
、
そ
の
地
方
組
織
が
続
々
と
生

ま
れ
て
い
き
ま
す
。
滋
賀
県
で
も
結
成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
本
来
な
ら
部
落
解
放
滋
賀
県
委
員
会
と
い
っ
た
名
称
に

な
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
「
刺
激
が
強
す
ぎ
る
」
と

べ
て
お
き
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
〔
３
〕
の
５
に
記
し
て
お
り
ま
す
「
多

様
な
被
差
別
民
の
存
在
」
と
い
う
問
題
で
す
。
私
は
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
詳
し
く
な
い
の
で
紹
介
に
と
ど
め
て
お
き
ま
す
。い
わ
ゆ
る「
穢

多
」
と
呼
ば
れ
る
人
以
外
に
も
き
わ
め
て
多
様
な
被
差
別
民
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
で
も
確
認
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
に
は
、
京
都
に
あ
る
世
界
人
権
問
題
研

究
セ
ン
タ
ー
編
『
散
所
、
声
聞
師
、
舞
々
の
研
究
』
に
収
め
ら
れ
た

論
文
を
示
し
ま
し
た
。
近
江
国
で
確
認
さ
れ
た
多
様
な
被
差
別
民
衆

に
つ
い
て
の
研
究
論
文
で
す
が
、こ
れ
で
も
お
そ
ら
く
一
部
分
で
あ
っ

て
、
各
地
に
芸
能
や
呪
術
な
ど
に
た
ず
さ
わ
っ
た
被
差
別
民
の
村
が

数
多
く
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
地
域
の
差
別
は
、
か
つ
て
の
「
穢
多
」

村
の
系
譜
を
引
く
と
み
な
さ
れ
て
い
る
被
差
別
部
落
に
対
す
る
問
題

だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
多
様
な
被
差
別
民
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
し

に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
理
解
が
で
き
な
い
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

４
　
滋
賀
県
戦
後
部
落
史
の
課
題

　
こ
こ
か
ら
第
二
次
大
戦
後
の
滋
賀
の
部
落
史
に
つ
い
て
述
べ
て
い

き
ま
す
。
他
府
県
で
も
そ
う
で
し
た
が
、
戦
後
の
滋
賀
県
に
お
い
て

も
、
融
和
運
動
や
水
平
社
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
人
び
と
が
力
を

滋賀の戦後部落史
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さ
て
、
こ
の
滋
賀
県
民
主
同
盟
は
ど
の
よ
う
な
運
動
を
展
開
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。
朝
野
さ
ん
は
「
い
つ
の
間
に
か
有
名
無
実
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
の
で
す
が
、
具
体
的
な
状
況
を
確
か
め
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
レ
ジ
ュ
メ
〔
４
〕
の
１
の
②
を
み
て
く
だ
さ
い
。『
近
江
八
幡
の

部
落
史
』
か
ら
引
用
し
て
お
り
ま
す
。
戦
後
の
滋
賀
県
の
状
況
を
よ

く
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
一
九

四
八
年
、
敷
島
紡
績
の
近
江
八
幡
の
工
場
の
労
務
課
長
が
差
別
発
言

を
し
ま
し
た
。
当
時
、
敷
島
紡
績
を
は
じ
め
多
く
の
紡
績
会
社
が
中

学
校
卒
業
者
を
工
員
と
し
て
雇
用
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
労
務

課
長
が
部
落
出
身
の
生
徒
を
拒
否
す
る
発
言
を
し
た
の
で
す
。
当
時
、

部
落
解
放
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
松
本
治
一
郎
の
公
職
追
放
の
反

対
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、滋
賀
県
で
そ
の
中
心
と
な
っ

て
い
た
、
蒲
生
郡
武
佐
村
（
現
近
江
八
幡
市
）
の
な
か
の
南
野
部
落

の
青
年
た
ち
が
敷
島
紡
績
に
対
す
る
糾
弾
闘
争
に
起
ち
あ
が
り
ま
し

た
。

　
部
落
解
放
全
国
委
員
会
も
活
動
を
開
始
し
た
ば
か
り
で
、
全
国
的

に
み
て
も
大
規
模
な
糾
弾
闘
争
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
段
階
な
の
で

す
が
、
南
野
の
青
年
た
ち
は
組
織
的
な
活
動
を
進
め
て
い
っ
た
の
で

す
。
お
そ
ら
く
組
織
的
で
大
規
模
な
糾
弾
闘
争
と
い
う
こ
と
を
考
え

い
う
反
対
意
見
が
出
た
よ
う
で
す
。

　
「
自
慢
に
も
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

朝
野
さ
ん
と
し
て
は
不
本
意
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
最
終
的
に 

「
皆
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
て
」、
滋
賀
県
民
主
同
盟
と
い
う
名
称

で
戦
後
の
運
動
が
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
先
ほ
ど
も
述

べ
た
よ
う
に
、
交
流
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
融
和
し
て
い
こ
う
と
い

う
よ
う
な
姿
勢
が
「
部
落
解
放
」
と
い
う
語
に
忌
避
感
を
抱
か
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
穏
健
な
意

見
に
配
慮
し
た
滋
賀
県
民
主
同
盟
の
活
動
も
「
日
増
し
に
膠
着
し
、

い
つ
の
間
に
か
有
名
無
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
朝
野
さ
ん
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
次
の
史
料
Ｂ
は
、
滋
賀
県
民
主
同
盟
の
結
成
を
伝
え
る
新
聞
記
事

で
す
。「
滋
賀
民
主
同
盟
で
は
部
落
解
放
記
念
日
に
当
た
る
八
月
二

十
八
日
」、
こ
の
日
は
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
に
解
放
令
が
公
布

さ
れ
た
日
で
す
が
、
こ
う
し
た
日
を
意
識
し
て
結
成
集
会
が
開
催
さ

れ
た
よ
う
で
す
。「
ま
ず
中
村
治
三
郎
氏
か
ら
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
人
は
戦
後
の
初
期
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
そ
の
後
に
「
経
過
を
報
告

し
て
、
つ
い
で
宣
言
決
議
を
行
ひ
知
事
代
理
青
木
事
務
官
、
彦
根
市

長
代
理
大
寄
助
役
」
と
い
っ
た
よ
う
に
行
政
か
ら
も
来
賓
の
挨
拶
を

受
け
て
戦
後
の
運
動
が
始
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
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聞
』
滋
賀
版
）
と
報
道
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
の
で
す
。
次

は
大
津
市
の
事
例
で
す
。
五
六
年
六
月
に
大
津
市
坂
本
の
部
落
で
隣

保
館
が
建
設
さ
れ
る
事
に
な
る
の
で
す
が
、
一
部
住
民
が
強
硬
に
反

対
し
て
紛
糾
を
起
こ
す
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
滋
賀
県
の
部
落
が
容
易
に
一
つ
に
ま
と
ま
ら
な

い
と
い
う
状
況
が
し
ば
ら
く
続
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
部

落
解
放
運
動
の
指
導
者
た
ち
は
苦
闘
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
〔
４
〕
の
１
の
③
に
掲
載
し
た
史
料
Ｃ
は
、
そ
う
し
た

解
放
運
動
の
苦
し
み
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
前
述
の
滋
賀
県
民
主
同
盟
は
一
九
四
九
年
八
月
に
部
落
解
放
全

国
委
員
会
滋
賀
県
連
合
会
と
改
称
し
、
さ
ら
に
五
五
年
の
部
落
解
放

同
盟
の
結
成
に
と
も
な
っ
て
部
落
解
放
同
盟
滋
賀
県
連
合
会
と
な
り

ま
す
。
史
料
Ｃ
は
、
そ
の
解
放
同
盟
滋
賀
県
連
の
第
一
一
回
大
会
（
一

九
五
七
年
一
月
）
に
お
け
る
、
上
田
一
夫
委
員
長
の
基
調
提
案
か
ら

引
用
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
基
調
提
案
は
「
愛
さ
れ
る
解
放
同
盟
」

と
い
う
言
葉
で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
い
う
内
容
か
、
長
く
な

り
ま
す
の
で
、
下
線
部
に
注
目
し
て
確
か
め
て
い
き
ま
す
。

　
上
田
委
員
長
は
糾
弾
闘
争
な
ど
、
一
九
五
七
年
ま
で
の
滋
賀
県
連

の
取
り
組
み
を
述
べ
た
後
で
、「
部
落
内
部
に
も
こ
の
行
き
方
に
色
々

な
批
判
が
生
ま
れ
、
部
落
共
通
の
問
題
と
し
て
解
決
に
努
力
せ
ね
ば

る
と
、
戦
後
最
初
の
事
例
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
敷
島
紡
績
糾
弾
闘

争
は
戦
後
の
部
落
解
放
運
動
の
歴
史
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、『
近
江
八
幡
の
部
落
史
』
は
、「
と
は
い
え
、
な
に
も
か

も
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

敷
島
紡
績
糾
弾
闘
争
を
開
始
す
る
以
前
、
松
本
治
一
郎
の
公
職
追
放

反
対
運
動
の
こ
ろ
か
ら
、「
南
野
の
有
力
者
の
な
か
に
滋
賀
民
主
同

盟
の
勢
力
が
入
り
こ
む
の
を
喜
ば
な
い
も
の
が
い
て
」、
青
年
た
ち

の
活
動
を
妨
げ
る
行
動
に
出
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
地

域
の
状
況
が
背
景
に
あ
っ
て
、「
戦
後
初
期
に
全
国
的
に
み
て
も
稀

に
す
す
め
ら
れ
た
南
野
で
の
解
放
運
動
は
崩
壊
す
る
に
い
た
る
の
で

あ
る
」
と
『
近
江
八
幡
の
部
落
史
』
は
綴
っ
て
い
ま
す
。

　
戦
後
初
期
の
滋
賀
県
で
は
、
こ
う
し
た
部
落
内
部
の
矛
盾
の
発
現

が
各
地
で
生
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
は
二
つ
の
事
例
を

あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
一
九
五
一
年
九
月
五
日
、
東
浅
井

郡
虎
姫
町
（
現
長
浜
市
）
の
部
落
で
発
生
し
た
一
二
〇
世
帯
が
焼
失

す
る
と
い
う
大
火
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
滋
賀
県
は
住
宅
補

助
金
交
付
な
ど
の
救
援
対
策
を
進
め
る
の
で
す
が
、
そ
の
救
援
金
の

使
途
を
め
ぐ
り
対
立
が
生
ま
れ
、「
救
助
金
額
を
公
開
せ
よ

　
虎
姫

被
災
民

　
町
長
に
迫
る
」（
一
九
五
一
年
一
二
月
四
日
付
『
中
日
新 
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と
こ
ろ
が
、「
一
部
同
志
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
無
視
し

て
徒
に
功
を
あ
せ
り
、
現
実
の
差
別
社
会
に
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
、
自

己
の
主
観
に
も
と
づ
い
て
猪
突
・
猛
進
主
義
の
理
論
を
振
り
回
し
、

無
知
な
大
衆
を
彼
岸
に
追
い
や
る
よ
う
な
運
動
」
を
進
め
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
誤
り
で
あ
る
」
と
断
じ
ま
す
。
そ
し
て
、「
部
落
の
解
放

は
一
部
の
国
民
に
依
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
衆

の
力
が
結
集
さ
れ
た
時
の
み
完
全
解
放
の
大
理
想
を
達
成
し
得
る
こ

と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
活
動
家
た
ち
に
対
し
て
「
例

え
ば
言
語
、
態
度
、
動
作
、
金
銭
的
、
物
質
的
或
は
精
神
的
な
点
等

に
就
て
誤
り
は
な
か
っ
た
と
自
己
批
判
す
る
こ
と
」
が
大
事
だ
と
自

ら
を
律
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
未
だ
曽
っ
て
解
放
の 

「
か
」
の
字
も
知
ら
な
い
無
自
覚
そ
の
も
の
の
地
区
さ
え
あ
っ
て
、

活
動
差
に
格
段
の
開
き
が
あ
る
」
と
述
べ
、
部
落
に
よ
っ
て
多
様
な

特
徴
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
よ
う
諭
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
上
田
委
員
長
は
ひ
た
す
ら
解
放
同
盟
の
若
い
活
動
家
た
ち
に
向
け

て
言
葉
を
発
し
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
し
て
そ
の
次
が
有
名
な
部
分
で
す
が
、「
我
々
は
飽
く
ま
で
も

謙
虚
な
気
持
ち
で
〝
酬
い
ら
れ
る
を
期
待
せ
ぬ
愛
情
と
献
身
〟
の
心

構
え
で
運
動
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
い
つ
い

か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
愛
さ
れ
る
解
放
同
盟
で
あ
り
、
直
接
部
落

な
ら
な
い
筈
で
あ
る
の
に
、
反
っ
て
解
放
運
動
を
抑
圧
」
す
る
よ
う

な
動
き
が
出
て
き
た
と
分
析
を
し
て
い
ま
す
。「
部
落
内
部
」
の
問

題
と
し
て
考
え
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、 

「
外
部
に
向
か
っ
て
は
糾
弾
闘
争
を
な
し
、
内
部
に
お
い
て
は
強
力

な
反
対
論
と
闘
う
内
部
抗
争
を
す
る
よ
う
な
両
面
作
戦
は
、
闘
争
能

力
を
著
し
く
消
耗
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
孤
立
無
援
と
な
り
、
結
局

は
敗
北
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
の
だ
と
主
張
し
、「
解
放
の
情
熱
に
燃

え
て
立
ち
上
が
っ
た
同
志
先
輩
達
が
、
極
め
て
短
い
間
に
次
々
と
没

落
し
て
き
た
事
実
」
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
と
語
り
ま
し
た
。

　
な
ぜ
、
こ
う
し
た
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
こ
の
原
因
に
つ

い
て
、「
こ
れ
は
何
故
か
、
云
う
ま
で
も
な
く
部
落
大
衆
が
協
力
し

な
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う
、
解
放
同
盟
の
委
員
長
と
し
て
驚
く
べ
き

発
言
が
飛
び
だ
し
ま
す
。部
落
内
部
の
支
持
が
獲
得
で
き
て
い
な
か
っ

た
か
ら
、
滋
賀
県
の
運
動
は
苦
闘
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。
上
田
委
員
長
は
、「
当
面
、
県
連

と
し
て
は
次
の
五
つ
の
条
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し

て
、「
第
一
に
運
動
指
揮
所
の
確
立
（
中
略
）、
第
二
は
兵
站
基
地
と

な
る
べ
き
拠
点
の
確
保
。
第
三
は
活
動
家
要
員
の
養
成
訓
練
と
そ
の

適
切
な
配
置
。
第
四
は
健
全
な
る
財
政
の
確
立
。
第
五
は
友
軍
と
の

堅
密
な
連
携
」
と
い
う
五
点
を
示
し
ま
す
。
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を
受
け
て
、
当
時
の
知
事
は
、「
今
日
士
族
も
な
い
、
華
族
も
な
い
、

一
般
人
民
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
何
ら
の
区
別
が
な
い
。

そ
こ
に
区
別
づ
け
る
よ
う
な
溝
を
つ
く
る
こ
と
自
体
が
間
違
っ
て
」

い
る
と
答
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
教
育
部
長
は
「
特
殊
な
問
題
と
し

て
取
り
扱
う
よ
り
は
、
日
本
全
体
の
民
主
化
、
国
民
全
体
の
理
性
、

教
養
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
氷
が
解
け
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
問
題
」
で
あ
る
と
答
弁
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
部
落
解
放
運
動

の
状
況
と
、合
わ
せ
鏡
の
よ
う
な
形
で
行
政
の
消
極
的
な
姿
勢
も
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
滋
賀
県
政
は
こ
う
し
た
姿
勢
を
大
き
く
転
換

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
〔
４
〕
の
２
の
②
を
み
て

く
だ
さ
い
。
一
九
五
二
年
一
二
月
に
滋
賀
県
部
落
対
策
協
議
会
と
い

う
組
織
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
史
料
Ｅ
は
こ
の
滋
賀
県
部
落
対
策
協

議
会
の
機
関
紙
『
滋
賀
同
和
』
の
創
刊
号
に
出
さ
れ
た
文
章
で
す
。

読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
昨
年
（
一
九
五
二
年
）
総
選
挙
の
際
、
林
県
議
に
よ
っ
て
惹
起

さ
れ
た
差
別
事
象
は
、
和
歌
山
県
の
西
川
県
議
事
件
の
直
後
だ
け
に
、

部
落
と
か
同
和
と
か
特
別
の
名
称
を
設
け
て
施
策
を
行
う
こ
と
が「
差

別
行
政
」
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
「
さ
わ
ら
ぬ
神
に
た
ゝ
り
な
し
」

式
の
県
政
の
考
え
方
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま

に
役
立
つ
解
放
同
盟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
」

と
訴
え
た
の
で
す
。

　
一
方
、
こ
う
い
う
状
況
に
対
し
て
滋
賀
県
行
政
は
ど
う
い
う
姿
勢

で
の
ぞ
も
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
レ
ジ
ュ
メ
〔
４
〕
の
２

に
移
り
ま
す
。
①
の
史
料
Ｄ
は
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
八
年
の
も
の

で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
部
落
解
放
運
動
は
容
易
に
ま
と
ま

ら
な
い
、
解
放
と
い
う
言
葉
に
部
落
の
内
部
で
反
感
が
あ
る
、
民
主

同
盟
と
い
う
穏
や
か
な
名
称
に
し
て
も
結
集
す
る
人
が
多
く
な
い
と

い
う
状
況
の
な
か
で
、
県
行
政
は
部
落
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
方
針
を
も
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
県
議
会
に
お
け
る
答
弁

を
二
つ
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
一
つ
は
四
八
年
三
月
一
八
日
の
民
生

部
長
答
弁
で
す
。
同
和
対
策
予
算
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
、
民

生
部
長
は
「
別
段
計
上
い
た
し
て
い
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
予
算
は
特
別
に
計
上
し
て
い
な
い
が
、「
授
産
所
で
ご
ざ

い
ま
す
と
か
庶
民
住
宅
で
ご
ざ
い
ま
す
と
か
、（
中
略
）
そ
の
他
の

費
用
に
は
相
当
額
を
盛
っ
て
遺
漏
の
な
い
処
置
を
講
じ
て
い
る
」、

つ
ま
り
一
般
対
策
の
な
か
で
解
決
す
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
ま

す
。

　
二
つ
目
は
同
じ
く
一
九
四
八
年
七
月
二
七
日
の
知
事
と
教
育
部
長

の
答
弁
で
す
。
同
和
教
育
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
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部
落
対
策
協
議
会
の
結
成
は
、
運
動
が
広
が
っ
て
い
く
、
一
つ
の
転

換
点
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
滋
賀
県
で
は
部
落
問
題
解
決
の
た
め
に
ま
と

ま
っ
た
予
算
を
つ
け
る
こ
と
に
慎
重
で
し
た
。
戦
後
直
後
か
ら
、
近

畿
各
府
県
は
同
和
対
策
予
算
を
つ
け
て
い
き
ま
す
が
、滋
賀
県
は
も
っ

と
も
遅
く
、
か
つ
少
額
で
し
た
。
大
阪
府
や
京
都
府
は
財
政
が
豊
か

で
あ
る
し
解
放
運
動
も
そ
れ
な
り
に
力
が
あ
っ
た
の
で
、
早
く
か
ら

滋
賀
県
よ
り
も
大
き
な
予
算
を
組
ん
だ
こ
と
は
当
然
と
い
え
ま
す
が
、

滋
賀
県
と
財
政
規
模
が
ほ
ぼ
同
じ
奈
良
県
で
も
早
く
か
ら
予
算
を
つ

け
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
考
え
る
と
滋
賀
県
の
同
和
対

策
行
政
は
、
こ
の
時
点
で
遅
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、県
議
会
議
員
に
よ
る
差
別
事
件
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
部
落
対
策
協
議
会
を
作
っ
た
の
で
す
が
、
現
実
的
な
対
策
は
た
だ

ち
に
は
進
ま
か
っ
た
の
で
す
。
史
料
Ｅ
の
後
半
の
下
線
部
に
注
目
し

て
く
だ
さ
い
。「
部
落
対
策
協
議
会
の
組
織
は
県
民
運
動
と
し
て
社

会
教
育
課
の
主
催
す
る
道
義
高
揚
県
民
運
動
と
不
即
不
離
の
緊
密
な

関
係
を
保
ち
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
滋
賀
県
教
育
委
員
会
の

社
会
教
育
課
が
中
心
に
な
っ
て
、「
道
義
高
揚
県
民
運
動
」、
要
す
る

に
県
民
の
モ
ラ
ル
を
高
め
よ
う
と
い
う
運
動
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の

で
す
が
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
と
連
携
し
て
部
落
問
題
の
解
決
に
当

す
。
一
九
五
二
年
に
滋
賀
県
で
衆
議
院
議
員
選
挙
の
際
に
、
保
守
系

の
県
議
会
議
員
が
差
別
発
言
を
行
い
、
こ
の
こ
と
が
滋
賀
県
行
政
に

「
大
き
な
衝
撃
」
と
な
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
年
、

和
歌
山
県
で
西
川
と
い
う
県
議
会
議
員
の
差
別
発
言
に
対
し
て
、
解

放
同
盟
和
歌
山
県
連
合
会
が
全
力
を
挙
げ
て
糾
弾
闘
争
に
取
り
組
み
、

和
歌
山
県
全
域
で
子
ど
も
た
ち
が
同
盟
休
校
に
突
入
す
る
と
い
う
、

県
全
体
を
あ
げ
て
の
大
糾
弾
闘
争
が
起
き
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は

西
川
県
議
差
別
事
件
と
呼
ば
れ
、
戦
後
の
部
落
解
放
運
動
史
に
名
を

残
す
取
り
組
み
と
な
り
ま
し
た
。
滋
賀
県
の
県
会
議
員
に
よ
る
差
別

事
件
が
発
生
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
半
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
し
た
。

滋
賀
県
行
政
と
し
て
は
、
和
歌
山
県
の
轍
を
踏
む
わ
け
に
は
ま
い
り

ま
せ
ん
。
方
針
を
一
八
〇
度
転
換
し
て
、
急
ぎ
滋
賀
県
部
落
対
策
協

議
会
と
い
う
組
織
を
結
成
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
の
部
落
対
策
協
議
会
の
結
成
に
あ
た
っ
て
は
、「
服
部
県
知
事
、

安
藤
副
知
事
、
笹
川
民
生
部
長
、
木
村
厚
生
課
長
、
峰
尾
教
育
長
（
西

村
次
長
代
理
）、
堀
江
県
会
議
長
ら
県
政
担
当
者
な
ら
び
に
解
放
委

員
会
、
各
民
主
団
体
代
表
丗
五
名
が
参
集
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

よ
う
や
く
こ
こ
で
解
放
運
動
も
部
落
問
題
解
決
の
た
め
の
当
事
者
と

公
的
に
認
定
さ
れ
て
、
行
政
と
肩
を
並
べ
て
公
の
場
に
登
場
し
て
く

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
状
況
は
き
び
し
か
っ
た
と
は
い
え
、
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の
同
意
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
各
政
党
の
考
え
や
世
論
の
動
向
な

ど
当
時
の
状
況
で
は
同
意
の
獲
得
が
容
易
で
は
な
い
と
判
断
し
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
県
社
協
に
期
待
し
よ
う
と
考
え
た
よ
う
で
す
。

　
部
落
問
題
の
解
決
の
た
め
に
県
社
協
が
前
に
出
る
と
い
う
方
式
を

取
る
の
は
滋
賀
県
と
高
知
県
だ
け
で
、
他
の
府
県
で
は
み
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
二
県
に
限
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
行
政
の
姿
勢
、
県
内
諸
勢
力
の

動
向
、
県
民
世
論
、
解
放
運
動
の
力
量
な
ど
で
こ
の
両
県
に
は
共
通

し
た
特
徴
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
レ
ジ
ュ
メ
の
〔
４
〕
の
２
の
③
に
掲
載
し
た
史
料
に
よ
っ
て
県
社

協
の
活
動
を
確
か
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
史
料
Ｈ
は
一
九
五
七
年
九

月
に
実
施
さ
れ
た
実
態
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
の
一
部
で

す
。
き
わ
め
て
て
い
ね
い
な
調
査
が
な
さ
れ
て
お
り
、
高
度
経
済
成

長
開
始
期
の
一
九
五
〇
年
代
中
ご
ろ
の
部
落
の
よ
う
す
を
知
る
上
で

貴
重
な
史
料
で
す
。「
こ
の
調
査
は
同
和
地
区
の
実
態
を
知
っ
て
、

こ
れ
に
適
応
し
た
解
決
施
策
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
を

め
ざ
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
に
よ
る
施
策
の
実
現

に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
史
料
Ｉ
『
滋
賀
県
に
お
け
る
同
和
地
区
の
概
況
』
も
同
様
に
実
態

調
査
の
報
告
書
で
す
。
史
料
Ｉ
の
次
に
「
県
社
協
の
刊
行
物
」
と
し

た
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
モ
ラ
ル
向
上
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
は

さ
ほ
ど
お
金
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
行
政
に
と
っ
て
は
安
上
が
り
な
の

で
す
が
、
現
実
に
あ
る
差
別
、
さ
ら
に
は
第
二
次
大
戦
後
の
部
落
が

直
面
し
て
い
た
生
活
苦
と
い
う
具
体
的
な
問
題
の
解
決
に
は
効
果
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
が
て
、
解
放
同
盟
滋
賀
県
連
か
ら
も
き
び

し
く
批
判
さ
れ
、部
落
対
策
協
議
会
は
行
き
詰
ま
り
を
み
せ
て
し
ま
っ

て
活
動
が
停
滞
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
滋
賀
県
行
政
は
ど
う
す
る
の
か
。
こ
こ
で
滋
賀
県
の
特
性

が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
す
が
、
県
社
会
福
祉
協
議
会
（
県
社
協
）

―
こ
の
組
織
が
前
面
に
立
っ
て
部
落
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
社
協
と
は
地
域
福
祉
の
充
実
を
め
ざ
し
て
一
九
五
一

年
公
布
の
社
会
福
祉
事
業
法
（
現
社
会
福
祉
法
）
に
も
と
づ
い
て
設

置
さ
れ
た
民
間
組
織
で
、
全
国
の
都
道
府
県
・
市
町
村
に
設
け
ら
れ

て
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
民
間
組
織
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
法
律

に
定
め
ら
れ
、
行
政
区
分
ご
と
に
置
か
れ
た
団
体
で
あ
る
た
め
、
運

営
資
金
の
多
く
は
各
自
治
体
の
予
算
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
の
で

「
半
官
半
民
」
の
組
織
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
部
落
対
策
協
議
会
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
滋
賀
県
で
は
、
県
社
協

に
予
算
を
つ
け
て
部
落
問
題
解
決
の
た
め
の
施
策
を
進
め
て
い
こ
う

と
し
た
の
で
す
。
同
和
対
策
に
予
算
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
県
議
会
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ま
す
。
こ
う
し
た
転
換
期
を
間
も
な
く
迎
え
よ
う
と
す
る
な
か
で
、

福
祉
推
進
員
が
配
置
さ
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
時
の
福
祉
推
進
員
九
六
名
の
名
簿
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
長

ら
く
滋
賀
県
連
で
活
動
さ
れ
て
き
た
方
と
と
も
に
確
認
し
て
み
る
と
、

そ
の
多
く
が
の
ち
に
滋
賀
県
連
の
支
部
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
い
か

れ
る
よ
う
で
す
。
県
社
協
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
に
意
図
し
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
結
果
的
に
は
滋
賀
県
の
部
落
解
放
運
動
隆

盛
の
基
盤
を
準
備
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
一
九
六
五
年
の
同
対
審
答
申
、
六
九
年
の
同
対
法
に
よ
っ
て
国
の

方
針
が
明
確
に
な
る
と
、
滋
賀
県
行
政
に
お
い
て
も
、
も
は
や
県
社

協
を
通
し
て
間
接
的
に
施
策
を
展
開
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
県
社
協
が
担
っ
て
い
た
同
和
対
策
の
仕
事
は
し
だ
い
に
県

行
政
が
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
同
和
対
策
に
お
け
る
県
社
協
の

役
割
は
終
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
七
〇
年
代
以
降
は
同
対
法
の
も
と
で
施
策
が
展
開
さ
れ
る
の
で
、

あ
ま
り
地
域
的
な
特
性
は
出
に
く
く
な
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
な
か

で
も
地
域
社
会
の
合
意
を
取
り
つ
つ
、
行
政
と
も
連
携
し
て
穏
健
な

方
式
で
課
題
の
解
決
に
向
か
お
う
と
い
う
滋
賀
県
の
姿
勢
は
維
持
さ

れ
続
け
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。『
滋
賀
の
同
和
事
業
史
』
を
刊

行
し
た
滋
賀
県
人
権
セ
ン
タ
ー
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
一
九
七
五

て
主
な
成
果
を
掲
載
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
調
査
活
動
が
活
発
に
行

わ
れ
て
い
て
す
ぐ
れ
た
成
果
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
調
査
活
動
だ
け
で
な
く
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
生
起

す
る
多
様
な
福
祉
に
か
か
わ
る
課
題
の
解
決
を
め
ざ
す
取
り
組
み
も

展
開
し
て
い
き
ま
す
。
史
料
Ｊ
は
一
九
六
四
年
一
月
の
新
聞
記
事
か

ら
の
引
用
で
す
。「
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
一
月
末
か
ら
福
祉
対
策

の
遅
れ
た
同
和
地
区
に
九
十
六
人
の
福
祉
推
進
員
を
常
駐
さ
せ
関
係

機
関
、
団
体
な
ど
と
の
連
絡
を
強
化
し
差
別
意
識
撤
廃
の
啓
発
運
動

や
住
民
相
談
、
福
祉
活
動
な
ど
を
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
県

社
協
が
九
六
人
の
福
祉
推
進
員
と
名
づ
け
た
人
び
と
を
県
内
の
同
和

地
区
に
常
駐
さ
せ
、「
啓
発
運
動
、
住
民
相
談
、
福
祉
活
動
」
な
ど

を
進
め
よ
う
と
い
う
の
で
す
。

　
福
祉
推
進
員
が
置
か
れ
た
一
九
六
四
年
と
い
う
時
期
に
注
目
し
て

く
だ
さ
い
。
こ
の
翌
年
、
六
五
年
に
同
対
審
答
申
が
出
さ
れ
、
同
和

問
題
の
解
決
は
国
民
的
課
題
で
あ
る
と
公
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ

の
認
識
に
も
と
づ
い
て
六
九
年
に
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
（
同

対
法
）が
制
定
さ
れ
、国
に
よ
る
本
格
的
な
同
和
対
策
事
業
が
ス
タ
ー

ト
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
部
落
解
放
運
動
も
大

い
に
活
気
づ
き
、
滋
賀
県
に
お
い
て
も
解
放
同
盟
滋
賀
県
連
の
支
部

が
全
体
に
広
が
り
、
運
動
が
県
内
各
地
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
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す
る
か
。
肯
定
さ
れ
る
方
も
、
批
判
な
さ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
い
ま
す
が
、
滋
賀
県
の
経
験
は
議
論
す
る
価
値
の
あ
る
テ
ー
マ
で

は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
大
い
に
論
議
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

年
一
〇
月
に
滋
賀
県
解
放
県
民
セ
ン
タ
ー
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で

す
が
、
そ
の
当
初
か
ら
「「
同
和
問
題
は
同
和
地
区
の
問
題
」
と
す

る
考
え
方
を
抜
本
的
に
改
革
し
、
地
区
内
外
、
全
県
民
の
セ
ン
タ
ー

と
し
て
部
落
解
放
、
人
間
解
放
を
め
ざ
し
、
人
権
尊
重
と
民
主
社
会

の
建
設
に
大
き
く
貢
献
す
る
」
こ
と
を
め
ざ
す
と
、
設
置
の
目
的
が

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
〇
～
八
〇
年
代
に
建
設
さ
れ
た
解
放
セ
ン

タ
ー
を
地
域
住
民
全
体
の
施
設
に
読
み
か
え
て
活
用
し
よ
う
と
い
う

動
き
は
、
今
や
多
く
の
府
県
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
滋
賀
県
で
は
、

そ
の
創
立
当
初
か
ら
意
図
し
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
そ
の
少
し
後
、
八
二
年
に
策
定
さ
れ
た
滋
賀
県
同
和
対
策

総
合
推
進
計
画
に
は
「
周
辺
地
域
と
の
整
合
性
の
配
慮
、
あ
る
い
は

行
政
の
主
体
性
、
公
平
性
の
確
保
等
」
に
配
慮
す
る
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
国
が
声
高
に
主
張
し
始
め
る
の
は
、
八
四

年
の
地
域
改
善
対
策
協
議
会
の
意
見
具
申
か
ら
で
し
ょ
う
か
ら
、
滋

賀
県
は
国
よ
り
も
早
く
に
方
針
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
冒
頭
に
今
日
の
話
が
「
今
後
の
部
落
問
題
解
決
の
道
筋
に
つ
い
て

考
え
を
深
め
る
き
っ
か
け
や
ヒ
ン
ト
」
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り

が
た
い
と
い
う
旨
を
申
し
ま
し
た
。
滋
賀
県
で
培
わ
れ
て
き
た
部
落

差
別
撤
廃
に
向
け
た
方
式
や
、
こ
れ
を
支
え
た
地
域
文
化
を
、「
今

後
の
部
落
問
題
解
決
の
道
筋
」
と
い
う
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
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資料 21-1029 ／部落問題研究資料センター・差別の歴史を考える連続講座／井岡康時

滋賀の戦後部落史―『滋賀の同和事業史』の成果を踏まえて―

はじめに―本報告のねらい

滋賀県人権センターが 2021年 1月に『滋賀の同和事業史』を刊行。これに向けて 2015年 4月から
滋賀県で史料収集、整理、分析等を開始。こうした作業から得られた知見をもとに、本報告では、1945
年から 1960 年代半ばまでの滋賀県の被差別部落をめぐる状況を概観し、部落問題解決に向けての道
筋をめぐる議論がより豊かなものなることを念じて課題を提起したい。

〔１〕史料の残存状況

１，滋賀県人権センター

①谷口勝巳史料

＊谷口勝巳（1933 ～ 2004 年）中学校教員。著書『近江の被差別部落史』（1988 年）など。平井
清隆（1905 ～ 2000 年。中学校教員など）らと 1968 年に滋賀県部落史研究会（1976 年 2 月に
滋賀県同和問題研究所と改称。2008 年解散）を結成。歴史史料、解放運動、同和教育、行政
との交渉史料などがある。

②山田哲二郎関係史料

＊山田哲二郎（1920 ～ 94 年）。大津市坂本の被差別部落出身。解放運動を指導。大津市を中心
とする解放運動史料、行政との交渉史料などがある。

③滋賀県人権センター所蔵史料

＊ 1975 年 10 月に財団法人滋賀県解放県民センターとして設立（2003 年に人権センターと改称）以

来、センターが編集刊行した文献、および収集史料など。

２，滋賀県庁

○行政文書など

３，滋賀県立図書館

○新聞資料など

４，部落問題研究所

○大津市坂本などを中心とした地域史料など

５，部落問題研究資料センター

○京都部落史研究所による『近江八幡の部落史』（1995 年）、『野洲の部落史』（2000 年）編集の際
に収集した史料など

〔２〕これまでの研究状況

１，1956 年奈良本辰也編『未解放部落の歴史と社会』（日本評論社） 大津市坂本の部落の歴史と現

状の分析

２，1968年 8月滋賀県部落史研究会成立。9月『滋賀の部落』1 輯発行（75 年 9月刊行の 15 輯まで
継続）。

３，1976 年 2 月滋賀県同和問題研究所設立。79 年に「部落史資料」1 輯として『滋賀における部落
寺院の研究』を刊行。以後、「部落史資料」シリーズとして、

・『十里村古文書研究』（79年）
・『「倉園神社八木山氏子入願一件記」に関する古文書研究』（79年）
・『久保村の古文書と歴史の研究 岩越文書調査』（80年）
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・『永代記録帳の研究 八木山村古文書』（84年）
・『近江国蒲生郡岩越家文書 村の成立と景観』上巻（94年 同年中に中・下巻も刊行）

・『近江国蒲生郡中山川田村関連文書 金剛定寺文書・岡本家文書・岡崎家文書・岡崎僖家文書』

（97年）
・『近江国愛知郡川原村枝郷皮田村関連文書』（01年）
・『近江国愛知郡山塚皮田村関連文書 浦部家文書・春田家文書』（05年）など刊行

４，このほか滋賀県同和問題研究所からは、通史として谷口勝巳『近江の部落史』（88 年）、『淡海国
における差別の歴史と部落問題』（00年）

５，京都部落史研究所の調査、編集、執筆による『近江八幡の部落史』（95 年）、同じく『野洲の部
落史』（00年）
６，各部落ごとの地域史の刊行：

・秦荘町立長塚会館『長塚の歴史』（77年）
・愛知川町立川久保保愛館『川久保の歴史』（79年）
・長浜市地域総合センター『千草町のあゆみ』（86年）
・桐原の部落史編集委員会『桐原の部落史』（88年）
・瀬川欣一『ある被差別部落の五百年』（88年）
・「昭和地域教育民衆史」作成委員会『昭和地域教育民衆史』（90年）
・部落解放同盟稲津支部・大津市立稲津会館『解放史 稲津のあゆみ』（92年）
・朝田宇市『龍華の歴史』（93年）
・広野町史編集委員会『広野町史』（96年）
・宝木区史編纂委員会編『宝木の歴史』（03年）。

７，第二次大戦後に関する研究

・吉村智博「1950年代の滋賀部落解放運動をめぐる諸問題－東浅井郡虎姫町の事例から－」（『解
放研究しが』8号、98年）

・吉村智博「資料紹介 戦後同和教育の嚆矢--滋賀県武佐中学校『部落のあけぼの』」（『大阪人権
博物館紀要』1号、97年）

〔３〕滋賀県の被差別部落の概要・歴史的特徴

１，1936年中央融和事業協会『全国部落調査』（1931年の数値）
県内の 67地区をあげる。若干の洩れがあり実際には 70ほどか。

２，被差別部落の所在地

①主要旧街道に沿って点在。

○平井清隆「滋賀県の部落研究 史的考察も交えて」（『滋賀の部落』第 1 輯、1968 年）は、「近江の

全部落の三分の二は、往時の主幹線路と不即不離の関係で位置している」と指摘。東海道沿

いに 12部落、中山道－ 10、北陸道－ 3、伊賀街道－ 7、八風街道－ 4、北国街道－ 6とする。
②このため、鉄道駅に近い、主要幹線沿いなどにあるといった特徴。また、宿場として発展した町

域にあることも多く、地域の中心都市のなかに存在することもある（そうしたこともあってか、

周辺地域との交流もあり開かれた印象がある）。

３，経済的には安定した部落が多かった。文化レベルも高く、江戸時代には多くの医師を輩出。明治

時代以降、皮革や食肉などの産業が成長した一部の部落では貧富の差が拡大し、貧困問題の解決が

課題となっていった。

４，以上のような特徴が背景となって、大正期から昭和戦前期の滋賀県では、

① 1924年（大正 13）に滋賀県水平社が結成されるが、その運動は県内全域に広がらなかった。

滋賀の戦後部落史
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②行政と連携した融和運動は活発で、各地で生活改善の取り組みが進められ成果をあげていった。

③昭和戦前期の滋賀県嘱託、海野幸徳は「小善隣館主義」を提唱し、滋賀県行政に影響を与えた。

＊ 1931 年に滋賀県が刊行した『滋賀県嘱託海野幸徳述 小善隣館主義 滋賀県の融和政策』

海野の主張（要約）：「両者、別々に集団をつくり隔離して生活して居るから、自づと誤解

と偏見が湧いて出るのである。隔離を除くことが、やがて融和にいたる」。ではどうすれ

ば「隔離を除く」ことができるのか。それはすでに東京、大阪などの大都市部に設けられ

ていた隣保館を県内にも設置し、地域の住民が交流を深めることで実現する。しかし、都

市部にあるような大きな施設では「融和機関たる効力を減失」してしまう。建設費が安価

で、町村でも建設できるような小規模の隣保館を、「少数民と多数民の居住地域の中間、

若くは隣接地域」に設けて交流を深めることで相互の理解が進んでゆく。海野はこのよう

な主張を展開し、こうした小規模な隣保館を小善隣館と名づけ、その建設を提唱。

→ 1939年段階で滋賀県内の部落に 18の善隣館＝隣保館を設置。この年、全国の部落の隣保館
数は 27。

５，多様な被差別民の存在

たとえば、世界人権問題研究センター編『散所・声聞師・舞々の研究』（思文閣出版、2004 年）の

「第三章 近江国の散所」に収められた諸研究が示す多様な被差別民。やはり街道沿いか。

川嶋將生「穴太散所」、源城政好「本堅田村内陰陽村」、亀岡哲也「大津新町」、山本尚友「前

田村」、木下光生「産所村」、川嶋將生「大萱散所」、山路興造「水口城下声聞師」、木下光生「岩

根村内散所」、川嶋將生「三上散所」、山路興造「小南舞々村」、河内将芳「小谷村」、山本尚友

「進宮」、山路興造「船木村内陰陽師」、山路興造「木流散所」、山路興造「大原村内散所」、河

内将芳「院内八島」、山路興造「森本舞々村」

〔４〕滋賀県戦後部落史の課題

１，被差別部落の諸動向

①戦後初期の運動

史料Ａ 朝野温知「戦後の解放運動の思い出」（『滋賀の部落』22号、1978年。下線引用者、以下同）

（1946 年 8 月に滋賀県でも解放委員会が結成されることになるが）、その準備の段階で、名称を部落解

放委員会とつけることは、滋賀県では刺激が強すぎるというので、「滋賀県民主同盟」ということになっ

た。自慢にもならないことであるが、皆の意見を取りまとめて私がつけたものである。（中略）滋賀県民

主同盟の運動は日増しに膠着し、いつの間にか有名無実になってしまった。（中略）生活に賢明な人たち

は運動に見切りをつけて離れていき、解放運動しか生きる道を知らない藤本さんと私だけが残されて、地

道ではあるが、解放運動の本筋であるこれらの動きを育てるために努力を傾けながら、私は変則的な民主

同盟を発展改組して、昭和二十四年八月、解放委員会を彦根市城東小学校で結成し、委員長空席の書記長

として活動を開始した。

史料Ｂ 1946年 8月 30日付『滋賀新聞』（／は改行、以下同じ）
（見出し）差別的事象絶滅へ 滋賀民主同盟起つ

滋賀民主同盟では部落解放記念日に当る二十八日朝十時から彦根市城東校講堂で臨時大会を開催、参集

者約五百名。／まづ中村治三郎氏から改組に伴ふ経過を報告、ついで宣言決議を行ひ知事代理青木事務官、

彦根市長代理大寄助役、本部顧問竹内了温氏、三崎社会党彦根支部長の祝辞、地方状勢の報告などあつて

午後から本部派遣田中松月代議士、常任委員北原泰作、執行委員松本治一郎氏ら交熱弁を揮ひ、議長に吉

田善五郎氏、副議長に西義光氏を推薦、議案の審議、役員改選を行つて五時盛会裡に終了した。
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②部落内部の諸動向

○ 1948 年 7 月 敷島紡績八幡工場労務課長による差別発言。翌 49年 2月 17日 松本治一郎追

放反対闘争委員会滋賀県本部を結成。これらに対し八幡の南野青年同盟が活発に活動

＊とはいえ、なにもかもがスムーズにいったのではなかった。そのきざしはすでに追放反対運

動のさなかにあらわれていた。そのひとつは民主同盟南野支部結成準備会が組織されようと

したが、出席者なく流会してしまったことである。それだけでなく、三月七日に計画された

正明寺での松本氏不当追放反対部落民集会も出席者がないまま流会した。おそらく、南野の

有力者のなかに滋賀民主同盟の勢力が入りこむのを喜ばないものがいて、これを妨げたと考

えられる。（中略）／青年たちの活動がさまたげられたのは、すでにみた通り、敷島紡績差

別事件にさいしてであったが、全国的な部落解放運動と直接かかわりをもった松本委員長公

職追放反対闘争ではいっそうはっきりしてきたといえる。そして一九五〇年（昭和二五）に

おこった南野小学校事件においてとどめをさされ、戦後初期に全国的にみても稀にすすめら

れた南野での解放運動は崩壊するにいたるのである。（『近江八幡の部落史』P354）
○ 1951 年 9 月 5 日 虎姫町の部落で大火発生し 120 世帯焼失。県が住宅補助金交付などの対策
を発表。12月頃から救助金額の使途をめぐり部落内部で対立が発生。51年 12月 4日付『中日
新聞』滋賀版「救助金額を公開せよ 虎姫被災民 町長に迫る」（見出し）と報道。

○ 1956 年 6 月 大津市坂本の部落で隣保館が建設されることになるが、一部住民が反対。紛糾

の末、国庫補助金の支出期限が過ぎ、大津市と地元の負担により阪本市民会館として 1959年 8
月に完成（『新修大津市史』第 6巻など）

③「愛される解放同盟」の提起

史料Ｃ 部落解放同盟滋賀県連第 11回大会（1957年 1月 16日甲良町呉竹隣保館）での基調提案

当面の一般活動基本方針（案）

（糾弾闘争によって）一応外面的には差別事象が少なくなって来たが、それは単に表面上のことであって

実は差別は陰性化して、その質は益々悪質化して来たのである。そればかりでなく部落内部にもこの行き

方に色々な批判が生まれ、部落共通の問題として解決に努力せねばならない筈であるのに、反って解放運

動を抑圧しようとしたのである。この事に就いては、完全解放の理想を掲げて闘う同志諸君が充分考えね

ばならぬ問題であろう。（中略）／重ねて云うが、外部に向っては糾弾闘争をなし、内部においては強力な

反対論と闘う内部抗争をするような両面作戦は、闘争能力を著しく消耗するばかりでなく、孤立無援とな

り、結局は敗北せざるを得ないのである。／本県解放運動の歴史は三十有余年であるが、この間、幾多の

同志が幾変遷したことは我々に何を教えているのか、解放の情熱に燃えて立上った同志先輩達が、極めて

短い間に次々と没落して来た事実を見逃すことはできない。これは何故か。云うまでもなく部落大衆が協

力しなかったからであろう。／完全解放は部落大衆が同杯に汲取らねばならぬ共同の利益であることを自

覚せねばならぬ。／運動を有利に導き組織を拡大するためにはいろいろ方法があると思うが、当面県連と

しては次の五つの条件を具備しなければならない。旧軍隊用語を引用して恐縮ではあるが、先づ第一に運

動指揮所の確立である。／第二は兵站基地となるべき拠点の確保。第三は活動家要員の養成訓練とその適

切な配置。第四は健全なる財政の確立。第五は友軍との堅密な連携である。／この五つの条件は我々の運

動にとって欠くことのできない基本的要素であるに拘らず指導者である一部同志の中には、これらの条件

を無視して徒らに功をあせり、現実の差別社会に不満をぶちまけ、自己の主観にもとづいて猪突・猛進主

義の理論を振り廻し、無知な大衆を彼岸に追いやるような運動は誤りである。／これは永い間の賤視差別

への反発であって止むを得なかったとしても、部落の解放は一部の国民に依って成し遂げられるものでは

なく、大衆の力が結集された時のみ完全解放の大理想を達成し得ることを理解すべきであろう。部落解放

同盟の指導者・活動家は暖かい同志愛を以て常に相互批判や自己批判を繰返し、速かにあやまちを克服せ

ねばならない。（中略）／例えば言語、態度、動作、金銭的、物質的或は精神的な点等に就て誤りはなかっ

たと自己批判することは、平素の活動の上で必要なことであるばかりでなく、自己の民主化にとっても重
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要な事柄である。このことは極めて困難なことであり、特に封建制の強い当県に於いては一層の努力が必

要であろう。次に先述の運動方針五要素について説明を加えたい。

第一 運動指揮所の確立（中略）

第二 兵站拠点の確保（中略）

第三 活動家要員の養成及び訓練とその適切な配置

このことは活動面に於ける要素であるが、融和的感覚の強い本県では、支部活動の盛んなところと、未

だ曽って解放の「か」の字も知らない全く無自覚そのものの地区さえあって、活動差に格段の開きがある

ことを我々は認めねばならぬ。このことはつまり活動家の養成が足らなかった

ことに基因するが、現に居る活動家に適切な指導訓練がなされなかった結果に

もよるところが非常に大きいのである。また一面においては、これら活動家が

部落内部での世話焼活動を怠ったり、或は少しばかりの世話焼をやったとして、

自己優越の立場に立って俺が世話をしてやったのだと云うような態度が、部落

民の反感を買い、そのことが又県連の在り方を批判する基礎ともなって、一同

志の行動が神聖な同盟に疵をつける結果となった事例は少くないのである。／

同志諸君、我々は飽くまでも謙虚な気持ちで、〝酬いられるを期待せぬ愛情と

献身〟の心構えで運動に努力する必要があるのではないか。（中略）

第四 健全なる財政の確立

これ又極めて重要な要素である。何故ならば財政の裏付なくして活動はあり

得ないばかりでなく、一般大衆から誤解を受け易く、同志間に於いてもお互い

に猜疑心を生ずる結果ともなり、又親分、乾分てきな関係をつくり出したりし

て、解放運動が私物化するおそれもあるかである。（中略）／運動の進め方は

即ち直接財政の確立と結びついていることを理解すべきであろう。結言すれば、

いついかなる場合においても愛される解放同盟であり、直接部落に役立つ解放

同盟でなければならないと云うことである。

第五 友軍との堅密なる連携

同盟の名の通り我々は常に友軍との緊密な連携を保ち、運動を進めねばならないのであるが、事実はそ

の逆の道を歩いていた。即ち我々に反対し且つ差別の根源をなす者は一体誰なのかと云うことについて、

充分に研究することもなく只観念的に差別者個人を糾弾することのみに終始してきたことは全く大なる誤

りであった。／我々の友軍とは、封建制に反対し民主主義を守ろうとする一切の勢力を云うのである。従

って部落内部における封建性も又我々にとっては最も強い敵でなければならない筈である。／つまり部落

特権意識はこれに通ずるものであると同時に融和的感覚は部落特権意識と表裏をなすものであることをも

理解すべきであろう。この意識が更に差別の再生産をしていることに注目せねばならぬ。／これがために

部落セクトを生じ我々の友軍である民主勢力に対しても戦いを挑むと云う結果をもたらしているのである。

例えば部落対策協議会や同和教育関係者は最も身近な我々の友軍であるにも拘らず、その活動を阻んでい

るばかりでなく、寧ろこれに対して反撃さえ加えている地区があることは、解放運動を進める上において

最も有害な存在である。（中略）／ここで最も重要なことは、我々の敵とは差別する個人を云うのではなく

て、封建的遺制を云うのである。従って部落内部における封建制、つまり部落特権主義の考え方は我々の

手近な最も大きな敵であることを自覚せねばならない。部落内部と一般と云う考え方は部落セクトに陥り

易いのであって、少なくとも解放同盟の同志諸君はこの考えを捨てなければならぬ。差別するものは一般

側であり、差別されるものは部落側であると云う考え方は、相対的にも客観的にもそうであるけれども、

事実観の上に立って主観的に見るならば必ずしもそうではないのである。

【参考】57年 1月 12日付『朝日新聞』滋賀版記事

なお同盟県連が統一した運動方針を決めたのはこれが初めてである。昨年までは中央の運動方針をそのま

まウのみにしていたが、県下の状況が遅れているため実情にそぐわなかったという。

57 年 1 月 12 日付『朝日新

聞』滋賀版
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④小括：部落差別への抵抗をめぐって多様な動向があること。そうした矛盾を、時間をかけて合意

を形成するといった手法で克服しようとしているのではないか。

２，滋賀県同和対策の特徴

①戦後初期における行政の姿勢

②部落問題対策協議会の結成（1952年 12月 1日）
史料Ｅ 滋賀県部落対策協議会機関紙『滋賀同和』創刊号（1953年 3月 20日）

（見出し）画期的な部落対策協議会発足 県民各層から出席して 教育会館で発会式

昨年（引用者― 1952年）総選挙の際、林県議によって惹起された差別事象は、和歌山県の西川県議事件の

直後だけに、部落とか同和とか特別の名称を設けて施策を行うことが「差別行政」であるという従来の「さ

わらぬ神にたゝりなし」式の県政の考え方に大きな衝撃を与えたが、この事件を契期として滋賀県下には

無数の差別事象がうやむやに葬られていることが明らかにされ、斯かる事態を放置しておくことは民主々

義を口にし、新憲法をもつ国民自体の恥辱であるとする反省の中から県民運動として、この困難な問題と

ハッキリ取り組むことになり、昨年十一月八日彦根市愛犬地方事務所で服部県知事、安藤副知事、笹川民

生部長、木村厚生課長、峰尾教育長（西村次長代理）、堀江県会議長ら県政担当者ならびに解放委員会、

各民主団体代表丗五名が参集、「部落問題協議会」を開いた結果、有名無実になっている従来の部落問題

審議会を解消し、新たに各民主団体代表を加えた強力な「滋賀県部落対策協議会」を結成することになり、

同十八日彦根市共存会館で準備委員会を重ね、十二月一日大津市「教育会館」に各層代表出席して発会式

を行い、画期的な解放行政の第一歩を踏み出した。

（見出し）新生活運動へ！ 市町村毎に協議会結成

部落対策協議会の組織は県民運動として社会教育課の主催する道義高揚県民運動と不即不離の緊密な関

係を保ち、その実践組織には市町村毎に設置される単位協議会、地方事務所、社会福祉事務所毎に設置さ

れる連絡協議会が当る。単位協議会は市町村長、議長関係議員、教育委員、民生委員、公民館、青年会、

婦人会、学校長その他民主団体、地区から選ばれた代表者、有識経験者によって構成される。同会は事務

は専任のない市町村の場合、福祉課長、厚生主任の兼任となる。／単位協議会の仕事は館内の社会教育面

を中心として啓蒙行事をはじめ差別事象の解決や、環境改善事業計画を本部と連繋して自主的に推進し、

これを県政の上に反映さすことにあるが、協議会の活動を軌道に乗せるためには、指導者層、地区関係者

の積極的な協力が期待されている。

○会長は滋賀県議会議長堀江喜一、副会長は部落解放委員会滋賀県連合会委員長中村治三郎、滋

史料Ｄ 1948年 県議会における県側の答弁

○ 3月 18日 同和対策に関する質問に対する笹川泰広民生部長の答弁（『滋賀県県議会会議録』48年 7号）。

＊笹川民生部長：「同和事業といたしましては別段計上いたしていないわけでありますが、しかし、あ

るいは授産所でございますとか庶民住宅でございますとか、（中略）その他の費用には相当額を盛っ

て遺漏のない処置を講じている。」

○ 7月 27日 同和教育の推進に関する質問に対する服部岩吉知事・松村一雄教育部長の答弁（同上 20号）

＊中井精十郎議員が質問のなかで同和教育の必要性を強調。「学務課に専任視学を置き、社会教育課に専

属の係を置き、各郡市にその指導官というようなものを委嘱」して進めるよう求める。

＊服部岩吉知事の答弁：「今日士族もない、華族もない、一般人民でありますからして、そこに何らの区

別がない。そこに区別づけるような溝をつくること自体が間違っており、また違ったような行政をや

るそれ自体がもう既に間違っておるのでないかという信念をもっております。従いまして、社会教育

一本で特別なそういうような機関を設けずに私はすべてを教育していかなければならぬ」

＊松村一雄教育部長の答弁－「特殊な問題として取扱うよりは、日本全体の民主化、国民全体の理性、

教養を高めることによって自然に氷が解けるようになっていく問題だ、根本においてそういうふうな

新年をもってこの問題にぶつかっていきたいと思います。」

滋賀の戦後部落史
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賀県市町村会長田辺幸右衛門、滋賀県教育長峰尾悟。事務所が滋賀県社会福祉協議会（以下、

県社協）のなかに置かれる。

○行政と運動の合同組織で、活動は部落代表も入った各市町村の単位協議会が行うことになって

いたが、これは機能せず、実際には県社協が環境改善などの活動を進めた。

③県社会福祉協議会の活動

史料Ｇ 1957年 12月 6日付『朝日新聞』滋賀版
（見出し）八カ所に振興地区 同和地区の隣保館活動も 県社協計画

県社会福祉協議会は、明年度から保健衛生などの面にも活動の幅をひろげたいと検討していたが、大体

の構想がまとまったので、県や関係団体と交渉をはじめた。計画の中心は、県下に八カ所の社会福祉振興

地区を設け、社会福祉、公衆衛生、同和地区の隣保館活動などの中心目標を決めて活動するほか、将来は

どのような方向にもっていけばよいか、調査、研究もするというもの。公衆衛生のほか、部落問題にも手

をひろげて取り組もうとしている点が、いままでの社協活動からみれば非常に目新しいものである。／八

地区の割りふりは、すぐれた社協活動をしているところ二、同和地区二、公衆衛生のテスト地区二、その

ほか二となっている。このうち公衆衛生のテスト地区では、たとえば出産調節、ハエや蚊をなくする運動

などに民間の立場から協力、具体的な方法の指導もしようというもの。／同和地区活動のモデル地区とし

ては、甲良町呉竹、武佐村南野の二つが候補になっているが、ここでは最近新しい隣保館がつくられてい

ながら、地元にもこれをどのように活用していくか、はっきりした方向が決っていないのに目をつけ、隣

保館を中心とした福祉活動に力こぶを入れる。同和地区には、ボーダーライン層の貧しい人の問題、失業

問題、公衆衛生の問題など、社会福祉の面で直していかねばならない問題がいろいろ集中しているケース

が多いので、県社協としても一つの重点をおいている。／ちょうど一月ほど前にこれら両地区を含む県下

の三同和地区の代表が、大阪で開かれた隣保館活動の講習会に出席、部落自体で新しい活動をはじめよう

としていたやさきなので、県部落対策協議会でも「いままでの部落解放活動で不十分だった点を補う意味

で、社協が隣保館活動に手をつけてもらうことは非常にけっこう」と、協力する意向をみせている。／こ

のほか老人福祉などの活動も地区によってはとりあげる予定で、県へも県社協から総合的な予算を本年度

に盛込むよう要望した。

史料Ｉ 県社協『滋賀県における同和地区の概況 民主化の基底として』（1962年）
はじめに／曽つて、昭和 32年 9月に、滋賀県同和対策協議会が、県内同和地区の概況調査を実施し、資料

として調査その一を発表したことがあった。当時この資料、行政上それぞれの分野において、更に専門的

に検討の上活用されたことと思うが、それから満 5年を経過した今日、その後における推移と現況を知り、

さらに社会福祉の増進に資することは意義あることと思い、本年再び基礎的事項の概況と、地区の問題点

史料Ｆ 県社協『滋賀の同和福祉 同和福祉推進委員研修資料』（1969年）
社会福祉協議会同和対策 6ケ年

この答申（引用者―同対審答申）が出された昭和 40年 8月をさかのぼること 3年、昭和 37年 4月から、

滋賀県社会福祉協議会では、〝地区住民の個人および集団の諸問題を社会福祉の対象として、一般的な

社会福祉との関連の下に、同和問題としての社会福祉を位置づけ〟（同対審答申基本方針）を行い、そ

れより 6 年間、若干の紆余曲折はありましたが、活動をつづけてまいりました。／このような同和問題

に対する取り組みは、県社会福祉協議会としてはめずらしく僅かに高知にその例を見るだけであります。

史料Ｈ 県社協『調査その１』（1959年）
（県社協が 57年 9月に実施した同和地区実態調査の結果をまとめたもの）

調査の概要／この調査は同和地区の実態を知って、これに適応した解決施策を見出すことを目的として実

施をめざしたのであるが、同和行政の重要性に対する認識の薄さと、調査機構が整っていないのとで止む

なく第一回は市町村、学校等で可能な範囲で調査し、概括的なものを掴んでみることにした。
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について調査した。

○県社協の刊行物

・『同和地区福祉推進委員アンケートのまとめ 同和問題に取組むために』（1964年）
・『同和地区実態調査報告書 基礎問題の把握のために』（1965年）
・『ひざを交えて 地区別同和福祉推進員研究協議会報告書』（1965年）
・『伸びる子ども 入選作品集』（1965年）
・『同和地区中学卒業生進路について調査報告』（1965年）
・『同和福祉』第 1号（県社協同和部機関誌）（1965年 6月 1日発行）
・『滋賀県の同和地区共同浴場の実態 同和福祉を進めるために』（1966年）
・『同和問題と民生委員』（1968年） 民生委員の部落問題認識を調査した結果を分析

④小括

○できれば一般対策のなかで施策を展開したい県行政、部落内部の調整に手間取り組織化の進ま

ない解放運動。同和対策が容易に進まないなかで、県社協が実態把握など具体的な取り組みを

開始した。県行政が県社協を活用して事態の打開を図ろうとしたと考えられる。

おわりに

史料Ｊ 1964年 1月 18日付中日新聞滋賀版
（見出し）同和地区に福祉推進員 県社会福祉協議会が計画

県社会福祉協議会は、一月末から福祉対策の遅れた同和地区に九十六人の福祉推進員を常駐させ関係

機関、団体などとの連絡を強化し差別意識撤廃の啓発運動や住民相談、福祉活動などをする。県下の同

和地区は六十八で、五十三市町村のうち三十四市町村にある。この地区の福祉対策は県、県社福協のな

どの調べではかなり遅れているので、県社福協が中心となって市町村、市町村社福協とも協力して同和

対策を強化する。この対策の中心となるのが推進員で一地区に必ず一人以上四人まで設け、二人以上の

地区では婦人の推進員をつくり、地区の住民と密接に結びついた対策を進める。とりあえず担当地区の

福祉対策を総合的に調査し、こんごの福祉対策をまとめるとともに、住民の差別意識をぬぐいさるため

の活動、住民相談などをする。また推進員は相互に研修会やブロック別協議会を開き、情報交換や対策

の検討をし、全同和地区の福祉対策を強力に進める。

滋賀の戦後部落史

153





感
染
症
と
差
別

― 

一
八
九
〇
年
代
の
巡
回
記
録
を
読
む 

―
小

　
林

　
丈

　
広

155



○
コ
ロ
ナ
禍
で
考
え
た
こ
と

　
ち
ょ
う
ど
去
年
の
二
月
く
ら
い
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
と
い
う
感
染
症

が
世
界
各
地
で
急
速
に
広
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
最
初
の
頃
は
、
日
本

に
住
ん
で
い
る
私
た
ち
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
切
迫
し
た
感
じ
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
横
浜
に
豪
華
客
船
が
近
づ
い
て
き
た
時

に
、
船
内
で
感
染
者
が
発
生
し
た
た
め
に
入
港
さ
せ
ず
、
そ
こ
で
何

と
か
感
染
症
の
上
陸
を
食
い
止
め
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
っ
た
頃

か
ら
、
切
迫
感
が
強
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

船
の
入
港
を
と
ど
め
て
、
感
染
症
の
上
陸
を
防
ご
う
と
す
る
対
策
の

こ
と
を
、
か
つ
て
イ
タ
リ
ア
語
で
ク
ア
ラ
ン
テ
ィ
ン
と
か
ク
ワ
ー
ラ

ン
タ
イ
ン
と
言
い
ま
し
た
、
イ
タ
リ
ア
が
貿
易
の
中
心
だ
っ
た
時
代

に
、
ペ
ス
ト
な
ど
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
、
船
を
沖
合
に
四
〇
日
間
停

泊
さ
せ
て
お
い
た
と
い
う
故
事
か
ら
、
検
疫
を
指
す
言
葉
と
し
て
広

が
り
ま
し
た
。

　
日
本
に
は
、明
治
の
初
め
に
ク
ア
ラ
ン
テ
ィ
ン
と
い
う
言
葉
が
入
っ

て
来
ま
し
た
。
明
治
の
初
め
に
な
ぜ
入
っ
て
く
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

幕
末
に
欧
米
列
強
と
貿
易
を
始
め
た
こ
と
か
ら
、
外
国
船
と
と
も
に

感
染
症
が
流
入
す
る
機
会
が
増
え
た
か
ら
で
す
。
な
か
で
も
日
本
列

島
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
コ
レ
ラ
と
い
う
感
染
症
で
す
。

そ
れ
が
幕
末
か
ら
明
治
の
中
頃
に
か
け
て
何
度
も
流
行
す
る
も
の
で

す
か
ら
、
日
本
の
防
疫
体
制
の
形
成
、
衛
生
行
政
の
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
以
前
、『
近
代
日
本

と
公
衆
衛
生
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
八
年
新
装
版
発
行
）
と
い
う
本

の
中
に
、
京
都
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
ま
と
め
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
使
っ
た
資
料
な
ど
も
こ
こ
で
ご
紹
介
を
し
な

が
ら
話
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
の
話
に
戻
り
ま
す
と
、
横
浜
に
豪
華
客
船
を
な
ん
と
か
と

ど
め
て
お
い
て
国
内
に
感
染
者
を
入
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う

試
み
が
さ
れ
ま
し
た
が
、
ど
う
考
え
て
も
そ
れ
は
上
手
く
い
か
な
い

だ
ろ
う
と
思
っ
て
見
て
い
ま
し
た
。
や
は
り
案
の
定
、
船
内
で
亡
く

な
る
方
も
出
て
く
る
な
ど
、
船
舶
検
疫
の
難
し
さ
を
あ
ら
た
め
て
実

感
し
ま
し
た
。
歴
史
の
研
究
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
対
策
が

か
つ
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
は
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

ま
さ
か
こ
の
時
代
に
ま
た
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
際
に
起
こ
る
と
は

思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
や
は
り
上
手
く
い
か
な
い

の
だ
と
い
う
こ
と
も
確
認
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る

よ
う
に
感
染
症
対
策
と
経
済
活
動
と
の
相
克
と
い
い
ま
す
か
矛
盾
と

い
い
ま
す
か
、
そ
う
し
た
論
争
も
ず
っ
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う

よ
う
な
こ
と
を
実
際
に
経
験
す
る
中
で
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

156



ま
し
た
。

　
ま
た
職
場
の
関
係
で
い
い
ま
す
と
、
去
年
の
四
月
頃
と
い
う
の
は

慣
れ
な
い
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
準
備
に
追
わ
れ
ま
し
た
。
新
入
生
で

入
っ
て
き
た
ば
か
り
の
学
生
た
ち
も
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
、

友
だ
ち
も
い
な
い
と
い
う
中
で
、
お
互
い
に
授
業
を
手
探
り
で
や
っ

て
い
き
ま
し
た
。
最
近
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
便
利
さ
が
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
の
限
界
と
い
う

の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
と
か
対
面
で
授
業
が
で
き
な
い
か
と
当

時
思
い
ま
し
た
が
、感
染
症
の
拡
大
時
に
は
、対
面
で
や
ろ
う
と
い
っ

た
意
見
を
言
っ
て
も
、
も
う
少
し
様
子
を
み
よ
う
と
い
う
結
論
に
な

り
が
ち
で
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
に
依
存
す
る
と
い
う
声
に
な
か
な
か

太
刀
打
ち
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
こ
の
一
年
数
ヶ
月

の
間
経
験
を
し
て
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
最
近
は
何
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
る
か
の
よ
う
な
、
時
に
は
そ

の
よ
う
な
言
い
方
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
去
年
の
春

頃
、
急
激
に
感
染
者
が
広
が
っ
て
来
て
、
在
宅
と
か
交
代
勤
務
、
不

要
不
急
の
人
は
家
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
と
い
っ
た
こ
と
が
促
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
間
も
例
え
ば
市
バ
ス
と
か
地
下
鉄
と
か
は
普
通
に

走
っ
て
い
た
わ
け
で
す
し
、
ゴ
ミ
の
収
集
な
ど
も
一
日
も
欠
か
さ
ず

収
集
車
が
来
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
感
染
の
拡
大
時
に
も

　
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
が
拡
大
す
る
中
で
、「
自
粛
警
察
」
と
い
う
言

葉
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
感
染
症
対
策
を
皆
が
必
死
で
し
て
い
る
時
に
、

パ
チ
ン
コ
屋
の
前
で
マ
ス
ク
も
し
な
い
で
行
列
を
し
て
い
る
人
々
も

い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
人
々
に
非
難
の
目
を
向
け
る
だ
け
で
な
く
、

実
際
に
攻
撃
す
る
と
い
っ
た
出
来
事
が
テ
レ
ビ
な
ど
で
報
じ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
う
し
た
報
道
を
見
聞
き
し
、
あ
ら
た
め
て
差
別
と
い
う
も

の
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
出
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し

た
。
言
葉
と
か
文
字
の
上
、
資
料
の
上
で
は
分
か
っ
て
い
た
つ
も
り

だ
っ
た
の
で
す
が
、
農
村
部
の
方
で
家
族
が
感
染
し
て
し
ま
っ
た
お

宅
が
、
そ
の
地
域
か
ら
引
越
し
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
か
、
あ

る
い
は
、
自
殺
を
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
話
を
聞
く
に
つ
け
、
人
を

差
別
す
る
意
識
の
有
り
様
は
明
治
時
代
と
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い

と
い
う
気
も
い
た
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
感
染
症
対
策
が
な
か
な
か
上
手
く
い
か
ず
、
病
院
の
ベ
ッ

ド
が
確
保
で
き
な
い
と
か
、
保
健
所
が
逼
迫
し
て
感
染
者
の
振
り
分

け
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
か
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が
は
か
ど
ら
な
い

と
か
い
う
報
道
を
聞
く
と
、
そ
れ
が
昨
今
の
行
政
改
革
の
影
響
で
は

な
い
か
と
か
、
も
と
も
と
日
本
の
医
療
体
制
と
い
う
の
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
開
業
医
中
心
で
し
た
の
で
、
公
的
医
療
が
脆
弱
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
お
り

感染症と差別
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さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

○
『
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生
』「
新
装
版
あ
と
が
き
」

 

（
雄
山
閣
、
二
〇
一
八
年
）
よ
り

　
資
料
の
１
は
以
前
に
書
い
た
『
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生
』
の
あ
と

が
き
で
す
。
こ
の
本
は
二
〇
一
八
年
に
新
装
版
が
出
ま
し
た
が
、
も

と
も
と
二
〇
〇
一
年
、
今
か
ら
二
〇
年
前
に
出
版
し
た
本
で
す
。
そ

の
本
の
土
台
に
な
っ
た
論
文
は
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
書
き
た

め
て
い
た
も
の
で
そ
れ
を
本
に
ま
と
め
た
の
で
す
が
、
そ
の
頃
の
問

題
意
識
に
つ
い
て
記
し
た
の
が
、「
新
装
版
あ
と
が
き
」
で
す
。

　
衛
生
問
題
を
契
機
と
す
る
排
除
と
か
隔
離
と
い
う
問
題
を
深
め
て

み
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
は
、
一
九
九
〇
年
の
大
阪
で

の
「
国
際
花
と
緑
の
博
覧
会
」（
花
博
）
で
す
。
当
時
の
天
王
寺
公

園
周
辺
に
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
方
が
た
く
さ
ん
生
活
し
て
い
て
、
時
に

は
歌
を
歌
っ
た
り
と
い
う
様
子
が
見
ら
れ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

一
九
八
七
年
の
天
王
寺
博
覧
会
を
契
機
に
、
そ
の
方
た
ち
を
公
園
か

ら
排
除
す
る
た
め
に
有
料
化
す
る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
、
花
博
開

催
に
よ
っ
て
そ
れ
が
常
態
化
し
て
い
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
全
国
の
都
市
で
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
歴
史
的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

毎
日
出
勤
し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
て
社
会
を
支
え
て
い
た
の
だ

と
い
う
こ
と
に
も
あ
ら
た
め
て
気
付
か
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
ま
し
て

や
、
介
護
や
医
療
現
場
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い

仕
事
は
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
う
し
た
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
方
は
、

こ
う
い
う
時
こ
そ
休
む
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
エ
ッ
セ
ン

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
い
う
言
葉
が
そ
の
後
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
方
た
ち
が
い
な
い
と
社
会
が
成
り
立
た
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
ら
た
め
て
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
う
い
う
こ
と
を
見
聞
き
す
る
中
で
、
か
つ
て
明
治
時
代
の
コ
レ

ラ
関
係
の
史
料
を
読
ん
で
い
た
と
き
に
は
見
落
と
し
て
い
た
も
の
が

沢
山
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら

た
め
て
史
料
を
読
み
直
し
、
気
付
い
た
こ
と
の
一
端
を
、
今
回
の
発

表
の
中
に
も
盛
り
込
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
と
い
わ
れ
る
医
療
と
か
介
護
、
あ
る
い
は
ゴ
ミ
の
収
集
と
か

公
共
交
通
機
関
と
か
、
そ
う
い
う
仕
事
の
重
要
性
と
い
う
も
の
を
再

認
識
し
た
上
で
明
治
時
代
の
史
料
を
読
む
と
、
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し

て
い
て
、
し
か
も
コ
レ
ラ
に
罹
っ
た
ら
現
在
の
コ
ロ
ナ
ど
こ
ろ
で
は

な
く
八
割
く
ら
い
の
方
が
亡
く
な
る
と
い
う
危
機
感
の
中
で
も
、
普

通
に
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
沢
山
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
今
日
の
準
備
を
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超
え
、
全
国
的
に
は
一
〇
万
以
上
の
方
が
亡
く
な
る
と
い
う
大
流
行

が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
大
き
な
衝
撃
を
明
治
政
府
に
与
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
コ
レ
ラ
は
い
っ
た
ん
流
行
し
て
も
、
し

ば
ら
く
は
収
ま
り
、
ま
た
数
年
後
に
流
行
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り

返
し
ま
す
。
次
の
流
行
は
一
八
八
六
年
、
こ
れ
が
近
代
日
本
の
感
染

症
の
歴
史
の
中
で
も
っ
と
も
死
者
が
多
か
っ
た
年
だ
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
明
治
時
代
は
日
清
戦
争
や
日
露
戦
争
な
ど
、
い
く
つ
も
戦

争
が
あ
り
ま
す
が
、
日
清
戦
争
や
日
露
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
よ
り

コ
レ
ラ
で
亡
く
な
っ
た
人
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
大
き
な

影
響
を
社
会
に
与
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
は
、

従
来
の
日
本
史
の
教
科
書
で
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
コ
ロ
ナ
を
経
て
、
日
本
史
の
教
科
書
も
、
も
う
少
し

変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
八
八
六
年
は
京
都
だ
け
で

コ
レ
ラ
に
よ
る
死
者
は
二
五
〇
〇
人
い
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
発
疹
チ
フ
ス
、
腸
チ
フ
ス
、
赤
痢
、
天
然
痘
な
ど
、
他

の
感
染
症
で
も
一
〇
〇
〇
人
程
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

時
期
、
感
染
症
は
非
常
に
大
き
な
影
響
を
、
政
治
や
社
会
に
与
え
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
数
年
た
っ
て
一
八
九
〇
年
に
ま
た
流
行
し
、
八
〇
〇
人

く
ら
い
の
方
が
コ
レ
ラ
で
亡
く
な
り
ま
す
。
ま
た
一
八
九
五
年
に
は

　
そ
の
一
方
で
、
一
九
九
〇
年
頃
か
ら
、
医
療
と
社
会
と
の
関
係
に

つ
い
て
様
々
な
問
題
が
明
る
み
に
出
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
一

九
九
六
年
と
い
う
一
年
を
と
っ
て
も
、
薬
害
エ
イ
ズ
の
問
題
だ
と
か
、

ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
で
あ
る
「
ら
い
予
防
法
」
が
廃
止
さ
れ
る
と

か
、
優
生
保
護
法
が
改
正
さ
れ
て
母
体
保
護
法
に
な
っ
た
り
、
あ
る

い
は
Ｏ
―
１
５
７
の
集
団
感
染
が
起
こ
っ
た
り
と
い
う
こ
と
を
通
じ

て
、
医
療
の
問
題
、
感
染
症
の
問
題
は
毎
年
の
よ
う
に
問
題
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
そ
う
し
た
政
治
や
社
会
の
動
き
の
中
で

ま
と
め
た
も
の
で
し
た
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
私
自
身

が
こ
の
本
を
も
う
一
度
読
み
直
し
、
史
料
を
読
み
直
し
て
考
え
直
す

と
い
う
機
会
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
の
で
、今
日
の
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
上
げ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
資
料
の
２
は
明
治
時
代
の
京
都
に
お
け
る
感
染
症
に
よ
る
死
者
数

の
グ
ラ
フ
で
す
。
こ
れ
は
京
都
府
だ
け
の
デ
ー
タ
で
、
そ
の
多
く
は

京
都
市
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
グ
ラ
フ
の
上
で
最
初
の
数

字
が
出
て
く
る
の
は
一
八
七
七
年
で
す
。
左
端
に
黒
い
短
い
棒
が

ち
ょ
っ
と
だ
け
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
一
八
七
七
年
の
数
字
で
す
。

西
南
戦
争
の
年
で
す
が
、
こ
の
年
に
明
治
維
新
後
は
じ
め
て
の
コ
レ

ラ
の
流
行
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
二
年
後
の
一
八
七
九
年

に
大
流
行
が
あ
り
、
コ
レ
ラ
の
死
者
が
京
都
だ
け
で
一
〇
〇
〇
人
を

感染症と差別
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こ
の
作
業
で
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
年
の
患
者
は
地
域

に
関
わ
り
な
く
、
ま
ん
べ
ん
な
く
発
生
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
特
定
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
概
ね
、

例
え
ば
川
の
そ
ば
と
か
盛
り
場
と
か
、
そ
う
い
っ
た
所
に
多
い
と
い

う
一
定
の
傾
向
は
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
被
差
別
部
落
に
と
く
に
多

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
た
い
と
思
っ

て
こ
の
地
図
を
作
り
ま
し
た
。
現
在
の
崇
仁
地
区
周
辺
に
三
人
く
ら

い
の
患
者
が
発
生
し
て
い
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
他
の
地
域
よ

り
と
く
に
多
か
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
を
ど

う
考
え
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
地
図
で
お
示
し
し
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

○
「
京
都
府
史
（
政
治
部
衛
生
類
）」
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
元
に
な
っ
た
史
料
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
と
い

う
と
、
資
料
③
が
そ
の
史
料
の
一
部
で
す
。「
別
紙
」
と
し
て
、「
虎

列
剌
患
者
明
細
表

　
京
都
府
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
京
都
府
下
で

発
生
し
た
コ
レ
ラ
患
者
の
発
生
し
た
日
と
住
所
と
職
業
、
男
女
の
別
、

氏
名
、
年
齢
な
ど
を
書
き
あ
げ
た
名
簿
が
あ
り
、
こ
れ
が
何
頁
に
も

わ
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
あ
げ
た
も
の
で
い
い
ま
す
と
、
後
ろ
か

ら
二
人
目
、「
真
症
」
と
書
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
字
が
潰
れ
て
見
え

一
五
〇
〇
人
く
ら
い
の
方
が
コ
レ
ラ
で
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、 

徐
々
に
下
水
道
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
コ
レ
ラ
に
よ
っ
て
亡
く

な
る
方
は
激
減
し
て
い
き
ま
す
。
大
正
時
代
で
も
時
々
大
流
行
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
明
治
時
代
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
り
、
そ
れ
以
降

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
赤
痢
や
チ
フ
ス
が
主
役
に
な
っ
て
、
さ
ら
に

ペ
ス
ト
や
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
変
化
を
、
概
ね
こ
の

グ
ラ
フ
で
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
う
い
っ
た
感
染
症
の
流
行
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
い
い
か

と
考
え
、
私
な
り
に
作
っ
た
地
図
が
資
料
の
３
で
す
。
こ
れ
も
『
近

代
日
本
と
公
衆
衛
生
』
に
載
せ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
一
八
七

七
年
と
い
う
、
ま
だ
死
者
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
年
で
す
が
、
近
代

に
な
っ
て
最
初
の
流
行
の
年
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
こ
と
を
試

み
て
み
ま
し
た
。
一
八
八
六
年
の
流
行
に
な
る
と
、
患
者
が
多
く
な

る
の
で
こ
う
い
う
作
業
を
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
最
初
の
一
八
七

七
年
は
人
数
が
少
な
い
も
の
で
す
か
ら
試
し
に
作
成
し
て
み
た
の
で

す
。
患
者
が
発
生
し
た
場
所
を
地
図
に
印
を
つ
け
て
み
ま
し
た
。
あ

り
が
た
い
こ
と
に
京
都
学
・
歴
彩
館
に
残
っ
て
い
る「
京
都
府
史（
政

治
部
衛
生
類
）」
と
い
う
史
料
を
見
る
と
発
生
し
た
患
者
の
名
前
・

住
所
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
地
図
に
落
と

し
て
い
き
ま
し
た
。
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か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
コ
レ
ラ
患
者
の
氏
名
や
地
名
な
ど
が
一
覧
で

き
る
も
の
を
出
版
し
て
、
京
都
の
こ
と
を
よ
く
ご
存
じ
な
い
方
に
ま

で
広
く
販
売
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
編
者
の
間
で
議
論
を
重
ね
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
割
愛
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。『
近
代
都
市

の
衛
生
環
境
（
京
都
府
）』
第
三
巻
を
実
際
に
図
書
館
な
ど
で
ご
覧

頂
く
と
確
認
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
史
料
は
掲
載
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
史
料
を
見
た
い
方
は
京
都
学
・
歴
彩
館

に
行
か
れ
た
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
出
版
に
際
し
て
の
こ
の
時

の
判
断
を
ど
う
考
え
る
か
、
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
思
い
ま
す

が
、
何
か
の
参
考
に
な
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

　
私
は
先
ほ
ど
『
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生
』
の
あ
と
が
き
を
紹
介
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
そ
の
あ
と
が
き
の
中
で
、「
ま
た
、
本
書
は

医
療
の
歴
史
が
地
域
差
別
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
記
述
す
る
た
め
に

は
関
係
者
の
ご
理
解
が
不
可
欠
で
し
た
。
そ
の
点
、
京
都
で
は
一
九

九
七
年
に
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
が
開
館
し
、
被
差
別
部
落
の
人
々

が
自
ら
の
歴
史
を
公
に
語
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
取
り
組

み
の
お
陰
で
、
本
書
で
は
地
名
や
人
名
の
伏
せ
字
を
最
小
限
に
と
ど

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
同
じ
よ
う

な
史
料
で
も
、
論
文
に
し
て
紹
介
し
た
り
、
あ
る
い
は
講
演
で
話
を

に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
十
月
六
日
発
病

　
同
日
死
亡
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
の
コ
レ
ラ
は
た
い
へ
ん
恐
れ
ら
れ
、
罹
っ
た
ら

数
日
で
亡
く
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
非
常
に
恐
れ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
「
十
月
六
日
」
に
発
病
さ

れ
た
方
は
、「
山
城
国
愛
宕
郡
柳
原
庄

　
清
吉
父
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。
こ
の
人
は
崇
仁
地
区
の
方
で
す
。
こ
の
清
吉
さ
ん
と
い
う
人

の
お
父
さ
ん
が
コ
レ
ラ
に
罹
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

職
業
は
「
喇
竿
替
職
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
煙
管
の
掃
除
を
す
る

仕
事
で
、
被
差
別
部
落
に
多
い
、
都
市
の
雑
業
で
す
。
こ
う
し
た
雑

業
の
従
事
者
や
行
商
な
ど
の
仕
事
が
コ
レ
ラ
に
罹
り
や
す
い
と
い
う

こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
柳
原
庄

に
患
者
が
た
く
さ
ん
発
生
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
史
料
の
出
典
と
し
て
『
近
代
都
市
の
衛
生
環
境
（
京
都
府
）』

第
三
巻
と
書
い
た
の
で
す
が
、
実
は
こ
れ
は
不
正
確
で
し
て
、
こ
の

『
近
代
都
市
の
衛
生
環
境
』
に
は
「
京
都
府
史
（
政
治
部
衛
生
類
）」

の
一
連
の
史
料
を
ま
と
め
て
あ
る
の
で
す
が
、
本
来
掲
載
す
べ
き
第

三
巻
に
「
虎
列
剌
患
者
明
細
表
」
は
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う

い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
史
料
集
の
編
集
に
際
し
て
、
こ

の
名
簿
を
割
愛
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私
は
、
こ
の
史
料
を
使
っ

て
地
図
ま
で
作
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
史
料
の
重
要
性
は
よ
く
わ

感染症と差別
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○
『
京
都
の
部
落
史
』
第
六
巻
よ
り

　
資
料
の
１
は
京
都
市
内
の
事
例
で
は
な
い
の
で
す
が
、
現
在
の
八

幡
市
に
関
係
す
る
史
料
で
す
。

　
綱
文
が
ゴ
シ
ッ
ク
の
文
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
綴
喜
郡
八
幡

荘
の
コ
レ
ラ
暴
動
の
逮
捕
者
二
名
、
公
判
に
付
さ
れ
る
」
と
い
う
記

事
で
す
。
こ
れ
は
日
本
立
憲
政
党
新
聞
か
ら
の
引
用
で
、
こ
の
新
聞

の
日
付
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
去
る
八
月
中
、
虎
烈
拉
病
予
防
の
こ
と
に
付
、
村
民
を
煽
動
し

て
暴
動
を
な
し
た
り
と
の
事
な
る
京
都
府
下
南
山
城
八
幡
荘
の
新
平

民
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
事
の
氏
名
の
う
ち
、
苗
字
の
部
分
は
、 

『
京
都
の
部
落
史
』
で
も
伏
せ
字
に
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。「
丈
三
郎

外
十
四
名
ハ
、
同
府
未
決
監
に
拘
留
せ
ら
れ
永
々
取
調
べ
中
な
り
し

が
、
去
る
十
六
日
巨
魁
（
略
）
丈
三
郎
外
一
名
を
除
く
の
外
は
尽
く

無
罪
放
免
と
な
り
、
右
両
人
は
予
審
終
結
に
て
一
両
日
中
公
判
に
付

せ
ら
る
る
よ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
八
幡
の
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
が

コ
レ
ラ
に
関
わ
る
暴
動
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
人
が
逮

捕
さ
れ
た
の
で
す
が
、
間
も
な
く
釈
放
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
す
。

資
料
④
は
そ
れ
に
関
連
す
る
記
事
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
記
事
は
十
二

月
の
裁
判
の
記
事
で
す
が
、そ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
当
時
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
を
示
す
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
と
同
じ
日
本
立
憲
政
党
新
聞
で

さ
せ
て
頂
く
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
地
域
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
史

料
で
も
、
地
名
や
人
名
に
伏
せ
字
に
し
た
方
が
良
い
場
面
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
今
回
は
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
の
講
演
と

い
う
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
史
料
は
伏
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す

が
、
同
じ
内
容
の
話
で
も
、
例
え
ば
図
書
館
の
講
演
会
な
ん
か
で
広

く
一
般
の
方
々
に
話
を
す
る
場
合
に
は
、
史
料
の
加
工
を
す
る
場
合

が
あ
る
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
そ
う
い
っ
た
差
別
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
で
も
、
史
料
を

大
切
に
し
、
広
く
公
開
し
な
が
ら
差
別
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
い
う
実

績
を
京
都
で
作
っ
て
き
た
の
が
、『
京
都
の
部
落
史
』
の
編
纂
事
業

で
し
た
。
こ
の
事
業
の
中
心
に
な
ら
れ
た
師
岡
佑
行
さ
ん
に
は
私
も

た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
差
別
の
あ
り
よ
う
を
示
す
史
料

は
、
で
き
る
だ
け
隠
さ
ず
に
出
し
て
い
っ
た
方
が
良
い
と
い
う
お
考

え
の
方
で
、
そ
の
方
針
で
『
京
都
の
部
落
史
』
は
編
集
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
こ
の
報
告
で
も
『
京
都
の
部
落
史
』
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
史
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
地
名
や
人
名
も
入
っ
て
い
る
の
で
す
が
、『
京
都
の
部
落
史
』

の
第
六
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
史
料
を
使
っ
て
感
染
症
に
関
す
る
話

を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
後
者
の
方
が
民
衆
の
立
場
と
い
う
こ
と

を
標
榜
し
た
新
聞
と
い
う
こ
と
か
ら
か
、
記
事
の
ト
ー
ン
も
少
し
異

な
る
と
感
じ
ま
す
。『
京
都
の
部
落
史
』
で
こ
の
事
件
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
は
、
最
初
に
あ
げ
た
新
聞
記
事
だ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
関

連
す
る
新
聞
記
事
は
大
量
に
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
や
っ
て
新
聞
連
載

で
こ
の
事
件
は
追
い
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
読
ん
で
い
く
と
や
は
り

新
聞
に
よ
る
論
調
の
違
い
も
あ
り
ま
す
し
、
事
件
の
内
容
も
詳
し
く

分
か
り
ま
す
。

　
要
す
る
に
被
差
別
部
落
の
中
に
コ
レ
ラ
に
罹
っ
た
方
が
い
た
の
で

す
が
、
こ
の
時
代
と
い
う
の
は
、
コ
レ
ラ
菌
が
ド
イ
ツ
で
発
見
さ
れ

た
か
ど
う
か
と
い
う
時
期
で
、
も
ち
ろ
ん
世
界
的
に
も
コ
レ
ラ
の
原

因
と
い
う
の
が
ま
だ
解
き
明
か
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
治
療
法
も

分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
中
で
す
の
で
隔
離
を
し
て
亡
く
な
る
の
を

た
だ
待
つ
と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
隔
離

さ
れ
る
の
を
嫌
が
る
人
々
は
、
家
族
に
コ
レ
ラ
に
似
た
症
状
が
あ
ら

わ
れ
て
も
隠
す
ん
で
す
ね
。
連
れ
て
い
か
れ
た
ら
生
き
て
帰
っ
て
こ

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
コ
レ
ラ
の
患
者
を
隠
す
。
そ
う
す
る

と
当
然
行
政
と
か
警
察
は
コ
レ
ラ
患
者
を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
動
き

を
強
め
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
八
幡
の
被
差
別
部
落
の
中

で
コ
レ
ラ
を
疑
わ
れ
る
患
者
が
発
生
し
た
の
で
、
診
察
し
た
医
師
が

す
。

　
「
一
昨
夕
京
都
府
下
綴
喜
郡
八
幡
庄
の
村
民
三
百
餘
名
（
新
平
民
）

虎
列
拉
患
者
取
扱
方
の
事
に
付
俄
に
蜂
起
し
同
地
警
察
署
を
襲
ひ
容

易
な
ら
ざ
る
勢
あ
る
」
と
い
う
記
事
で
、
伏
見
署
か
ら
警
察
官
が
大

挙
し
て
鎮
圧
に
来
た
と
い
う
記
事
で
す
。
そ
し
て
資
料
⑤
は
同
じ
日

付
の
京
都
滋
賀
新
報
で
す
。「
頑
民
暴
挙
」
と
、
そ
も
そ
も
の
見
出

し
か
ら
記
事
の
ス
タ
ン
ス
が
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
新
平
民
の
頑
固
な
る
は
何
国
も
同
じ
こ
と
ゝ
見
え
、
南
山
城
綴

喜
郡
八
幡
近
在
の
新
平
民
等
が
此
程
虎
列
剌
の
事
よ
り
何
か
不
平
を

唱
へ
、
一
昨
八
日
の
黄
昏
三
百
人
計
り
も
徒
党
を
な
し
八
幡
の
庄
警

察
分
署
へ
詰
掛
容
易
な
ら
ぬ
事
を
も
為
し
兼
ま
じ
き
有
様
な
れ
ば
」

と
い
う
記
事
で
す
。
内
容
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
あ
る
の
で

す
が
、
京
都
滋
賀
新
報
の
方
が
よ
り
偏
見
が
強
い
と
い
う
か
、「
頑

民
暴
挙
」
と
い
う
ど
ぎ
つ
い
表
現
を
と
っ
て
お
り
、
一
方
、
日
本
立

憲
政
党
新
聞
も
内
容
は
似
た
よ
う
な
事
で
し
か
も
わ
ざ
わ
ざ
「
新
平

民
」
と
書
い
て
あ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
は
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
が
、 

「
新
平
民
の
頑
固
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
ま
で
は
し
て
い
ま

せ
ん
。
ち
な
み
に
こ
の
京
都
滋
賀
新
報
と
い
う
の
は
現
在
の
『
京
都

新
聞
』
に
つ
な
が
る
地
元
紙
で
、
日
本
立
憲
政
党
新
聞
は
『
毎
日
新

聞
』
に
つ
な
が
る
元
々
は
自
由
民
権
運
動
の
色
彩
の
濃
い
新
聞
で
し
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が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
関
連
す
る
新
聞
記
事
を
比
較
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
『
京
都
の
部
落
史
』
の
編
纂
に
あ
た
っ

て
は
こ
う
い
っ
た
新
聞
の
記
事
を
徹
底
し
て
検
索
し
て
、
し
か
も
そ

の
成
果
を
カ
ー
ド
に
張
り
付
け
て
現
在
で
も
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し

て
く
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
新
聞
記
事
は
勿
論
慎
重
に
扱
わ
な
く
て
は

い
け
な
い
の
で
す
が
、
も
っ
と
活
用
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
『
京
都
の
部
落
史
』
か
ら
の
記
事
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
こ
の
建
物
の
三
階
の
京

都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
を
訪
ね
て
頂
く
と
実
際
に
見
る
こ

と
が
出
来
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
崇
仁
地
区
の
史
料
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
ま
す
。
ま
ず
資
料
の
２

は
、
コ
レ
ラ
の
全
国
的
な
流
行
が
始
ま
っ
た
の
で
心
配
だ
と
い
う
記

事
で
す
。
こ
の
日
出
新
聞
は
現
在
の
『
京
都
新
聞
』
の
源
流
で
す
。

　
「
愛
宕
郡
柳
原
庄
は
、
地
勢
七
条
高
瀬
川
の
南
、
七
条
停
車
場
の

東
に
位
ゐ
し
、
戸
数
千
五
十
二
戸
あ
り
、
旧
穢
多
村
と
称
し
、
庄
内

挙
っ
て
貧
民
の
巣
窟
な
る
が
ゆ
ゑ
、
常
に
不
潔
を
極
め
而
も
人
民
頑

愚
執
拗
な
る
故
」
と
、
現
代
の
私
た
ち
か
ら
す
る
と
、
信
じ
ら
れ
な

い
ほ
ど
偏
見
に
満
ち
た
記
事
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
続
い
て
、 

「
毫
も
他
の
言
を
用
ひ
ず
、
偶
ま
虎
列
剌
の
如
き
流
行
病
あ
る
も
予

防
の
法
を
知
ら
ず
」
と
。
要
す
る
に
、
こ
の
地
域
で
コ
レ
ラ
が
流
行

コ
レ
ラ
ら
し
い
と
い
う
連
絡
を
行
政
や
警
察
に
し
ま
す
。
す
る
と
、

地
元
の
方
で
は
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
や
っ
て
き
た

警
察
官
や
医
師
が
、
患
者
に
無
理
や
り
薬
を
飲
ま
せ
よ
う
と
し
ま
す

が
、
実
際
に
効
く
薬
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
薬
を
飲

ん
だ
直
後
に
患
者
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
地

元
の
方
で
は
、
こ
れ
は
医
師
や
警
察
に
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
、
警
察
署
や
医
師
宅
な
ど
に
抗
議
に
行
く
と
い
う
事
態

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
騒
動
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
、

全
国
的
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
し
た
。
一
番
激
し
か
っ
た
の
は
新
潟
な

の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
コ
レ
ラ
騒
動
が
各
地
で
起
こ
り
ま

し
た
。
京
都
の
場
合
に
は
そ
れ
が
被
差
別
部
落
で
起
こ
っ
た
と
い
う

こ
と
か
ら
、
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
は
本
当
に
分
か
ら
ず
屋
だ
と
、

遅
れ
た
人
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
が
、
一
部
の
新
聞
の
論
調
の
中
に
見

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
明
治
一
五
年
、
一
八
八
二
年
の
出
来
事
で
す
。

つ
ま
り
感
染
症
と
人
々
と
の
出
会
い
は
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
っ
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
被
差
別
部
落
の
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

こ
う
し
て
「
新
平
民
」
と
い
う
言
葉
で
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

見
て
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
そ
の
四
年
後
、
一
八
八
六
年
に
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、

お
そ
ら
く
近
代
日
本
の
歴
史
の
中
で
も
最
大
規
模
の
感
染
症
の
流
行
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の
あ
り
」
と
あ
る
の
は
、
肉
食
の
習
慣
が
あ
る
か
ら
病
気
に
強
い
と

い
う
説
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
事
実
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
あ
る
い
は
偏
見
に
よ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
危
険
視
さ
れ

て
い
た
柳
原
庄
で
は
あ
ま
り
伝
染
病
は
流
行
し
て
い
な
い
と
言
っ
て

い
る
。
さ
ん
ざ
ん
こ
こ
の
地
域
は
汚
い
、
不
潔
だ
と
強
調
し
て
き
た

の
は
何
だ
っ
た
の
か
と
思
う
よ
う
な
記
事
で
す
が
、
次
に
あ
げ
る
資

料
の
５
は
六
月
五
日
の
記
事
で
す
。

　
「
善
良
戸
長

　
愛
宕
郡
柳
原
荘
は
旧
穢
多
の
一
部
落
に
し
て
家
屋

の
不
潔
殊
に
甚
し
く
、
世
人
は
同
庄
を
目
し
て
悪
疫
の
巣
窟
、
汚
物

の
淵
叢
と
称
し
、
悪
疫
流
行
の
折
柄
は
如
何
な
る
惨
状
を
呈
す
る
な

ら
ん
と
注
目
せ
し
に
」
と
、
や
は
り
こ
こ
で
も
こ
の
地
域
の
不
潔
ぶ

り
を
強
調
し
た
上
で
、
や
は
り
コ
レ
ラ
は
流
行
っ
て
い
な
い
と
述
べ

て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
現
状
の
案
外
に
出
で
た
る
を
驚
き

し
が
、
故
あ
る
哉
、
同
荘
に
戸
長
桜
田
儀
兵
衛
氏
其
人
あ
り
」。
つ

ま
り
、
熱
心
な
村
長
が
い
て
防
疫
活
動
に
力
を
入
れ
た
の
で
流
行
病
、

感
染
症
が
少
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
事
を
見
る
と
、
こ
の
地
域
は
、
感
染
症
が
少
な
く
て

も
い
ろ
ん
な
意
味
で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が

一
八
八
六
年
の
大
流
行
の
中
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
取
り
上
げ
方

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
は
こ
れ
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
日
出
新

す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
が
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、

そ
の
記
事
の
中
で
こ
の
地
域
は
こ
ん
な
ひ
ど
い
地
域
な
ん
だ
と
い
う

こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
時
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
典

型
的
な
書
き
方
で
す
。
と
こ
ろ
が
で
す
。
資
料
の
３
は
五
月
二
八
日

の
中
外
電
報
の
新
聞
記
事
で
す
。

　
「
府
下
愛
宕
郡
柳
原
荘
は
旧
穢
多
の
居
住
せ
る
と
こ
ろ
に
し
て
、

其
不
潔
な
る
こ
と
最
も
甚
し
く
、
一
た
び
其
荘
を
過
る
と
き
は
悪
臭

三
日
鼻
辺
を
去
ら
ず
と
い
へ
る
位
の
処
な
る
も
、
是
れ
迄
窒
扶
斯
、

赤
痢
、
虎
列
剌
等
の
流
行
病
あ
る
に
際
し
、
其
割
合
に
患
者
少
な
き

は
何
如
な
る
故
に
や
と
疑
ふ
程
な
る
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ

の
地
域
は
、
貧
し
い
か
ら
伝
染
病
が
流
行
る
可
能
性
が
あ
る
と
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は
さ
ほ
ど
患
者
は
発
生
し
て
い
な
い
と

書
い
て
い
る
。
患
者
が
少
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
記
事
な
の
で
す
。

傍
線
を
引
き
ま
し
た
が
、「
同
荘
に
て
は
古
来
一
の
習
慣
あ
り
て
、

老
若
男
女
の
別
な
く
都
て
浴
場
に
勉
強
し
、
多
く
浴
湯
す
る
も
の
は
、

一
日
の
中
三
、
四
回
、
少
き
も
の
も
亦
一
日
の
中
一
回
の
浴
湯
を
な

さ
ざ
る
も
の
な
し
」
と
、
こ
の
地
域
で
は
多
い
人
は
一
日
に
三
回
も

四
回
も
お
風
呂
に
入
る
、
だ
か
ら
実
は
清
潔
な
ん
だ
と
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。「
今
一
つ
は
同
荘
の
も
の
は
昔
よ
り
牛
肉
を
食
す
る
の
習

慣
あ
る
が
為
に
自
然
消
化
の
早
く
、
身
体
を
健
康
に
す
る
に
足
る
も

感染症と差別
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の
か
ど
う
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
た
だ
こ
の
住
民
が
頑
固
で
あ
る
と
か
不
潔
で
あ
る
と
か
と
い
っ

た
こ
と
だ
け
は
強
調
さ
れ
て
い
て
、
こ
う
い
う
記
事
は
毎
年
の
よ
う

に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
地
域
を
指
し
て
「
新
平
民
」
と

直
接
的
な
表
現
に
な
っ
た
い
た
の
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
「
貧
民
部
落
」

と
い
う
言
い
方
も
出
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
記
事
を
も
う
少
し
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
。
資
料
７
で

す
。「
貧
民
部
落
の
巡
回

　
下
京
区
内
に
於
て
、
貧
民
の
巣
窟
と
呼

ば
る
る
元
一
、
七
、
八
、
二
十
一
、
二
十
八
、
三
十
三
の
各
組
々
は
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
下
京
区
の
学
区
の
番
号
な
ん
で
す
け
ど
、
元

一
と
い
う
の
は
下
京
第
一
学
区
、
乾
学
区
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

「
七
」
が
有
済
で
す
。「
八
」
が
粟
田
と
い
う
よ
う
に
番
号
が
つ
い

て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
学
区
は
、「
不
断
よ
り
し
て
疫

病
抔
の
恐
れ
あ
る
場
所
柄
な
れ
ば
、
こ
の
際
一
層
の
注
意
を
要
す
べ

し
」
と
こ
ん
な
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
地
域
を
指
し
た
偏
見
の

あ
ら
わ
れ
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
学
区
の
番
号
を
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
被
差
別
部
落
だ
け
で
は
な
く
、
市
内
の
あ

ち
こ
ち
に
貧
民
部
落
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
が
わ
か
る
史
料
を
見
て
み
ま
す
。
資
料
10
で
す
。

　
「
京
都
市
内
に
於
て
、
貧
民
の
団
居
し
て
」
と
あ
り
ま
す
。
団
居

聞
や
さ
き
ほ
ど
の
京
都
滋
賀
新
報
の
方
が
、
立
憲
政
党
新
聞
や
中
外

電
報
な
ど
よ
り
も
、
よ
り
偏
見
が
強
い
と
思
い
ま
す
。
中
外
電
報
の

場
合
に
は
、
な
ぜ
こ
う
い
っ
た
地
域
で
も
、
伝
染
病
、
感
染
症
の
患

者
が
少
な
い
の
か
と
い
う
問
い
か
け
を
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

ど
ち
ら
も
偏
見
を
煽
っ
て
い
る
と
い
え
ば
い
え
る
の
で
す
が
、
微
妙

に
書
き
ぶ
り
が
違
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
、『
近
代
日
本
と

公
衆
衛
生
』
の
中
で
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
『
京
都
の
部
落
史
』
の
調
査
の
成
果
も
利
用
さ
せ
て
頂
き

な
が
ら
、
感
染
症
の
記
録
を
色
々
と
検
討
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

○
「
貧
民
の
種
類
」

　
こ
う
し
た
作
業
の
中
で
私
が
着
目
し
た
の
は
、
資
料
６
の
日
出
新

聞
の
記
事
で
す
。
一
八
九
〇
年
で
す
。
一
八
八
六
年
の
大
流
行
に
続

く
四
年
後
の
流
行
で
す
が
、「
貧
民
部
落
の
衛
生
幻
灯
会
」
と
い
う

見
出
し
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、「
洛
西
葛
野
郡
朱
雀
野
村
字
北
小
路

は
新
平
民
部
落
に
し
て
、
随
分
貧
民
の
多
き
所
な
る
が
、
目
下
虎
列

拉
病
蔓
延
の
折
柄
、
有
志
者
中
該
部
落
を
危
険
に
思
ふ
も
の
多
く
、

同
村
長
以
下
役
場
員
も
屡
々
該
部
落
に
出
張
し
て
説
諭
を
加
へ
た
れ

ど
も
、
村
民
等
は
馬
耳
東
風
と
聞
き
流
し
、
毫
も
清
潔
法
を
行
ふ
の

場
合
に
至
ら
ざ
り
き
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
感
染
症
が
流
行
っ
た
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羅
、
安
井
前
、
一
貫
町
、
鞘
町
等
に
し
て
、
町
数
百
廿
三
町
、
戸
数

二
千
四
百
廿
七
戸
、
人
口
八
千
百
五
十
四
人
」
と
非
常
に
具
体
的
な

地
名
を
列
挙
し
て
、町
数
だ
け
で
な
く
、戸
数
も
こ
と
細
か
く
挙
が
っ

て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
貧
民
部
落
は
幅
広
く
捉
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
そ
の
中
に
は
被
差
別
部
落
で
あ
っ
た
り
、
旧

非
人
小
屋
な
ど
も
含
ま
れ
て
は
い
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
新
聞
記
事
や
行
政
文
書
な
ど
を
使
っ
て
、
い
く
つ
か
地

図
を
作
成
し
ま
し
た
（
資
料
４
）（
資
料
５
）。
こ
れ
は
『
近
代
日
本

と
公
衆
衛
生
』
に
掲
載
し
て
い
る
地
図
で
す
。
近
代
化
が
進
ん
で
、

あ
る
程
度
全
国
各
地
で
資
本
主
義
化
が
進
む
と
労
働
者
が
全
国
各
地

を
移
動
し
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
困
窮
し
た
人
々
も
、
か
つ
て
の

よ
う
に
非
人
小
屋
と
い
っ
た
特
定
の
場
所
に
と
ど
ま
ら
ず
、
安
宿
に

集
ま
っ
た
り
、
飯
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
転
々
と
し
た
り
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
変
化
の
中
で
、
特
定
の
地
域
に
対
す
る
見
方

も
年
を
追
っ
て
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
地
図
で
示
そ
う
と
し
ま
し
た
。
京
都
の
場
合
、
地
域
が
限
ら

れ
て
く
る
の
で
は
っ
き
り
と
し
た
変
化
が
と
ら
え
に
く
い
の
で
す
が
、

た
と
え
ば
、
安
宿
の
営
業
許
可
が
さ
れ
て
い
る
地
域
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
と
、
資
料
４
の
よ
う
な
地
図
に
な
り
ま
す
。
木
賃
宿
の
規
制

に
関
わ
る
規
則
の
改
正
を
手
が
か
り
に
変
化
を
追
っ
た
も
の
で
す
。

し
て
と
い
う
の
は
集
団
で
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。「
一
部
落
を
形

づ
く
り
、
自
ら
別
天
地
を
成
せ
る
も
の
其
数
実
に
少
か
ら
ず
。
即
ち

所
謂
貧
民
部
落
に
し
て
、
上
京
区
に
於
け
る
松
永
町
、
白
竹
町
、
松

屋
町
、
下
京
区
に
於
け
る
天
部
、
一
貫
町
、
大
仏
前
、
白
糸
町
の
如

き
是
な
り
。
凡
そ
是
等
の
地
は
陋
穢
狭
隘
を
極
は
め
、
古
来
常
に
乞

丐
、
屠
児
、
小
偸
、
攫
客
、
悪
漢
、
亡
頼
の
徒
」
と
、
特
定
の
地
名

を
挙
げ
て
犯
罪
者
の
巣
窟
だ
と
決
め
つ
け
る
記
事
が
平
気
で
掲
載
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
す
が
、
明
治
時
代
の
記
事
で
は
珍
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
地
名
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
今
日
で
い
う

被
差
別
部
落
、
先
ほ
ど
の
言
い
方
で
い
う
と
「
旧
穢
多
」
と
か
「
新

平
民
」
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
つ
一
つ
を
調
べ
て
み

る
と
元
は
非
人
小
屋
だ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
で

な
い
と
こ
ろ
、
安
宿
の
集
ま
っ
た
地
域
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
幅

広
く
「
貧
民
部
落
」
と
い
う
地
域
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　
資
料
11
も
同
じ
よ
う
な
記
事
で
す
。
こ
れ
も
「
貧
民
部
落
の
取
調

べ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
も
う
一
八
九
四
年
で
す
が
、「
下
京
区
役

所
に
て
は
、
清
潔
法
執
行
に
付
き
区
内
の
貧
民
部
落
を
調
査
中
な
り

し
が
、
昨
日
を
以
て
完
結
し
た
り
。
聞
く
所
に
拠
れ
ば
、
同
区
の
貧

民
部
落
と
称
す
る
は
、
重
に
大
仏
前
、
寺
裏
、
天
部
、
蹴
上
、
六
波

感染症と差別
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れ
ま
す
。
ど
こ
に
移
動
し
た
か
と
い
う
と
大
仏
前
、
地
図
で
い
い
ま

す
と
現
在
の
京
都
国
立
博
物
館
の
周
辺
に
移
動
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
大
仏
前
や
、
島
原
の
東
側
に
あ
た
る
一
貫
町
界
隈
に
貧
し
い
人

た
ち
が
集
ま
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
一
八
九
五
年
、
明
治
二
八
年
で
す

が
、
規
則
が
改
め
ら
れ
許
可
地
域
を
変
更
し
ま
し
た
。
ど
う
変
え
た

か
と
い
う
と
、
下
京
区
で
は
一
貫
町
だ
け
を
許
可
し
た
わ
け
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
大
仏
前
の
木
賃
宿
を
禁
止
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
大
仏
前
を
禁
止
し
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
後
ほ
ど
の

話
に
関
わ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
一
八
九
五
年
は
岡
崎
で
博
覧
会
が

開
か
れ
た
年
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
京
都
駅
か
ら
岡
崎
に
博
覧
会

を
見
に
全
国
か
ら
観
光
客
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

実
際
、
こ
の
年
に
は
百
万
人
以
上
の
人
が
京
都
に
来
る
の
で
す
が
、

そ
の
人
た
ち
が
大
仏
前
の
近
く
を
通
る
と
困
る
の
で
、
通
り
道
で
は

な
い
一
貫
町
の
方
だ
け
を
許
可
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
安
宿
、
木
賃
宿
に
関
す
る
政
策
と
い
う
面
だ
け
で
い
い
ま
す
と
、

こ
の
よ
う
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
一
貫
町
の
安
宿
も
一
九
〇
九
年
、
明
治
四
二
年
に
は
禁
止

さ
れ
ま
す
。
で
は
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
た
人
た
ち
は
ど
こ
へ
行
っ
た

か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
崇
仁
地
区
を
は
じ
め
と
す
る

被
差
別
部
落
の
周
辺
に
集
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま

　
先
ほ
ど
、
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
た
年
と
し
て
一
八
八
六
年
を
取
り

上
げ
ま
し
た
が
、
木
賃
宿
の
規
制
が
始
ま
る
の
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の

年
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
ど
こ
で
木
賃
宿
を
営
業
し
て
も
良
か
っ
た

の
で
す
が
、
こ
の
一
八
八
六
年
に
宿
屋
取
締
規
則
が
設
け
ら
れ
、
許

可
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
し
か
木
賃
宿
を
営
業
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
地
図
で
い
う
周
辺
部
の
大
仏
前
と
か
一
貫
町
と

か
、
そ
れ
か
ら
上
京
の
北
の
は
ず
れ
、
そ
れ
か
ら
出
町
周
辺
、
西
陣

に
も
許
可
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
だ
け
が

許
可
さ
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
木
賃
宿

を
営
業
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
一

八
八
六
年
で
す
。
こ
れ
の
意
味
す
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い

ま
す
と
、
先
ほ
ど
「
貧
民
部
落
」
と
し
て
い
ろ
ん
な
地
域
が
挙
が
っ

て
い
ま
し
た
が
、
京
都
で
は
や
は
り
三
条
通
り
界
隈
に
安
宿
が
非
常

に
多
か
っ
た
の
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
旧
非
人
小
屋
だ
っ
た
と

こ
ろ
も
含
ま
れ
ま
す
が
、
東
海
道
の
街
道
筋
に
あ
た
る
蹴
上
な
ど
に

も
安
宿
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
一
八
八
六
年
の
宿
屋
取
締
規
則
の

狙
い
は
、
こ
う
し
た
安
宿
が
目
立
っ
て
い
た
三
条
通
か
ら
安
宿
を
排

除
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
安
宿
の
経
営
者
は
別
の
場
所
に
移
っ
て
い
か
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
貧
民
も
移
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
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患
者
を
見
つ
け
次
第
避
病
院
に
隔
離
す
る
と
い
う
も
の
で
、
隔
離
さ

れ
た
ら
ほ
と
ん
ど
の
患
者
が
隔
離
先
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た

が
っ
て
、
患
者
や
そ
の
家
族
は
隔
離
さ
れ
る
こ
と
を
忌
避
し
て
、
感

染
し
た
こ
と
を
隠
そ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
悪
循
環
を
繰
り
返
し
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
を
医
者
や
巡
査
な
ど
が
強
引
に
隔
離
し
よ
う
と
す

る
と
、
家
族
な
ど
が
反
発
し
て
騒
動
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
患
者
を
見
つ
け
次
第
隔
離
す
る
と
い
う
や
り
方
に
は
限
界
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
、
一
八
八
六
年
頃
に
な
る
と
交
通
遮
断
法
、
つ
ま
り
患
者

が
発
生
し
た
町
の
出
入
り
口
を
規
制
し
て
、
人
々
が
通
行
で
き
な
く

す
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
家
や
患
者
を
お
さ
え
る
の
は
限
界
が
あ
る

の
で
、
町
内
を
広
く
お
さ
え
よ
う
と
い
う
や
り
方
を
し
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
患
者
の
い
る
家
は
一
軒
か
二
軒
で
も
、
町
内
全
体
が
交
通
で

き
な
く
な
る
の
で
、
感
染
と
関
係
が
な
い
米
屋
や
八
百
屋
ま
で
商
売

が
で
き
な
く
な
る
。
で
す
か
ら
、
交
通
遮
断
法
は
確
か
に
患
者
本
人

の
抵
抗
感
は
少
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
町
じ
ゅ
う
の
人
が

困
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
町
民
か
ら
反
発
が
起
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
現
在
の
コ
ロ
ナ
対
策
で
も
起
き
て
い
る
、
感
染
症
対
策

と
経
済
対
策
と
の
間
の
矛
盾
と
い
う
問
題
と
共
通
す
る
も
の
で
し
た
。

同
じ
よ
う
に
、交
通
遮
断
法
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

す
。
一
九
〇
九
年
の
段
階
と
い
い
ま
す
の
は
、
被
差
別
部
落
の
大
半

が
京
都
市
内
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
の
ち
の
崇
仁
地
区
も
京
都

市
内
で
は
な
く
、
紀
伊
郡
柳
原
町
と
い
う
京
都
市
に
隣
接
し
、
独
立

し
た
町
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
京
都
市
を
対
象
と
す
る
木
賃
宿
の

規
制
は
及
ば
な
か
っ
た
。
京
都
市
は
一
貫
町
界
隈
で
の
営
業
を
禁
止

し
た
だ
け
で
す
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
柳
原
町
周
辺
の
安
宿
に
貧

困
者
が
集
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
見
る
と
、
貧
困
者
の
移
動
も

偶
然
で
は
な
く
、
意
図
的
、
政
策
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
た
だ
、
例
外
的
に
上
京
の
北
の
方
に
は
ず
っ
と
木
賃
宿
の
営
業
が

許
可
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
り
ま
し
た
。
興
味
を
持
っ
た
私
は
、
こ

の
地
域
に
聞
き
取
り
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
上
京
の
北
辺

の
木
賃
宿
は
雲
ケ
畑
な
ど
か
ら
の
花
や
野
菜
の
行
商
人
が
宿
泊
す
る

と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
、「
貧
民
部
落
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
「
貧
民
部
落
」、
そ
う
い
う
呼
称
と
い
う

の
は
や
は
り
感
染
症
が
流
行
っ
て
い
る
時
期
に
頻
繁
に
み
ら
れ
ま
す
。

感
染
症
が
流
行
っ
た
時
に
そ
の
対
策
と
し
て
消
毒
的
清
潔
法
と
い
う

予
防
策
が
盛
ん
に
使
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と
、
一
八
七
七
年
な
ど
ご
く
初
期
の
コ
レ
ラ
対
策
と
い
う
の
は

感染症と差別
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に
対
す
る
偏
見
を
強
め
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
思
い
ま
す
。

○
「
貧
民
部
落
」
再
考

　
「
貧
民
部
落
」
と
い
う
呼
称
を
主
に
追
い
か
け
て
き
ま
し
た
。
少

し
細
か
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
京
都
で
「
貧
民
部
落
」
と
い
う
言

葉
が
初
め
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
先
ほ
ど
読
ん
だ
資
料
６
の
「
貧
民

部
落
の
衛
生
幻
灯
会
」
の
記
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

全
国
的
に
見
る
と
「
貧
民
部
落
」
と
い
う
言
葉
は
神
戸
で
初
め
て
用

い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
そ
の
記
事
を

引
用
し
て
お
き
ま
し
た
。『
神
戸
又
新
日
報
』
と
い
う
新
聞
に
、
一

八
八
六
年
の
大
流
行
の
年
に
連
載
さ
れ
た
「
虎
列
剌
病
発
因
取
調
報

告
書
摘
要
」
と
い
う
記
事
の
三
回
目
で
し
た
。
記
事
の
一
部
を
紹
介

し
ま
す
。

　
「
以
下
に
貴
要
す
る
」
と
い
う
書
き
出
し
の
意
味
は
わ
か
り
に
く

い
の
で
す
が
、「
排
泄
物
の
実
況
即
ち
厠
圊
の
遺
構
に
就
き
て
論
述

せ
ん
と
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
ト
イ
レ
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
神
戸
の
ス
ラ
ム
の
ト
イ
レ
に
つ
い
て
「
論
述
せ
ん
と
す
」

と
あ
り
、
続
け
て
「
夫
れ
下
等
社
会
の
貧
民
部
落
の
厠
圊
は
通
常
数

戸
の
供
用
に
属
し
、
其
不
潔
汚
穢
な
る
こ
と
実
に
云
ふ
べ
か
ら
さ
る

て
き
た
。
そ
こ
で
、
一
八
九
〇
年
代
に
な
っ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の

は
感
染
症
が
起
こ
る
前
に
消
毒
を
奨
励
し
よ
う
と
い
う
、
消
毒
的
清

潔
法
で
し
た
。

　
そ
う
す
る
と
、
ま
だ
患
者
は
発
生
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
こ
を
消

毒
す
る
こ
と
が
効
果
的
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
危

険
視
さ
れ
て
い
る
地
域
に
消
毒
を
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
先

ほ
ど
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
地
域
が
危
な
い
ぞ
と
い
う
と
こ

ろ
に
集
中
し
て
対
策
を
取
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は

先
ほ
ど
か
ら
新
聞
記
事
を
見
て
い
る
と
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
流
行

の
実
態
と
は
異
な
る
ん
で
す
ね
。
予
断
や
偏
見
に
左
右
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
そ
の
消
毒
的
清
潔
法
が
行
わ
れ
た
地
域
と
い
う
の
を
資
料
５

の
地
図
に
落
と
し
て
い
っ
た
ん
で
す
が
、
三
条
通
り
界
隈
、
鴨
川
東

岸
の
三
条
通
り
界
隈
に
こ
の
よ
う
な
消
毒
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
東
山
南
部
地
域
一
帯
、
さ
ら
に
は
先
ほ
ど
の
一
貫
町
、
島
原
の

東
側
。
そ
れ
か
ら
二
条
城
の
周
辺
、
こ
の
あ
た
り
は
や
は
り
京
都
市

内
の
中
で
は
町
は
ず
れ
で
貧
し
い
人
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
西
陣
の
南
部
、
さ
ら
に
西
陣
の
北
側
の
柏
野
な
ど
、
そ
う
い
っ

た
と
こ
ろ
に
消
毒
的
清
潔
法
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た

地
域
を
「
貧
民
部
落
」
と
名
指
し
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
予
防
策
が

ま
っ
た
く
無
意
味
だ
っ
た
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
あ
る
特
定
の
地
域
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く
の
一
事
あ
り
」、「
貧
民
部
落
」
は
厄
介
な
地
域
を
指
す
呼
称
と
い

う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
地
域
を
括
っ
て
し
ま
う
の
に
は
問

題
も
あ
る
と
い
う
の
で
す
。「
そ
れ
は
若
し
其
部
落
に
し
て
一
町
悉

く
貧
民
の
み
な
ら
ば
さ
る
こ
と
な
き
も
、
中
に
二
三
の
毫
商
紳
士
あ

る
も
之
に
貧
民
部
落
の
称
呼
を
付
す
る
の
場
合
」
に
問
題
だ
と
い
う

の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
地
域
が
貧
民
ば
か
り
だ
っ
た
ら
問
題

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
問
題
だ

と
思
う
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
る
地
域
を
「
貧
民
部
落
」
と
呼

ん
で
予
防
的
に
消
毒
を
す
る
と
き
に
、
そ
の
中
に
裕
福
な
住
民
も
含

ま
れ
て
し
ま
う
の
が
問
題
だ
と
い
う
指
摘
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
此

等
は
真
に
其
当
を
得
ざ
る
も
の
に
し
て
」、
そ
の
裕
福
な
家
に
ま
で

消
毒
を
す
る
と
い
う
の
は
問
題
だ
と
し
て
、
地
域
内
の
「
紳
商
其
人

に
対
し
て
は
実
に
御
気
の
毒
の
至
な
り
と
は
記
者
も
常
々
懸
念
し
つ
ゝ

あ
り
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
な
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
頃
日
一

の
好
実
例
あ
り
し
、
則
ち
曩
に
我
京
都
市
参
事
会
よ
り
来
廿
八
年
衛

生
上
の
諮
問
に
対
し
京
都
医
会
衛
生
支
会
」
か
ら
の
答
申
が
あ
っ
た

が
、
そ
の
中
に
「
貧
民
部
落
大
清
潔
法
執
行
の
一
項
あ
り
て
」、
と

く
に
「
貧
民
部
落
」
に
大
清
潔
法
を
す
べ
き
だ
と
い
う
項
目
が
あ
る

の
で
す
が
、「
其
ケ
所
を
列
記
」
し
て
い
る
中
に
「
一
貫
町
」
も
あ

の
惨
状
を
呈
す
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
要

す
る
に
、
ス
ラ
ム
の
ト
イ
レ
は
共
同
ト
イ
レ
な
の
で
た
い
へ
ん
汚
い

と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、「
貧
民
部
落
」
が
感

染
症
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
京
都
に
も
こ
う
い
う
呼
称
が
入
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
起

こ
っ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
レ
ジ
ュ
メ
に
一
八
九

四
（
明
治
二
七
）
年
の
『
京
都
医
事
衛
生
誌
』
と
い
う
医
師
や
衛
生

家
の
雑
誌
の
記
事
を
引
用
し
ま
し
た
。

　
「
貧
民
部
落
の
称
呼
」、
貧
民
部
落
と
い
う
呼
び
方
に
つ
い
て
と

い
う
記
事
で
す
。
こ
の
記
事
も
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
す
。「
我

京
都
に
は
従
来
一
種
称
呼
あ
り
」、
京
都
に
は
ひ
と
つ
の
呼
び
方
が

あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
則
ち
貧
民

部
落
と
曰
ふ
是
な
り
、
蓋
し
国
民
の
義
務
を
果
さ
ヾ
る
細
民
の
巣
窟

の
謂
に
し
て
居
処
の
不
潔
言
ふ
可
か
ら
す
、
故
に
市
参
事
会
」、
京

都
市
会
の
有
力
議
員
ら
に
よ
る
会
議
で
す
が
、
そ
こ
で
「
夏
期
殊
に

伝
染
病
流
行
等
に
際
し
て
は
此
地
に
大
清
潔
法
を
執
行
す
る
」
と
い

う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

感
染
症
に
よ
る
流
行
が
危
険
視
さ
れ
て
い
る
地
域
を
消
毒
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
に
は
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
で

す
。「
随
分
厄
介
の
土
地
柄
な
る
が
、
茲
に
此
称
呼
に
付
妥
当
を
欠

感染症と差別
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百
万
人
以
上
の
人
、
旅
行
者
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
年
な
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
医
者
の
間
で
は
こ
の
年
は
感
染
症
の
流
行
が
起
こ
り
や
す

い
危
険
な
年
だ
と
問
題
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で

医
師
た
ち
は
衛
生
上
の
留
意
点
を
提
言
し
て
い
ま
し
た
。
資
料
の
６

は
、
ま
さ
に
こ
の
時
の
提
言
の
項
目
を
掲
げ
た
も
の
で
す
。

　
第
１
と
し
て
、
避
病
院
の
新
設
。
避
病
院
と
い
う
の
は
隔
離
病
院

の
こ
と
で
す
。
流
行
が
始
ま
っ
た
最
初
の
頃
は
急
い
で
隔
離
場
所
を

作
っ
て
そ
こ
に
患
者
を
連
れ
て
い
く
、
し
か
し
多
く
の
患
者
は
間
も

な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
多
く
の
患
者
が
生
き
て
帰
れ
な
い
の
で
、

避
病
院
に
隔
離
さ
れ
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

避
病
院
は
、
最
初
は
大
徳
寺
だ
と
か
妙
心
寺
と
い
っ
た
人
家
か
ら
離

れ
た
寺
院
に
仮
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
毎
年
の
よ
う
に
伝
染
病
、
感
染

症
の
流
行
が
起
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
避
病
院
を
公
的
施
設
と
し
て

行
政
が
整
備
す
べ
き
と
の
議
論
が
起
き
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
上
京

は
聚
楽
、
下
京
は
日
吉
に
設
置
す
る
よ
う
に
な
り
、
仮
設
か
ら
常
設

へ
と
議
論
が
進
ん
で
き
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
感
染
症
の
流
行
が
下

火
に
な
る
と
、
喉
元
過
ぎ
れ
ば
と
い
う
た
と
え
の
通
り
、
い
つ
の
間

に
か
議
論
が
消
え
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う

し
た
病
院
常
設
の
議
論
か
ら
発
展
し
た
の
が
、
現
在
の
京
都
市
立
病

院
で
す
。
で
す
か
ら
市
立
病
院
と
か
、
公
立
病
院
と
い
う
の
は
も
と

る
と
い
い
ま
す
。
一
貫
町
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
何
度
も
述
べ

て
い
る
よ
う
に
島
原
の
す
ぐ
東
側
の
一
地
域
で
、
こ
の
文
章
で
も
、 

「
元
来
此
一
貫
町
は
松
原
通
よ
り
花
屋
町
に
至
る
四
町
余
の
連
町
」

と
述
べ
て
い
る
地
域
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
を
子
細
に
見
る
と
、「
一

二
細
民
の
長
屋
を
除
く
外
何
れ
も
中
等
以
上
の
紳
商
居
住
せ
る
所
」

だ
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
確
か
に
貧
し
い
人
が
住
ん

で
い
る
長
屋
、
木
賃
宿
も
あ
る
の
で
す
が
、
多
く
は
中
流
以
上
の
裕

福
な
人
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
を
「
貧
民
部
落
」
と
呼
ぶ
の
は
問

題
が
あ
る
と
い
う
論
旨
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
医

師
や
衛
生
家
の
雑
誌
の
中
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
つ
ま
り
現
場
で
は
そ
の
都
度
、
問
題
も
感
じ
な
が
ら
対
策
を
年
々

変
化
さ
せ
な
が
ら
一
八
九
四
年
に
ま
で
至
り
、
こ
の
よ
う
に
あ
ら
か

じ
め
危
険
視
さ
れ
て
い
る
地
域
を
名
指
し
し
て
抑
え
込
ん
で
い
こ
う

と
い
う
や
り
方
が
こ
こ
数
年
と
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

が
、同
時
に
、そ
の
弊
害
に
つ
い
て
も
少
し
ず
つ
指
摘
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
今
の
文
章
の
中
で
、「
来
廿
八
年
衛
生
上
の
諮
問
」
と
書
か
れ
て

い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
い
い
ま
す
と
、
明
治
二
八
年
、
一
八
九

五
年
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
博
覧
会
の
年
、
平
安
遷
都
千
百

年
の
紀
念
祭
と
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
岡
崎
で
行
わ
れ
そ
こ
に
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「
日
誌

　
四
月
一
日

　
午
後
一
時
ヨ
リ
西
池
市
医
」。
市
医
と
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
紀
念
祭
や
博
覧
会
に
備
え
て
、
京
都
市
が
嘱
託

し
た
医
師
の
こ
と
で
す
。
博
覧
会
を
開
催
す
る
の
で
、
感
染
症
流
行

の
危
険
性
が
高
ま
る
と
し
て
、
こ
の
時
期
だ
け
医
師
に
報
酬
を
払
い
、

市
内
の
見
回
り
を
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
西
池
と
い
う

医
師
と
、
こ
の
報
告
書
を
記
し
て
い
る
医
師
と
が
一
緒
に
仕
事
を
始

め
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
ず
、「
上
京
区
役
所
ニ
出
頭
」
と
あ

り
ま
す
。
四
月
一
日
と
い
う
の
は
こ
の
活
動
の
初
日
な
ん
で
す
。「
上

京
区
役
所
ニ
出
頭
、
後
藤
衛
生
主
任
書
記
ニ
面
会
、
一
般
ノ
打
合
セ

ヲ
ナ
シ
、
中
立
売
警
察
署
ニ
出
頭
、
篠
田
衛
生
主
任
警
部
ニ
面
会
」

と
い
う
こ
と
で
、
区
役
所
と
警
察
署
に
衛
生
主
任
が
い
て
、
具
体
的

な
打
合
せ
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
上
長
者
町
警
察
署
ニ
出
頭
、

橋
本
署
長
、
賀
古
衛
生
主
任
警
部
ニ
面
会
、
何
レ
モ
一
般
ノ
打
合
ヲ

ナ
シ
、
西
池
市
医
ト
別
レ
」
ま
し
た
。
一
通
り
の
打
合
せ
が
済
む
と
、

二
人
の
医
師
は
分
担
地
域
に
別
れ
て
巡
回
し
ま
し
た
。
西
池
と
別
れ

た
医
師
は
そ
の
後
、「
堀
川
警
察
署
ニ
出
頭
、
岩
佐
衛
生
主
任
警
部

ニ
面
談
」
し
、
初
日
は
打
合
わ
せ
だ
け
で
終
わ
り
ま
し
た
。

　
「
二
日

　
午
前
十
時
卅
分
上
京
区
役
所
ニ
出
張
シ
上
京
区
内
不
潔

部
落
ノ
調
査
ヲ
ナ
シ
」
と
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
管
轄
地
域
の
ど

こ
が
危
険
視
さ
れ
て
い
る
地
域
か
と
い
う
聞
き
取
り
を
し
て
、「
十

も
と
感
染
症
対
策
と
し
て
、
と
く
に
貧
し
い
人
々
へ
の
対
策
と
し
て

整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
続
け
て
、
第
２
消
毒
所
の
設
置
、
第
３
街
路
の
衛
生
と
あ

り
、
そ
の
次
の
第
４
番
目
に
、
貧
民
部
落
の
大
清
潔
法
を
行
わ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
こ
の

博
覧
会
の
年
の
前
年
に
行
わ
れ
た
提
言
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
博
覧
会

が
終
わ
っ
た
後
、
医
師
た
ち
は
も
う
一
度
提
言
を
し
ま
す
。
資
料
の

７
に
項
目
だ
け
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
市
医
意
見
書
」
と
い

う
の
で
す
が
、
そ
の
項
目
は
格
段
に
詳
細
な
も
の
と
な
り
、
貧
民
部

落
に
大
清
潔
法
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
大
雑
把
な
予
防
策
は
見
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
一
年
間
の
い
ろ
ん
な
経
験
を
経
て
、
衛
生

上
の
対
策
と
し
て
本
当
に
重
要
な
こ
と
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
体
験
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
も
う
か

が
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

○
一
八
九
五
年
の
巡
回
記
録
を
読
む

　
そ
こ
で
、
こ
の
機
会
に
、
こ
の
年
の
医
師
ら
の
実
体
験
の
様
子
を

紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
資
料
の
⑥
で
す
。
史
料
は
手
書
き
で
読
み
に
く
い
も
の
で
す
の
で
、

レ
ジ
ュ
メ
に
は
そ
の
読
み
起
こ
し
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

感染症と差別
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巡
視
ハ
此
ノ
方
針
ヲ
採
ラ
ン
ト
ス
」
と
、「
不
潔
部
落
」
を
巡
視
し

な
が
ら
、
巡
視
の
着
眼
点
を
具
体
的
に
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
記
録

を
残
し
た
の
は
島
田
弥
一
郎
と
い
う
医
師
で
、
市
医
の
リ
ー
ダ
ー
格

の
人
物
で
し
た
。
そ
の
島
田
が
、
自
ら
進
ん
で
「
不
潔
部
落
」
の
巡

視
を
実
行
に
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
島
田
が
着
眼
点
と
し
て
あ
げ
た
の
は
、「
飲
料
水

　
下
水

　
便
所 

家
屋
内
空
気
支
線
ノ
関
係
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に

基
づ
い
て
、「
寺
裏
」
を
巡
視
し
た
結
果
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

し
た
。

　
「
通
称
寺
裏
部
落
ハ
飲
用
水
ハ
水
質
ノ
良
否
肉
眼
ヲ
以
テ
鑑
識
シ

難
キ
モ
、
井
戸
ノ
構
造
多
ク
ハ
ヨ
リ
走
リ
元
ノ
構
造
又
タ
可
ナ
リ
」。

ま
あ
ま
あ
良
好
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
次
に
、
下
水
に
つ
い
て

も
記
し
て
い
ま
す
。

　
「
近
頃
改
造
シ
タ
ル
モ
ノ
多
シ
、
下
水
ハ
概
シ
テ
不
潔
物
滞
留
シ

衛
生
上
妨
害
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
十
中
八
九
ナ
リ
、
便
所
ハ
小
便
所

ハ
多
ク
ハ
甚
シ
キ
不
都
合
ナ
キ
モ
大
便
所
ハ
糞
壺
ノ
破
潰
セ
ル
ア
リ
」、

「
漆
喰
ノ
破
レ
タ
ル
モ
ア
リ
、
桶
ヲ
用
ヒ
タ
ル
モ
ア
リ
テ
十
中
八
九

ハ
不
適
当
ニ
シ
テ
掃
除
ノ
不
行
届
言
語
同
断
ナ
リ
」。
破
損
し
て
い

た
り
、
掃
除
が
行
き
届
い
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ
ま
り
良
い
状
態
で

は
な
い
こ
と
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
時
中
立
売
警
察
署
ニ
出
頭
、
篠
田
警
部
、
鈴
木
、
芝
村
両
衛
生
専

務
巡
査
ト
新
町
派
出
所
部
内
不
潔
部
落
巡
査
ノ
打
合
ヲ
ナ
シ
、
正
午

十
二
時
退
帰
」、
ひ
と
ま
ず
昼
休
憩
を
取
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
続
い
て
、「
卅
分
河
原
警
察
署
ニ
出
頭
、
森
署
長
ニ
面
会
、

一
般
ノ
打
合
ヲ
ナ
シ
」、「
松
原
警
察
署
ニ
出
頭
、
土
持
所
長
ニ
面
会
、

一
般
ノ
打
合
ヲ
ナ
シ
、
来
ル
四
日
通
称
天
部
及
ヒ
寺
裏
部
内
不
潔
部

落
巡
査
ノ
打
合
ヲ
ナ
シ
、
現
在
腸
窒
扶
私
患
者
ノ
調
査
ヲ
ナ
ス
、
午

後
二
時
卅
分
退
帰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
記
し
て
い
る
人

物
は
市
内
の
警
察
署
を
回
り
、
巡
視
の
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
四
日
に
は
、「
通
称
天
部
及
ヒ
寺
裏
」
と
い

う
被
差
別
部
落
や
そ
の
隣
接
地
域
に
巡
視
に
行
く
た
め
の
準
備
も
始

め
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
四
月
四
日
の
記
録
に
移
り
ま
す
。

　
「
午
前
九
時
松
原
警
察
署
ヘ
出
頭
、
衛
生
専
務
巡
査
永
戸
一
雄
ト

共
ニ
〔
具
体
的
な
町
名
略
〕
派
出
所
ニ
到
リ
、
同
派
出
所
詰
巡
査
四

木
又
八
ニ
案
内
ヲ
托
シ
〔
町
名
略
〕（
通
称
寺
裏
）、〔
町
名
略
〕（
通

称
天
部
）
ノ
不
潔
部
落
ヲ
巡
視
ス
、
主
ト
シ
テ
裏
長
屋
ヲ
視
察
ス
、

表
家
ハ
参
考
ノ
為
メ
五
六
戸
ヲ
巡
視
シ
タ
ル
ノ
ミ
、
巡
視
シ
タ
ル
裏

長
屋
通
計
七
ケ
所
ナ
リ

　
本
日
ノ
巡
視
ハ
一
般
衛
生
上
ノ
視
察
ヲ
ナ

ス
目
的
ナ
ル
ヲ
以
テ
左
ノ
諸
項
ニ
着
目
セ
リ
、
今
後
モ
不
潔
部
落
ノ
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た
だ
し
、
次
の
記
録
は
寺
裏
の
住
民
ら
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
を

高
く
評
価
し
た
も
の
で
す
。

　
「
両
部
落
ト
モ
注
意
ス
ヘ
キ
件
ハ
或
ハ
直
接
ニ
或
ハ
巡
査
ヲ
以
テ

説
諭
シ
タ
リ

　
本
日
ノ
巡
視
中
〔
町
名
略
〕
九
番
戸
ノ
卅
戸
余
ア
ル

裏
長
屋
ニ
テ
掃
除
番
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
市
内
ニ
行
ハ
ル
ル
日
行
事
ノ
如
キ

方
法
ニ
テ
施
ケ
日
々
順
番
ニ
テ
井
戸
端
走
リ
元
等
ノ
掃
除
ヲ
ナ
シ
、

当
番
ノ
家
ノ
入
口
ニ
掃
除
番
ト
記
シ
タ
ル
木
札
ヲ
掲
ク
ル
ノ
方
法
ヲ

実
行
ス
ル
ヲ
見
タ
リ
、
其
方
法
極
メ
テ
便
利
ニ
シ
テ
有
益
ナ
リ
ト
考

ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
其
長
屋
ニ
ハ
更
ニ
便
所
ヲ
モ
加
ヘ
テ
ナ
ス
コ
ト
ヲ

勧
告
シ
、
他
ノ
巡
視
シ
タ
ル
裏
長
屋
ニ
モ
此
ノ
掃
除
番
ノ
方
法
ヲ
実

施
ス
ル
コ
ト
ヲ
勧
告
シ
タ
リ
」

　
つ
ま
り
、
寺
裏
の
あ
る
町
の
九
番
戸
に
あ
る
裏
長
屋
は
、
三
十
戸

も
の
家
が
軒
を
連
ね
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
住
民
ら
同
士

で
掃
除
番
と
い
う
も
の
を
選
ん
で
井
戸
な
ど
の
清
潔
に
気
を
つ
け
て

い
る
た
め
に
、
思
い
の
ほ
か
清
潔
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
島
田

は
、
後
日
こ
の
町
の
習
慣
を
衛
生
自
治
の
模
範
的
な
活
動
と
し
て
、

広
く
知
ら
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
史
料
を
読
ん
で
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
な
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
改
め
て
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
京
都
市
に
嘱
託
さ
れ
た
医
師
ら
が
残
し
た
記

　
さ
ら
に
床
下
の
掃
除
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

　
「
床
下
ハ
清
潔
法
施
行
後
ナ
ル
ヲ
以
テ
案
外
清
潔
ナ
リ
、
家
屋
内

空
気
ノ
流
通
ハ
一
方
口
ノ
家
ニ
テ
ハ
悪
シ
キ
モ
他
ハ
可
ナ
リ
」。
床

下
は
「
案
外
清
潔
」
だ
っ
た
が
、
空
気
の
流
通
、
す
な
わ
ち
換
気
が

悪
い
と
い
う
の
で
す
。

　
「
斯
ル
一
方
口
ノ
家
ニ
シ
テ
北
側
ハ
稍
光
線
足
ル
モ
南
側
ノ
家
ハ

光
線
不
充
分
ナ
リ
、
表
家
ニ
シ
テ
中
等
ノ
生
活
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ハ
便
所

下
水
其
他
ノ
掃
除
能
ク
行
届
テ
通
常
ノ
民
家
ヨ
リ
清
潔
ナ
リ
」。
島

田
ら
は
、
裏
長
屋
ま
で
一
軒
一
軒
具
体
的
に
見
て
回
り
ま
し
た
が
、

い
ろ
い
ろ
と
課
題
は
あ
り
つ
つ
も
、
と
く
に
表
通
り
に
面
し
た
家
の

便
所
や
下
水
は
「
通
常
ノ
民
家
ヨ
リ
」
掃
除
が
で
き
て
い
る
と
、
率

直
に
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
次
の
記
事
も
、「
存
外
掃
除
等
モ
行
届
キ
」
と
評
価
し
て
い
ま
す
が
、

清
潔
法
の
効
果
を
強
調
す
る
記
述
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
殊
ニ
土
間
ハ
何
レ
漆
喰
ト
セ
ザ
ル
所
ナ
リ
シ
テ
衛
生
上
益
ス
ル

点
多
シ

　
天
部
部
落
ハ
寺
裏
部
落
ト
大
差
ナ
キ
モ
概
シ
テ
不
潔
ノ
度

甚
シ
ク
大
便
所
如
キ
ハ
殆
ト
見
ル
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
モ
ノ
十
中
八
九
ナ
リ 

両
部
落
ト
モ
不
潔
ハ
不
潔
ナ
ル
モ
其
生
活
程
度
ト
今
日
迄
一
種
ノ
習

慣
ア
ル
ト
ニ
比
ス
レ
バ
存
外
掃
除
等
モ
行
届
キ
殊
ニ
床
下
等
ハ
清
潔

ニ
シ
テ
清
潔
法
施
行
ノ
効
果
歴
然
タ
リ
」
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空
気
」
つ
ま
り
空
気
の
流
通
、
煙
突
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
近
く

に
公
園
が
あ
る
か
。「
第
２

　
土
地
」
こ
れ
は
土
地
柄
で
す
が
、
溝

が
あ
る
か
、
下
水
の
流
れ
込
む
排
水
溝
が
あ
る
か
と
か
、
ゴ
ミ
の
収

集
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
か
。「
上
水
」「
下
水
」、「
市
区
」
と
い

う
の
は
都
市
計
画
に
関
わ
る
こ
と
で
す
の
で
少
し
広
い
意
味
に
な
り

ま
す
が
、「
衣
服
」
は
ど
う
か
と
か
、
そ
れ
か
ら
「
飲
食
物
」
と
い

う
項
目
の
中
で
は
、
例
え
ば
肉
桂
水
だ
と
か
蜜
柑
水
の
品
質
だ
と
か
、

「
第
９
」
は
着
色
料
を
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
関

心
を
広
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、「
貧
民
部
落
」
を
こ
と
さ
ら

に
危
険
視
す
る
よ
う
な
項
目
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
ま
す
。

　
以
上
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
契
機
に
、
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
た
史
料

の
一
部
で
す
が
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

重
要
性
を
考
え
る
上
で
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
人
々
が
人
と
の
接
触
を
避
け

る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
医
療
関
係
者
や
介
護
の
仕
事
な

ど
福
祉
関
係
の
方
た
ち
は
人
と
の
接
触
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
社
会
が
維
持
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

明
治
初
年
の
虎
列
剌
流
行
の
際
に
も
、
医
師
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
コ

ロ
ナ
以
上
の
恐
怖
心
の
中
で
、
医
療
活
動
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
と

録
で
す
が
、
以
前
に
も
目
を
通
し
て
い
た
は
ず
の
記
録
だ
っ
た
の
で

す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
医
師
や
看
護
士
な
ど
と
い
っ
た
医
療
関
係
者
、

介
護
な
ど
福
祉
関
係
の
方
た
ち
の
活
動
で
社
会
が
支
え
ら
れ
た
こ
と

を
再
認
識
す
る
こ
と
で
、
コ
レ
ラ
流
行
時
の
医
師
ら
の
活
動
の
重
要

性
に
も
あ
ら
た
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
時
、
市
医
を
ま
と
め
て
い
た
の
は
島
田
弥
一
郎
と
い
う
医
師

で
し
た
が
、
島
田
を
中
心
に
六
人
か
ら
十
人
ほ
ど
の
医
師
ら
が
手
分

け
を
し
て
市
内
を
巡
回
し
、
体
調
を
崩
し
た
旅
行
者
を
介
抱
し
た
り
、

料
理
店
や
露
店
の
衛
生
状
態
を
確
認
し
た
り
、「
貧
民
部
落
」
を
視

察
し
た
り
し
ま
し
た
。
医
師
ら
は
、「
貧
民
部
落
」
を
巡
視
す
る
際

に
は
偏
見
を
抱
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
そ
の
場

を
訪
れ
る
と
、
井
戸
や
便
所
、
畳
の
下
や
床
下
な
ど
を
隅
々
ま
で
点

検
し
、
そ
の
状
態
を
き
わ
め
て
客
観
的
に
記
録
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど

も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
致
死
率
が
非
常
に
高
い
コ
レ
ラ
に
罹
る
可

能
性
を
い
と
わ
ず
、
医
師
ら
は
訪
ね
た
家
々
や
料
理
屋
、
湯
屋
な
ど

を
丁
寧
に
視
察
し
た
の
で
す
。
医
師
ら
は
、
こ
の
記
録
を
四
月
か
ら

始
め
、
十
月
頃
ま
で
継
続
し
て
付
け
続
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
先

ほ
ど
の
資
料
７
の
よ
う
に
市
医
の
意
見
書
と
い
う
の
を
ま
と
め
て
い

ま
す
。

　
ど
う
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
最
初
は
「
第
１
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思
い
ま
す
。「
貧
民
部
落
」
を
危
険
視
す
る
こ
と
で
、
特
定
地
域
に

対
す
る
偏
見
を
強
め
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
の
時
期
の
防
疫
策
で
す

が
、
実
際
に
防
疫
活
動
に
携
わ
っ
た
医
師
た
ち
は
、
裏
長
屋
の
隅
々

に
ま
で
巡
視
の
足
を
の
ば
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
貧
民

部
落
」
の
便
所
や
井
戸
、
畳
や
床
下
な
ど
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
点
検
し

て
歩
く
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
偏
見
を
克
服
し
つ
つ
、
献
身
的
に

取
り
組
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
貴
重
な
史
料
で
す
の
で
、
今
後
も
こ
の
史
料
を
さ
ら
に
読
み
進
め

な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
社
会
を
も
う
少
し
見
直
し
て
み
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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資料１

資料１～７は『新装版 近代日本と公衆衛生―都市社会史の試み―』

（雄山閣，2018年）より
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資料２
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資料３
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資料４

資料５
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資料６

資料７
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資料１～11は『京都の部落史』第６巻（京都部落史研究所，1984年）より
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資料３
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資
料

５
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資料７ 資料６
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資料11

資料10
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資料①

田中緑江編『明治文化と明石博高翁』

（1942年）

資料②

『大阪日報』

1881年11月19日付
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資料③

『近代都市の衛生環境（京都府）』第３巻

（近現代資料刊行会，2010年）

No Image
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資料④

『日本立憲政党新聞』

1882年9月10日付

資料⑤

『京都滋賀新報』

1882年9月10日付
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資料⑥　「京都市参事会議決書1895年」より
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