
動
を
律
し
て
つ

ぎ
の

よ
う
に
い

う
。

「
身
を
謹
し
み
、

お
こ

な
い

を
正
し
、

自
尊
自
重
す
る
こ

と
、

外
で

仕
事
す
る
夫
に

内
顧
の

煩
い

を
も
た
せ

な
い

よ
う
家
政
を
巧
み
に
つ

か
さ
ど
る
こ

と
、

世
の

中
に

目
を
向
け
、

尽
力
し
て

国
家
の

進
歩
を
助
け
る
こ

と
、

そ
の

た
め
に

学
問
を

し
、

早
く
智
徳
を
養
う
こ

と
、

そ
の
一

環
と
し
て

男
子
の

演
説
会
な
ど
に

参
加
す
る
こ

と
、

」

（
資
料
編
13

近
代
・

現
代
⑶
二

四
）。

こ

の

愛
甲
婦
女
協
会
に

つ

い

て

の

詳
細
は
不
明
で

あ
る
が
、

難
波
惣
平
の

妹
で

天
野
政
立

の

妻
八
重
や
山
川
一

郎
の

妻
え
ん
な
ど
の

よ

う
な
、

「
民
権
活
動
家
の

妻
と
し
て

夫
の

活
動

を
理
解
し
、

支
え
た
女
性
た
ち
」
を
中
心
に

設
立
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
お

り
、

そ
れ
は
全

国
的
に

も
珍
し
い

（
大
畑
哲
「
明
治
女
性
史
に

関
す
る
二
つ

の

新
史
料
－
景
山
英
子
と
相
州
の

婦
人

民
権
運
動
－
」『
神
奈
川
県
史
研
究
』
二
八
）。

神
奈
川
県
の

自
由
党
の

中
心
人
物
で

あ
っ

た
南
多
摩
郡
野
津
田
村
の

石
坂
昌
孝
の

長
女
ミ

ナ
（
後
の

北
村
透
谷
夫
人
）
も
、

ま
た
そ

う
し
た
女
性
の
一

人
で

あ
っ

た
。

弟
の

公
歴
が
大
阪

事
件
に

関
係
し
て
ア
メ

リ
カ
に

逃
亡
し

て

い

た
一

八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
七
月
、

横
浜
共

立
女
学
校
の

卒
業
式
で

ミ

ナ

は
、

「
自
由
を
張
る
に

女
も
亦
責
任
あ
り
」
と
題
す
る
卒
業
演

説
を
お
こ

な
っ

て
い

る（『
女
学
雑
誌
』
第
六
八
号
、

一

八
八
七
年
七
月
二

十
三
日

）。

そ
し
て
、

こ

の

よ
う
な
女
性
の

動
き
は
、

県
内
各
地
に

散
見
さ
れ
る

よ
う
に

な
る
。

た
と
え
ば
、

一

八
八
九
（
明
治
二
十
二

）
年
八
月
二
十
四
日
、

橘
樹
郡
高
津
村
溝
ノ

口
で

開
か
れ
た
政
談
演
説
会
に

は
十
余
名
の

女
性

が
参
加
し
て
い

る
（『
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
二
年
八
月
二
十
六
日
付
）。

愛甲婦女協会設立趣意書・申合規則　 難波春美氏蔵
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「
女
権
拡
張
の

方

法
如

何
」

女
性
に

よ
る
女
権
へ

の

め
ざ
め
が
告
げ
ら
れ
る
な
か
で
、

こ

れ
ま
で
の

民
権
運
動
を
反
省
し
、

女
権
に

も
目
を
む
け
よ
う
と
す

る
主
張
が
出
さ
れ
て

く
る
。

一

八
八
五
（
明
治
十
八

）
年
八
月
二

十
三
日
か
ら
十
回
に

わ
た
っ

て
、

『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
の

社
説
欄
に
、

「
女
権
拡
張
の

方
法
如
何
」
と
い

う
長
文
の

論
説
が
掲
載
さ
れ
た
。

こ

の

論
は
、

東
洋
に
お
け
る
女
権
不
振
の

原
因
を
仏
教
・

儒
教
・

男
子
の

三
者
に

求
め
、

か
つ

こ

れ
ま
で

の

民
権
運
動
に
つ

い

て
、

「
民
権
の

文

字
ハ

男
女
を
兼
ぬ

可
き
の

道
理
な
れ
ど
も
世
人
民
権
と
云
ヘ

バ
一

般
に

男
子
に

属
す
る
者
と
黙
認
せ

り
」
と
批
判
し
、

女
権
を
男
権
と
と
も
に

併
せ

て

追
求
す
べ

き
こ

と
を
主
張
す
る
。

そ
し
て
、

女
権
拡
張
の

方
法
を
つ

ぎ
の

三
点
に

求
め
た
。

一

つ

は
教
育
、

一

つ

は
職
業
、

一

つ

は
財
産
所
有
で

あ
る
。

女
子
教
育
を
必
要
と
す
る
論
に

は
、

と
く
に

目
新
し
い

こ

と
は
な
い
。

し
か
し
職
業
に

つ

い

て
、

女
性
が
「
一

身
樹
立
」、
「
自
然
に

自
分
の

見

識
を
立
つ

る
」
た
め
に

不
可
欠
の

も
の

と
し
て

強
調
し
た
こ

と
は
、

注
目
に

値
す
る
。

そ
の

際
に

論
者
は
、

男
女
の

能
力
に

差
の

な
い

こ

と
を
全
国

三
千
余
人
の

女
教
師
の

存
在
を
も
っ

て

示
し
、

に

も
か
か
わ
ら
ず
女
性
の

職
業
と
し
て

現
在
あ
る

も
の

が
、

都
市
の

洗
濯
営
業
・

音
曲
師
・

女
髪
結
・

産
婆
・

農
村
の

粗
末
な
木
綿
織
ぐ
ら
い

し
か

な
い
。

だ
か
ら
経
済
的
に

父
母
や
夫
の

厄
介
と
な
る
以
外
方
法
が
な
く
、

そ
の
こ

と
が
ま
た
結
婚

や
離
婚
の

さ
い

に

自
分
の

意
志
を
通
す
こ

と
が
で

き
な
い

原
因
で

あ
る
、

と
指
摘
す
る
。

そ
し

て
、

当
面
、

女
性
の

進
出
す
べ

き
職
業
分
野
と
し
て
、

小
学
校
教
授
・

電
信
技
術
・

郵
便
信
書
取

扱
事
務
・

各
種
病
院
看
病
の

事
務
・

活
版
・

筆
製
造
・

木
綿
織
物
・

絹
織
物
レ

ー
ス

製
造
な
ど
を

あ
げ
る
の

で

あ
っ

た
。

財
産
所
有
は
、

職
業
と
同
じ
論
理
で

そ
の

必
要
が
説
か
れ
て
い

る
。

女
性

の

職
業
進
出
に

よ
る
財
産
形
成
と
あ
い

ま
ち
、

持
参
金
を
含
め
て
、

結
婚
の

段
階
で

妻
の

財
産
を

髪結姿　 八木蔦雨氏蔵
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登
録
す
る
こ

と
、

ま
た
、

封
建
時
代
の

遺
習
で

あ
る
長
子
単
独
相
続
制
を
や
め
、

女
子
に

も
男
子
と
等
し
く
財
産
を
分
配
し
、

相
続
さ
せ
る
よ
う
に

主
張
し
た
。

こ

の

論
に

は
、

文
明
の

進
歩
に

は
男
権
と
と
も
に

女
権
が
必
要
で

あ
る
と
い

う
文
明
論
的
観
点
や
、

文
明
化
を
「
殖
産
主
義
」
に

よ
っ

て

な
し
と

げ
よ
う
と
い

う
基
調
が
あ
る
。

立
憲
改
進
党
系
の

新
聞
に
ふ
さ
わ
し
い

ブ
ル

ジ
ョ

ア

自
由
主
義
の

女
権
論
と
い

え
な
く
も
な
い
。

ま
た
、

女
性
の

参

政
権
に

言
及
し
て
い

な
い

と
こ

ろ
か
ら
、

社
会
改
良
主
義
的
な
女
権
論
と
も
い

え
る
。

し
か
し
、

当
時
の

女
性
が

お

か

れ
て

い

た
状
態
か
ら
す
れ

ば
、

女
性
の

社
会
的
主
体
と
し
て
の

形
成
を
具
体
的
に

促
す
積
極
的
な
意
味
を
も
っ

て
い

た
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

そ
れ
は
、

や
や
男
性
の

民
権

論
に
ひ
き
ず
ら
れ
て

天
下
国
家
を
性
急
に

論
じ
が
ち
で

あ
っ

た
と
は
い

え
、

愛
甲
婦
女
協
会
の

叫
び
と
根
底
に
お
い

て

共
通
す
る
も
の

を
も
っ

て
い

よ
う
。

女
権
へ

の

め
ざ
め
は
、

神
奈
川
県
の

地
で

も
こ

の

よ
う
に

生
ま
れ
つ

つ

あ
っ

た
が
、

自
由
民
権
運
動
の

崩
壊
と
と
も
に
、

そ
の

芽
は
つ

み
と
ら
れ

て
い

っ

た
。

二

　
社
会
の

中
の

女
性

自
覚
的
女
性
の
生
誕

石
坂
ミ

ナ
が
通
っ

て
い

た
横
浜
の

共
立
女
学
校
と
と
も
に
、

同
地
の

ミ

ッ

シ
ョ

ン

ス

ク

ー
ル

と
し
て

有
名
な
も
の

に
フ
ェ

リ
ス

英
和
女
学
校
が
あ
る
。

同
校
は
、

ア
メ

リ
カ
か
ら
伝
導
師
ブ
ラ
ウ
ン

に

伴
わ
れ
て

来
日
し
た
ミ

ス
・

キ
ダ
ー
に

よ
り

創
立
さ
れ
た
。

そ
の

は
じ
め
、

キ
ダ
ー
が
横
浜
の
ヘ

ボ
ン

塾
で

教
え
は
じ
め
た
と
き
か
ら
、

そ
の

も
と
で

勉
学
に
い

そ
し
ん
だ
一

少
女
が
い

る
。

名

を
島
田
か
し
子
と
い

っ

た
。

彼
女
は
会
津
若
松
藩
士
の

娘
で

あ
っ

た
が
、

横
浜
の

織
物
商
山
城
屋
の

番
頭
大
川
甚
兵
衛
に

養
わ
れ
、

大
川
の

姓
で

通
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っ

て
い

た
。

以
来
学
ぶ
こ

と
十
余
年
、

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
六
月
、

フ

ェ

リ
ス

英
和
女
学
校
の

第
一

回
の

卒
業
式
が
開
か
れ
た
と
き
、

高
等
科

の

卒
業
証
書
を
手
に

し
た
。

英
語
と
国
文
学
の

成
績
は
優
秀
で
、

す
で
に

卒
業
の

二
、

三
年
前
か
ら
助
教
を
勤
め
て
い

た
。

卒
業
後
も
七
年
間
に

わ

た
っ

て

同
校
で

教
鞭
を
と
り
、

そ
の

か
た
わ
ら
巌
本
善
治
の

主
宰
す
る
『
女
学
雑
誌
』
に

若
松
賤
子
な
ど
の

筆
名
で

翻
訳
作
品
を
載
せ

て
い

た
（
フ

ェ

リ
ス

女
学
院
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
フ

ェ

リ
ス

女
学
院
百
年
史
』
二
九
、

五
〇
ペ

ー

ジ
、

一

九
七
〇
年
九
月
、

フ

ェ

リ
ス

女
学
院
）。

多
く
の

明
治
の

先
覚
女
性
が
そ
う
で

あ
っ

た
よ
う
に
、

高
い

知
見
を
身
に
つ

け
る
た
め
、

勉
学

に

か
く
も
長
い

年
月
を
打
ち
こ

ん
で
い

っ

た
こ

と
自
体
、

ど
ん
な
に
か
苦
労
の

多
か
っ

た
こ

と
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
彼
女
は
、

そ
の

知
見
に

よ
っ

て

社
会
的
に

目
覚
め
て
い

っ

た
新
し
い

女
性
で

あ
っ

た
。

『
女
学
雑
誌
』
は
、

キ
リ
ス

ト
の

教
え
に

基
づ
い

て

女
性
の

天
性
を
開
発
す
る
こ

と

を

目
的
に
、

一

夫
一

婦
制
や
廃
娼
を
主
張
し
、

女
性
の

経
済
的
独
立
と
精
神
的
自
立
を
説
い

た
最
初

の

婦
人
雑
誌
で

あ
っ

た
。

彼
女
は
一

八
八
九
（
明
治
二
十
二

）
年
、

巌
本
善
治
と

結
婚
し
、

『
女
学

雑
誌
』
の

編
集
に

携
わ
る
と
と
も
に
、

巌
本
が
校
長
で

あ
る
明
治
女
学
校
で

教
え
る
よ
う
に

な
っ

た
。

日
本
最
初
の

女
流
英
文
学
者
・

翻
訳
家
と
し
て
、

バ

ー
ネ
ッ

ト
の

『
小
公
子
』
を
は
じ
め
多

く
の

翻
訳
を
し
、

ま
た
児
童
向
け
の

創
作
も
書
い

た
が
、

女
性
の

地
位
向
上
を
め
ざ
し
て
の

た
ゆ

ま
ぬ

活
動
も
行
な
っ

て

い

る
（
若
松
賤
子
に
つ

い

て

は
前
掲
書
の

ほ
か
、

昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究

室『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
二
巻
〈
一

九
五
六
年
〉
参
照
）。

彼
女
は
肺
炎
の

た
め
三
十
三
歳
の

若
さ
で

世
を
去
っ

た
。

短
い
一

生
で

あ
っ

た
と
は
い

え
、

近

代
に
お
け
る
自
覚
的
女
性
の

生
誕
を
示
し
て
い

た
。

そ
れ
が
横
浜
の

地
で

は
ぐ
く
ま
れ
た
の

で

あ

女学校の卒業式　 『フエリス女学校60年史』から
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る
。

女
子
の

就
学
傾
向

し
か
し
、

若
松
賤
子
の

よ
う
な
人
は
稀
で

あ
り
、

尋
常
小
学
校
の

教
育
す
ら
受
け
ら
れ
な
い

女
子
が
少
な
く
な
か
っ

た
。

だ

が
、

日
清
戦
争
後
に

な
る
と
女
子
の

就
学
率
も
急
速
に

向
上
し
、

一

九
〇
二
（
明
治
三
十
五

）
年
に

は
八
〇
㌫
に

達
し
た
。

そ

の

背
景
に
、

政
府
の

強
制
的
勧
奨
が
あ
っ

た
が
、

社
会
状
況
の

変
化
が
ま
た
そ
れ
を
必
然
な
ら
し
め
て

も
い

た
。

一

九
〇
二
（
明
治
三
十
五

）
年
の

秋
、

『
横
浜
新
報
』
の

あ
る
記
者
は
、

ル

ポ
ル

タ

ー

ジ
ュ

を
書
く
た
め
に

県
内
各
地
を
ま
わ
っ

て
い

た
。

都
筑
郡

中
里
村
の

長
津
田
で
、

休
息
の

た
め
に

あ
る
粗
末
な
家
屋
の

敷
居
を
ま
た
い

だ
と
き
、

八
十
歳
近
い

老
人
が
少
女
に

書
物
を
教
え
て
い

る
場
面
に

出

く
わ
し
た
。

少
女
は
『
国
民
新
読
本
二

』
の

復
習
を
し
て
い

る
の

で

あ
っ

た
。

記
者
が
、

感
心
だ
ね
、

と
声
を
か
け
る
と
、

か
た
わ
ら
の

老
人
は
、

お

初
と
い

う
十
一

歳
に

な
る
こ

の

孫
娘
の

身
の

上
を
、

つ

ぎ
の

よ
う
に

話
し
だ
し
た
。

お

初
は
、

父
が
死
ぬ

と
母
が
実
家
に

帰
っ

て

し

ま
っ

た
た

め
、

四
歳
の

と
き
か
ら
祖
父
母
に

育
て

ら
れ
た
。

も
の

心
が
つ

い

た
こ

ろ
か
ら
学
校
に

出
た
い

と
し
き
り
に
せ
が
ん
だ
が
、

そ
の

日
の

生
活
に

も
困

る
状
態
な
の

で
、

学
校
ど
こ

ろ
の

話
で
は
な
か
っ

た
。

し
か
し
村
の

子
供
た
ち
の

学
校
通
い

を
み
る
に
つ

け
、

う
ら
や
ま
し
く
て

し
か
た
な
く
、

祖

母
の

袖
に

す
が
っ

て

学
校
に

出
し
て

く
れ
と
頼
み
つ

づ
け
た
。

考
え
て

み
れ
ば
、

今
日
は
宿
場
の

棒
端
に
つ

る
し
て

あ
る
草
鞋
に
ま
で

ち
ゃ

ん
と
一

束
二

銭
の

高
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い

る
時
世
で

あ
る
。

こ

の

ま
ま
で

製
糸
の

女
工
に

出
し
て

も
自
分
の

周
囲
の

分
別
す
ら
つ

か
な
い

よ
う
で

は
か
わ

い

そ
う
だ
し
、

ま
た
後
に

な
っ

て

父
母
が
い

な
か
っ

た
か
ら
と
悔
や
ま
れ
て

も
い

け
な
い

と
思
い
、

今
年
か
ら
学
校
に

出
し
て

や
っ

た
。

自
分
が
休

め
と
い

わ
な
い

限
り
、

お

初
は
弁
当
を
つ

く
っ

て

や
れ
な
い

と
き
で

も
学
校
へ

い

く
。

お
く
れ
て

学
校
に

あ
が
っ

た
が
、

今
で

は
ど
う
や
ら
字
を
読

む
こ

と
が
で

き
る
よ
う
に

な
っ

て

き
た
、

と
（『
横
浜
新
報
』
明
治
三
十
五
年
十
月
二
十
三
日
付
）。

た
と
え
両
親
が
い

た
と
し
て

も
、

農
家
の

女
子
の

境
遇
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ

た
。

彼
女
ら
は
小
学
校
に

あ
が
る
年
ご
ろ
に

は
、

す
で

に

半
人

前
の

働
き
手
で

あ
る
。

下
の

幼
子
の

子
守
り
や
草
取
り
仕
事
な
ど
は
そ
の

代
表
的
な
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
し
て

「
水
呑
百
姓
」
と
い

わ
れ
た
小
作
農
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家
の

女
子
に

あ
っ

て

は
、

他
家
へ

子
守
奉
公
に

出
さ
れ
る
こ

と
も
珍
し
く
な
か
っ

た
。

だ
か
ら
「
学
校
に

出
す
」
こ

と
に

は
、

も
と
も
と
か

な
り
の

抵
抗
が
あ
っ

た
。

し
か
し
、

お

初
の

話
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の

子
ら
が
女
工
な
ど
に

な
っ

て

社
会
生
活
の

領
域
を
広
げ
て
ゆ
く
に
つ

れ
、

初
等

教
育
の

必
要
も
認
識
さ
れ
て
い

っ

た
の

で

あ
る
。

女
子
労
働
者
の
状
態

幕
末
か
ら
明
治
後
期
に

か
け
て

横
浜
で
は
茶
貿
易
が
栄
え
た
が
、

茶
の

輸
出
向
け
再
製
に

は
多
く
の

女
性
が
従
事
し
た
。

居
留
地
に

は
茶
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
製
茶
買
い

入
れ
の

外
国
商
館
が
あ
り
、

商
館
の

周
辺
に

茶
を
再
製
す

る
工
場
が
あ
っ

た
。

そ
の

工
場
を
お

茶
場
と
い

い
、

そ
こ

で

働
く
女
性
を
「
お
茶
場
女
」
と

呼
ん
で
い

た
。

茶
貿
易
の

も
っ

と
も
栄
え
た
一

八
九
〇
（
明
治
二
十
三

）
年
前
後
に

は
二
十
余
の

茶
屋
敷
が

あ
り
、

お
茶
場
に

あ
る
「
焙
爐
釜
」
の

数
は
五
千
に

及
ん
だ
と
い

わ
れ
る
。

し
た
が
っ

て

お

茶
場
女
も
そ
の

釜
数
に

匹
敵
す
る
だ
け
い

た
こ

と
に

な
る
が
、

三
割
方
は
男
性
で

あ
っ

た
の

で
、

女
性
の

数
は
三
、

四
千
人
で

あ
っ

た
。

彼
女
ら
の

労
働
は
五
時
か
ら
夕
方
の

四
、

五
時
ま
で

の

十
一

、

二
時
間
労
働
で
、

茶
を
焙

じ
る
仕
事
で

あ
る
た
め
常
に

熱
気
と
茶
い

ぶ
り
に

悩
ま
さ
れ
て

き
つ

か
っ

た
。

賃
金
は
当
時

の

水
準
か
ら
す
れ
ば
割
の

よ
い

も
の

で

あ
っ

た
が
、

こ

の

仕
事
は
恒
常
的
な
も
の

で

な
く
、

茶
の

と
れ
る
時
期
に

限
ら
れ
て
い

た
。

一

番
茶
が
出
た
四
〜
六
月
が
も
っ

と
も
忙
し
い

時
期

で
、

二
番
茶
以
降
は
生
産
量
を
し
だ
い

に

抵
下
さ
せ
、

十
月
に

は
工
場
が
閉
じ
ら
れ
る
。

こ
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の

よ
う
な
性
格
で

あ
っ

た
か
ら
、

そ
の

都
度
手
配
師
に

よ
っ

て

募
集
さ
れ
る
日
雇
稼
業
で

あ
っ

た
。

募
集
人
員
に

達
せ
ば
あ
と
は
失
職
と
な
る
の

で
、

横
浜
市
街
地
の

辺
隅
に

住
む
彼
女
た
ち
は
夜
の

明

け
ぬ

三
時
ご
ろ
か
ら
起
き
て

我
先
に
お

茶
場
の

門
前
に

ゆ
き
、

待
ち
な
ら
ん
だ
。

忙
し
い

時
に

は
、

逆
に
、

手
配
師
に

よ
る
彼
女
ら
の

争
奪
戦
も
み
ら
れ
た
。

こ

う
し
た
早
朝
の

光
景
が
横
浜
名
物
と
な

り
、

今
日
ま
で

も
「
お

茶
場
女
」
の

こ

と
が
語
り
つ

が
れ
て
い

る
（
横
浜
市
役
所
編
『
横
浜
市
史
稿
』
風

俗
編
五
八
〇
〜
五
八
三
ペ

ー
ジ
、

一

九
三
二

年
）。

お

茶
場
女
が
都
市
部
の

下
層
の

女
性
の

労
働
を
代
表
し
、

明
治
後
期
に

は
衰
退
し
て
い

く
も
の

で

あ
っ

た
の

に

対
し
、

貧
し
い

農
家
か
ら
生
み
出
さ
れ
、

神
奈
川
県
に
お
け
る
明
治
中
期
以
降
の

女
子

労
働
を
代
表
す
る
の

は
、

製
糸
・

紡
績
・

煙
草
に

従
事
す
る
女
子
労
働
者
で

あ
っ

た
。

『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に

よ
る
と
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に

は
、

女
子
労
働
者
を
働
か
せ

る

工
場
は
、

七
つ

の

製
糸
場
が
あ
る
だ
け
で

あ
っ

た
。

一

八
九
一

年
に

は
製
糸
場
が
十
三
と
な
り
、

翌

年
に

は
煙
草
関
係
の

十
九
社
が
新
設
さ
れ
、

女
工

を
雇
う
工
場
が
少
し
ず
つ

増
え
て
い

る
。

そ
し
て
日
清
戦
争
後
に

な
る
と
そ
の

数
は
急
増
し
、

一

八
九
六
（
明
治
二
十
九

）
年
に

は
、

四
十
一

の

製
糸
場
と
四
十
の

煙
草
工
場
が
女
工
を
使
う
に
い

た
っ

た
。

一

九
〇
一

（
明
治
三
十
四

）
年
に

は
、

製
糸

関
係
に
二
千
百
九
十
人
、

煙
草
関
係
に
三
百
二

十
五
人
、

製
糸
以
外
の

繊
維
・

織
物
・

綱
ロ

ー
プ
関
係
に

七
百
一

人
、

他
の

諸
会
社
に

は
百
八
十
七

人
、

合
計
す
る
と
三
千
人
を
超
え
る
女
性
が
工
業
会
社
で

働
い

て
い

た
。

こ

の

傾
向
は
や
む
こ

と
な
く
、

日
露
戦
争
後
の
一

九
〇
六
年
に

は
、

製
糸

関
係
四
十
八
工
場
に

働
く
女
工
が
二
千
三
百
九
十
六
人
、

労
働
人
夫
と
呼
ば
れ
る
下
働
き
の

女
工
が
七
十
六
人
、

製
糸
以
外
の

繊
維
・

織
物
関
係
五

工
場
に

働
く
女
工
が
五
百
三
十
八
人
、

綱
ロ

ー
プ
関
係
十
工
場
に

働
く
女
工
が
二
百
六
十
五
人
、

人
夫
が
九
人
、

刻
み
煙
草
関
係
二

十
九
工
場
に

働

製糸工場の女性たち（漸進社）　 八木正次氏蔵
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く
女
工
が
千
六
百
三
十
七
人
、

人
夫
が
一

人
、

そ
の

他
の

工
業
会
社
二

十
五
社
に

働
く
女
工
が
百
六
十
八
人
、

人
夫
が
百
三
十
五
人
で
、

合
計
百
十

七
工
場
に
五
千
二
百
二

十
五
名
の

女
性
が
働
い

て
い

た
。

同
年
の

神
奈
川
県
の

女
性
総
人
口

は
五
十
三
万
一

千
九
百
九
十
人
で

あ
る
か
ら
、

そ
の

約

一

㌫
が
女
子
労
働
者
と
し
て

働
い

て
い

た
こ

と
に

な
る
。

製
糸
は
鎌
倉
郡
・

高
座
郡
を
中
心
に

多
く
の

地
域
で

お
こ

な
わ
れ
、

そ
の

多
く
は
一

工
場
二
十
〜
五
十
名
の

女
子
労
働
者
を
雇
っ

て
い

た
が
、

高

座
郡
鵠
沼
村
に

あ
っ

た
若
尾
製
糸
場
（
一

八
九
五
年
創
立

）
に

は
二
百
三
十
名
の

女
工
が
お

り
、

百
人
以
上
の

女
工
を
使
っ

た
製
糸
場
は
、

ほ
か
に

も

五
つ

あ
っ

た
。

製
糸
以
外
の

繊
維
・

織
物
関
係
で

は
、

都
筑
郡
西
谷
村
の

富
士
瓦
斯
紡
績
株
式
会
社
（
富
士
紡

）保
土
ヶ

谷
工
場（
絹
紡
績
糸
、

一

九
〇
三

年
創
立

）
が
四
百
九
十
一

名
の

女
子
労
働
者
を
よ
う
し
、

一

工
場
当
た
り
の

女
工
数
で

県
下
最
大
を
誇
っ

た
。

刻
み
煙
草
関
係
は
中
郡
秦
野
町
を
中

心
と

し
て

お

り
、

一

九
〇
五
年
創
業
以
来
発
展
を
つ

づ
け
て
い

た
。

な
お
、

撚
糸
業
（
絹
糸
）
も
愛
甲
郡
愛
川
村
半
原
を
中
心
に

隆
盛
を
き
わ
め

た
。

だ
が
、

そ
の

生
産
組
織
は
前
近
代
的
な
も
の

で
、

一

八
九
三
年
、

相
陽
撚
糸
株
式
会
社
の

設
立
を
み
る
が
、

多
く
は
独
立
自
営
の

糸
屋
と
、

糸

屋
の

下
請
で

家
内
工
業
的
な
「
賃
撚
り
屋
」
で

生
産
さ
れ
つ

づ
け
、

多
く
の

女
性
が
従
事
し
た
。

こ

れ
ら
の

軽
工
業
に

属
し
て
い

る
業
種
で

は
、

男
子
労
働
者
よ
り
女
子
労
働
者
の

比
率
が
圧
倒
的
に

高
い
。

労
働
時
間
は
、

製
糸
関
係
で

ほ
ぼ
十

二
時
間
、

煙
草
関
係
は
十
時
間
、

富
士
紡
は
十
三
時
間
で

あ
っ

た
。

製
糸
女
工

の

賃
金
は
小
田
原
町
の

例
に

よ

る

と
、

日
給
に

し
て
、

四
十
五
銭

（
上

）、
四
十
銭
（
中
）、
三
十
五
銭
（
下

）
で

あ
り
、

農
作
日
雇
女
の

日
給
よ
り
五
銭
ず
つ

高
く
、

農
家
の

副
業
的
な
機
織
女
の

そ
れ
よ
り
十
銭
ず
つ

高
か
っ

た
。

農
作
日
雇
よ
り
高
い

こ

と
が
多
く
の

女
工
を
生
み
出
し
て

い

く
要
因
で

あ
っ

た
。

だ
が
、

製
糸
女
工

の

賃
金
よ
り
低
い

男
性
の

賃
金

は
、

『
統
計
書
』
に

載
っ

た
業
種
を
見
る
か
ぎ
り
、

見
ら
れ
な
い

の

も
実
情
で
、

女
性
の

賃
金
は
全
体
に

最
低
線
で

お
さ
え
ら
れ
て
い

た
。

神
奈
川
の

〝

女
工
哀
史
〞

そ
う
し
た
な
か
で
、

〝

女
工
哀
史
〞

の

世
界
も
ま
た
例
外
で

な
か
っ

た
。

富
士
紡
保
土
ヶ

谷
工

場
は
、

一

九
一

一

（
明

治
四
十
四

）年
、

女
工
二

千
八
百
十
四
人
、

男
工
七
百
五
十
四
人
を
よ
う
す
る
大
工
場
に

発
展
し
て
い

た
。

女
工
は
十
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四
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で

の

も
の

が

募
集
さ
れ
た
が
、

な
か
に

は
十
二
、

三
歳
の

少
女
も
い

た
。

労
働
時
間
は
十
二
時
間
（
う
ち
一

時
間
の

昼
食
時
間
が

あ
る

）
で
、

平
均
賃
金
は
二

十
九
銭
で

あ
っ

た
（『
神
奈
川
県
統
計
書
』）。

女
工
の

大
部
分
は
構
内
に

あ
る
寄
宿
舎
で

生
活
し
て
い

た
が
、

そ
の

状
況
は

「
一

種
の

牢
屋
」
で

あ
っ

た
。

勤
務
時
間
が
長
く
、

食
物
が
粗
悪
で

衛
生
設
備
も
行
き
届
か
な
い

た
め
、

年
中
病
人
が
絶
え
ず
、

つ

ね
に

七
、

八
百

名
の

病
人
が
い

た
。

と
こ

ろ
が
、

病
気
を
訴
え
て

も
会
社
は
な
か
な
か

認
め
ず
、

た
と
え
認
め
て

構
内
の

医
務
所
で

診
療
を
う
け
る
こ

と
に

な
っ

て

も
、

正
規
の

医
師
一

人
、

見
習
い

医
師
二
人
だ
け
な
の
で
、

形
ば
か
り
の

診
療
で

あ
っ

た
。

病
人
の

多
く
は
肺
結
核
・

気
管
支
炎
・

肋
膜
・

眼
病
・

脚
気
な
ど
で

あ
っ

た
。

彼
女
ら
は
病
魔
の

ほ
か
に

も
男
子
労
働
者
や
事
務
職
員
ら
の

「
色
魔
」
の

犠
牲
に

な
る
こ

と
が
少
な
く
な
く
、

休
息
時
間
に

お
け
る
監
督
人
の

束
〓
に

も
厳
し
い

も
の

が
あ
っ

て
、

安
息
の

場
す
ら
な
か
っ

た
。

だ
か
ら
、

女
工
の

逃
亡
も
少
な
く
な
か
っ

た
。

こ

の

有
様
は
、

新
聞
記
者
に
よ
っ

て

「
保
土
ヶ

谷
の

活
地
獄
」
と
報
じ
ら
れ
た
（
資
料
編

13

近
代
・

現
代
⑶
九
二

）。

女
工
の

逃
亡
や
自
殺
な
ど
の

悲
話
は
、

じ
つ

は
も
っ

と
前
の

日
清
戦
争
後
か

ら

起
こ
っ

て
い

る
。

一

九
〇
三
（
明
治
三
十
六

）
年
十
一

月
、

十
九

歳
の

製
糸
女
工
ま
つ

が
、

東
海
道
線
（
現
在

御
殿
場
線
）
の

松
田
付
近
の

線
路
に

身
を
投
げ
て

轢
死
す
る
と
い

う
事
件
が
あ
っ

た
。

彼
女
は
足
柄
上

郡
福
沢
村
斑
目
に

あ
る
露
木
佐
次
郎
経
営
の

製
糸
工
場
で

働
き
、

横
浜
に
い

る
母
へ

送
金
し
て
い

た
。

し
か
し
経
営
難
に
お
ち
い

る
と
、

露
木
は
賃

金
を
支
払
わ
な
く
な
っ

た
。

自
殺
の

前
日
、

ま
つ

は
母
へ

仕
送
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
、

露
木
に

半
分
で

も
よ
い

か
ら
払
っ

て

く
れ
る
よ

う
頼
ん
だ
が
一

蹴
さ
れ
、

あ
げ
く
に

前
々

か
ら
い

じ
め
ら
れ
て
い

た
露
木
の

妹
に

も
、

ど
な
り
ち
ら
さ
れ
、

思
い

あ
ま
っ

て

自
殺
し
た
の

だ
と
い

う

（『
横
浜
新
報
』
明
治
三
十
六
年
十
一

月
三
十
日

付
）。

夫
を
失
く
し
た
ま
つ

の

母
親
も
そ
れ
な
り
の

苦
労
を
し
て
い

た
に

ち
が
い

な
い
。

し
か
し
、

ま
つ

の

双
肩
に
一

家
の

生
計
が
か
け
ら
れ
て
い

た
こ

と
も
事
実
で

あ
っ

た
。

経
済
的
に

だ
け
で
は
な
く
、

精
神
的
・

人
格
的
に

も
経
営
者
に

隷
属
し
な
が

ら
女
工
生
活
が
つ

づ
け
ら
れ
て
い

た
。

半
原
の「
賃
撚
り
屋
」は
、

農
家
の

副
業
か
ら
出
発
し
た
家
内
工
業
で

あ
る
た
め
、

家
族
が
労
働
の

中
心
で
、

そ
の

手
不
足
を
補
う
た
め
に

三
〜
五
人
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の

女
工
を
三
年
、

五
年
の

年
期
で

雇
っ

た
。

住
み
込
み
で

家
族
同
様
の

融
和
関
係
が
あ
っ

た
と

さ
れ

る
。

だ
が
、

「
寒
い

つ

め
た
い

瓜
先
ァ

い

た

い

は
や
く
う
ぐ
い

す
啼
け
ば
よ
い

」
な
ど
の

「
管
巻
き
唄
」
に

み
え
る
よ
う
に
、

労
働
の

厳
し
さ
に

変
わ
り
は
な
か
っ

た
（
半
原
撚
糸
協
同
編
集
委

員
会
編
『
半
原
撚
糸
の

あ
ゆ
み
』
四
十
九
・

六
十
六
ペ

ー
ジ
、

一

九
七
二
年
）。

ま
つ

に

似
た
境
遇
に
お
か
れ
た
女
性
は
多
か
っ

た
。

そ
し
て

病
死
や
自
殺
、

あ
る
い

は
逃

亡
し
た
人
も
少
な
く
な
か
っ

た
。

し
か
し
、

多
く
の

女
工
は
そ
れ
で

も
耐
え
て

耐
え
ぬ
い

た
。

「
水
呑
百
姓
」
の

生
活
は
あ
る
意
味
で
は
も
っ

と
苦
し
い

も
の

で

あ
っ

た
し
、

少
し
で

も

金
が
は
い

り
生
計
の

足
し
に

な
る
道
を
求
め
て

耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

日
清
戦
争
後
女
工
の

虐
待
が
社
会
問
題
と
な
り
、

女
子
労
働
力
の

保
全
と
次
世
代
を
育
て

る
母
性
の

破
壊
防
止
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
、

女
子
の

深
夜
業
や
幼
年
労
働
を
禁

止
し
、

衛
生
状
態
を
改
善
す
る
こ

と
が
政
府
と
し
て

も
必
要
な
事
と
な
っ

た
。

工
場
法
の

制

定
作
業
は
農
商
務
省
を
中
心
に

進
め
ら
れ
た
が
、

資
本
家
の

反
対
は
猛
烈
を
き
わ
め
、

骨
抜

き
の

工
場
法
が
議
会
を
通
過
し
、

公
布
さ
れ
た
の

は
一

九
一

一

（
明
治
四
十
四
）
年
三
月
、

施
行

は
そ
れ
か
ら
ま
た
五
年
後
の

こ

と
で

あ
っ

た
。

こ

の

間
、

一

九
〇
二
（
明
治
三
十
五

）
年
に

政

府
が

「
工
場
法
案
ノ

要
領
」
を
作
成
し
、

商
工
会
議
所
等
に

諮
問
し
た
と
き
、

『
横
浜
新
報
』

の

社
説
は
、

工
場
の

衛
生
状
態
の

改
善
に

は
賛
意
を
表
し
た
が
、

労
働
時
間
の

制
限
、

深
夜

業
の

禁
止
な
ど
に
は
強
い

難
色
を
示
し
、

あ
え
て
、

女
工
虐
待
の

事
実
は
な
い

と
述
べ

て
い

る
（『
横
浜
新
報
』
明
治
三
十
五
年
八
月
二
十
九
日
付
、

同
年
九
月
二

十
一

日
付
）。
こ

の

意
見
の

底
に
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