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事
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し
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1 

は
じ
め
に

浮
浪
児
、
あ
る
い
は
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン
、
子
ど
も
ホ
l
ム
レ
ス
と
呼
ば
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
問
題
は
今
な
お
、
先
進
国
で
も

そ
う
で
な
い
地
域
で
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
日
本
で
は
子
ど
も
ホ
l
ム
レ
ス
は
発
見
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
「
保
護
」
さ
れ
る

た
め
、
統
計
デ

l
タ
上
は
存
在
し
な
い
。
一
方
で
、
こ
こ
数
年
の
一
九
歳
以
下
の
家
出
人
は
、
届
け
出
さ
れ
た
人
数
だ
け
で
も

コ
0
、
0
0
0
人
近
く
に
上
っ
て
お
り
、
路
上
生
活
と
一
時
的
で
あ
れ
関
わ
り
を
持
つ
可
能
性
が
古
川
い
、
あ
る
い
は
虐
待
や
そ
の
他
の
理

由
で
帰
る
家
を
持
た
な
い
子
ど
も
た
ち
が
日
本
に
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
o
H
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
家
を
持
た
な

い
子
ど
も
ホ
l
ム
レ
ス
に
限
ら
ず
、
虐
待
、
飢
餓
、
戦
争
、
病
気
、
遺
棄
な
ど
子
ど
も
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

一
九
世
紀
以
降
、
彼
ら
を
犠
牲
者
と
み
な
し
て
保
護
す
る
一
方
で
、
常
に
道
徳
や
法
と
秩
序
、
高
潔
な
家
族
を
脅
か
す
危
険
な
存
在
と
し

て
認
識
さ
れ
て
き
た
と
主
張
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
社
会
の
「
犠
牲
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
の
「
脅
威
」
で
あ
る
と
し
て
、
保

護
あ
る
い
は
隔
離
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
彼
ら
が
「
ス
ト
リ
ー
ト
」
と
い
う
犯
罪
と
近
い
場
所
に
住
み
、
貧
困
の
た
め
に

犯
罪
に
陥
り
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
都
市
化
と
工
業
化
を
背
景
に
、
都
市
へ
の
移
住
、
移
民
が
増
え
、
そ
う
し

た
子
ど
も
た
ち
が
急
速
に
増
加
し
た
一
九
世
紀
に
、
彼
ら
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
の
社
会
の
関
心
を
集
め
、
そ
の
処
遇
が
社
会
の
問
題

と
し
て
議
論
さ
れ
た
。

6-

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
浮
浪
児
は
、
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
に
「
宿
な
し
の
ご
ろ
つ
き
（
鬼
門
巾
2
旬
与
田
）
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
一
八
世
紀

に
は
す
で
に
彼
ら
の
保
護
を
掲
げ
た
ボ
ラ
ン
タ
リ
活
動
が
、
結
果
は
ど
う
あ
れ
展
開
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
七
五
六
年
設
立
の
海
事

協
会
（
富
山
江
口

m
F巳
2
1
は
困
窮
し
て
い
る
子
ど
も
を
海
軍
兵
士
や
船
乗
り
に
す
る
た
め
の
訓
練
を
提
供
し
て
い
た
し
、
一
七
八
八
年

に
設
立
さ
れ
た
博
愛
協
会
苛
E
E
S
S
E円

F
3
q）
は
犯
罪
少
年
と
犯
罪
者
の
子
ど
も
に
二
年
間
、
職
業
訓
練
を
施
し
た
。
浮
浪
者
・

浮
浪
児
の
た
め
に
寝
床
を
提
供
す
る
避
難
所
（
月
広
高
巾
出
）
も
各
地
で
設
置
さ
れ
、
救
済
を
掲
げ
て
彼
ら
を
海
外
へ
移
送
す
る
団
体
も
現

れ
た
。
他
方
、
労
働
者
階
級
の
子
ど
も
た
ち
に
学
校
教
育
が
必
要
だ
と
す
る
理
念
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
日
曜
学
校
運
動
と
し
て
実
践
に



一
九
世
紀
初
頭
に
は
内
外
学
校
協
会
と
国
民
協
会
に
よ
る
任
意
団
体
立
学
校
が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
後
者
の
学
校
で
は
週

当
た
り
の
授
業
料
が
徴
収
さ
れ
た
た
め
に
、
最
下
層
の
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
は
排
除
さ
れ
た
。
日
曜
学
校
で
さ
え
も
一
九
世
紀
半
ば
に
は

「
勤
勉
で
レ
ス
ベ
ク
タ
ブ
ル
な
諸
階
層
」
に
多
く
の
場
合
、
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
犯
罪
少
年
や
極
貧
の
子
ど
も
た
ち
の
入
学
を
拒

否
す
る
ケ
l
ス
が
相
次
い
だ
。
こ
う
し
て
一
般
の
労
働
者
階
級
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
と
は
区
別
さ
れ
る
形
で
最
下
層
の
子
ど
も
た
ち
の

教
育
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
下
層
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
も
さ
ら
に
二
つ
の
文
脈
で
展
開
さ
れ
た
。
一
つ
は
極
貧
で
あ
る

け
れ
ど
も
悪
に
染
ま
っ
て
い
な
い
「
正
直
な
子
ど
も
」
を
対
象
に
し
た
教
育
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
犯
罪
に
手
を
染
め
た
「
堕
落
し
た
子

ど
も
」
の
教
育
で
あ
る
。
理
論
上
、
救
貧
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
正
直
な
子
ど
も
」
だ
け
と
さ
れ
、
罪
を
犯
し
た
極
貧
の
子
ど

も
は
、
救
貧
か
ら
切
り
離
し
て
処
遇
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
最
ド
層
の
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
救
貧
法
の
適
用
を
受
け
て
お
り
、

一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
以
降
は
、
教
区
連
合
の
も
と
保
護
委
員
会
が
彼
ら
の
教
育
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
と
は
い
う
も
の
実
際
に
教

育
を
受
け
ら
れ
た
救
貧
児
童
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
ワ
1
ク
ハ
ウ
ス
内
に
お
け
る
救
貧
児
童
と
院
外
救
貧
児
童
は
、
一
八
五
O
年
時
点

で
四
六
、
五
一
五
名
と
三
五

O
、
四
八
O
名
、
一
八
九
O
年
で
も
五
二
、
五
五
一
名
と
二
四
二
、
六
四
六
名
（
共
に
一
月
一
日
時
点
）
と
圧
倒

的
な
差
が
あ
り
、
主
と
し
て
ワ
l
ク
ハ
ウ
ス
・
ス
ク
ー
ル
で
学
べ
た
前
者
に
対
し
、
院
外
救
貧
児
童
は
一
八
五
五
年
ま
で
救
貧
費
か
ら
教

育
費
を
負
担
す
る
こ
と
は
法
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
一
九
世
紀
を
通
じ
て
「
正
直
な
子
ど
も
」
で
あ
っ
て
も
教
育
を

受
け
ら
れ
な
い
者
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
罪
を
犯
し
た
「
堕
落
し
た
子
ど
も
」
に
至
つ
て
は
、
「
ボ
ロ
服
学
校
」
と
い
う
意
味
の

ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
（
河
口
路
包
昨
F
C
C
－
∞
）
が
設
立
さ
れ
る
一
八
四
0
年
代
ま
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ブ
ラ
イ
ド
ウ
エ
ル
の
よ
う
な
浮
浪

児
と
犯
罪
少
年
を
一
緒
に
収
容
し
た
矯
正
施
設
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
「
学
校
」
で
学
ぶ
機
会
は
ほ
と
ん
ど
提
供
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
実
際
、
七
歳
以
上
の
罪
を
犯
し
た
子
ど
も
は
、
行
政
官
判
断
で
大
人
よ
り
も
温
情
を
得
や
す
か
っ
た
と
は
い
え
、
一
八
四
七
年
の
年

少
犯
罪
者
法

C
E
S－
－
。
。
伊
豆
耳
目
〉
2
）
ま
で
大
人
と
ほ
ぼ
同
様
の
罰
を
言
い
渡
さ
れ
て
お
り
、
一
八
五
四
年
の
若
年
犯
罪
者
に
関

す
る
法
律

Q
E
S
E－
o
p
E
q印
〉
門
門
）
に
よ
っ
て
二
週
間
、
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
の
ち
に
感
化
院
自
民
0
2
5
E弓

F
E
C
Z）
に

送
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
犯
罪
少
年
向
け
の
学
校
が
法
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
正
直
な
子
ど
も
」
と

移
さ
れ
、

7 



「
堕
落
し
た
子
ど
も
」
は
理
論
上
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
収
容
施
設
が
考
案
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
こ
の
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は

難
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
一
八
二
四
年
の
浮
浪
者
取
締
法
（
叶
げ
の
〈
出
向
日
ロ
ミ
〉
さ
に
よ
っ
て
、
浮
浪
関
連
の
刑
罰
の
過
酷
さ
は
軽
減

さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
「
犠
牲
者
な
き
犯
罪
」
で
あ
る
戸
外
就
眠
も
物
乞
い
も
「
好
ま
し
か
ら
ぬ
路
上
俳
佃

者
」
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
極
貧
の
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
手
段
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
実

践
的
な
レ
ベ
ル
で
は
両
者
を
同
じ
施
設
で
処
遇
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
は
な
く
、
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
や
感
化
院
、
後
述
す
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
（

H
E
5可
E
F
Z♀
由
）
な
ど
「
堕
落
し
た
子

ど
も
」
を
も
対
象
と
し
た
学
校
が
既
存
の
学
校
（
任
意
団
体
立
学
校
や
ワ
l
ク
ハ
ウ
ス
・
ス
ク
ー
ル
）
と
は
別
に
、
新
た
な
学
校
・
施
設

と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
そ
、
つ
し
た
理
念
上
の
区
別
が
制
度
の
構
築
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
述

の
通
り
、
物
乞
い
や
一
戸
外
就
眠
が
犯
罪
で
あ
る
以
上
、
浮
浪
児
の
多
く
が
逮
捕
さ
れ
た
。
彼
ら
の
処
遇
を
決
定
す
る
権
限
を
有
し
た
治
安

判
事
や
行
政
官
は
、
日
の
前
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
「
犯
罪
」
少
年
の
言
葉
あ
る
い
は
目
に
見
え
る
状
態
か
ら
判
断
し
、
そ
の
処
遇
を
決
定

し
た
。
一
九
世
紀
半
ば
は
、
年
少
犯
罪
者
の
処
遇
を
巡
っ
て
議
論
が
高
ま
っ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
「
犠
牲
者
」
で
あ
り
「
脅
威
」
で
あ

る
彼
ら
を
い
か
に
労
働
市
場
で
役
に
立
つ
人
材
へ
と
改
善
し
て
い
く
の
か
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
議
論
の
先
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼

ら
の
教
育
・
訓
練
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

本
論
文
は
こ
の
「
堕
落
し
た
子
ど
も
」
を
受
け
入
れ
た
学
校
の
設
立
過
程
を
整
理
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
学
校
が
設
立
さ
れ
て
く
る
一
九

世
紀
半
ば
に
お
い
て
、
浮
浪
児
の
状
況
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
ト
体
的
に
は
一
八
四
六
年
に

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
エ
ン
ジ
ェ
ル
・
メ
ド
ウ
に
設
立
さ
れ
た
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
（
後
に
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
に
移

転
）
の
入
学
者
名
簿
を
も
と
に
、
子
ど
も
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
分
析
す
る
。

一
九
世
紀
の
浮
浪
児
の
実
態
や
処
遇
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
救
貧
法
と
の
関
連
の
中
で
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
近
年
の
子

ど
も
史
研
究
の
高
ま
り
の
中
で
、
子
ど
も
の
福
祉
や
子
ど
も
の
生
活
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
研
究
も
進
み
、
「
正
直
な
子
ど
も
」
と
「
堕

落
し
た
子
ど
も
」
両
方
を
含
め
た
チ
ャ
リ
テ
ィ
や
国
家
に
よ
る
支
援
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
女
子
に
対
す
る
性
的

-8← 



虐
待
や
売
春
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
「
性
犯
罪
」
と
そ
の
被
害
者
へ
の
ま
な
ざ
し
の
変
化
に
つ
い
て
も
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
一
方
で
、
犯
罪
研
究
の
文
脈
か
ら
一
九
世
紀
の
犯
罪
少
年
へ
の
処
遇
の
変
化
や
犯
罪
少
年
の
実
態
に
つ
い
て
も
研
究
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
が
、
メ
ア
リ
・
カ

l
ベ
ン
タ

l
g
p弓
門
出
門
官
E
R
Eミ
l
H
∞
ゴ
）
な
ど
当
時
の
社
会
改
革

者
の
言
説
や
、
一
八
五
二
、
五
三
年
の
犯
罪
少
年
及
び
極
貧
少
年
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（

F
－02
h
c
B
E宮内
B
P
E
E包
自
己

ロ
2
t
E斥
』

5
2口
2
）
な
ど
種
々
の
調
査
委
員
会
の
報
告
書
、
裁
判
記
録
あ
る
い
は
ロ
ン
ド
ン
統
計
協
会
や
雑
誌
「
感
化
院
と
避
難
所
』

有
志
ミ
N
S
3
4ミ
同
さ
h
a
Vど
さ
え
）
な
ど
の
記
事
を
も
と
に
、
当
時
の
生
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。

一
方
で
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
そ
れ
自
体
に
関
す
る
研
究
は
二
つ
の
方
向
性
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
感
化
院
や
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
が
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
は
救
護
院
、
そ
の
後
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ホ
1
ム
と
し
て
一
九
八
O
年

ま
で
現
存
し
た
た
め
に
、
「
現
在
」
の
問
題
、
あ
る
い
は
現
行
の
犯
罪
少
年
政
策
の
直
接
的
な
系
譜
と
し
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ

目
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
出
身
者
が
「
当
事
者
」
と
し
て
学
校
生
活
や
処
遇
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
多
く

が
批
判
的
な
論
調
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
、

J
・
S
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
・
イ
ブ
ニ
ン
グ
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
批
判
的
な
記

事
を
掲
載
し
た
後
、
「
恥
を
知
れ
」
と
書
か
れ
た
手
紙
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
後
出
版
し
た
自
伝
的
書
物
に
お
い
て
報
告
し
つ
つ
、

自
ら
が
過
ご
し
た
「
ホ
1
ム
」
を
「
刑
務
所
」
と
称
し
て
語
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
二

0
0
0年
代
に
入
っ
て
「
当
事
者
」
の
語
る
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
物
語
が
次
々
と
出
版
さ
れ
て
い
る
。

J
・
ダ
ツ
ク
ワ
1
ス
は
、
多
く
の
研
究
者
や
行
政
が
、
収
容
さ
れ
た
子

ど
も
た
ち
の
教
育
達
成
か
ら
で
は
な
く
、
「
危
険
な
社
会
的
状
況
か
ら
子
ど
も
を
引
き
離
し
、
よ
り
好
ま
し
い
環
境
で
育
て
た
」
と
い
う

意
味
で
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
教
育
を
成
功
と
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
出
身
者
に
よ
る
書
物
の
出
版
は

お
そ
ら
く
そ
う
し
た
見
解
に
対
す
る
当
事
者
か
ら
の
痛
烈
な
批
判
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
従
来
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
研
究
は
、

主
と
し
て
調
査
官
や
社
会
改
革
者
の
書
い
た
も
の
か
ら
実
態
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
同
校

の
史
料
は
、
個
人
情
報
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
史
料
閲
覧
に
規
制
が
か
か
っ
て
お
り
、
以
前
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
も
多
数
あ
っ
た
。
現
時
点
で
も
、
た
と
え
ば
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
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ス
ク
ー
ル
の
入
学
者
名
簿
は
一
九
一
一
一
年
二
月
八
日
入
学
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
名
簿
ま
で
し
か
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
以

降
の
も
の
だ
と
、
一
部
に
規
制
が
か
か
っ
て
い
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
学
校
外
か
ら
の
情
報
だ
け

で
は
な
く
、
学
校
内
部
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
の
情
報
も
含
め
て
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
、

時
代
を
経
る
に
従
っ
て
少
し
ず
つ
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
二

O
O
三
年
反
社
会
的
行
動
防
止
法
の
制
定
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

を
背
景
に
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
を
含
む
犯
罪
少
年
の
処
遇
に
再
び
光
が
当
て
ら
れ
、

J
・
ダ
ツ
ク
ワ
l
ス
や
W
・
プ
ラ
ム

の
研
究
な
ど
、
多
様
な
一
次
史
料
を
用
い
て
そ
の
実
態
や
教
育
・
訓
練
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
非
常
に
興
味
深
い
暦
史
研
究
が
行
わ
れ
つ

（叩〕

つ
あ
る
。
本
論
文
も
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
関
し
て
そ
の
実
態
を
学
校
に
残
さ
れ
た
種
々
の
記
録
を
も
と

に
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
入
学
者
名
簿
を
丹
念
に
調
査
し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
、
見
当
た
ら

ず
、
本
研
究
は
こ
の
点
か
ら
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
新
た
な
側
而
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
で

は
上
記
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
一
方
で
、
日
本
に
お
い
て
は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
教
育
実

態
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
太
田
直
子
は
一
九
九
二
年
に
著
書
の
中
で
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
や
感
化
院
に
つ
い

て
簡
単
に
説
明
し
た
後
、
「
具
体
的
に
こ
れ
ら
の
学
校
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
現
時
点
で
も
そ
う
し
た
状
況
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
種
々
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
が
入
所
し
た
の
か
、
ま
た
彼

ら
が
ど
の
よ
う
な
「
学
校
生
活
」
を
送
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
退
校
後
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
に
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
文
で
は
、
最
初
の
問
い
「
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
が
入
所
し
た
の
か
」
に
つ
い
て
の
手
掛
か
り
を
示
す
。
用

い
る
史
料
は
先
述
の
と
お
り
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
者
名
簿
で

あ
る
。
同
校
は
一
八
四
六
年
に
設
立
さ
れ
、
一
八
五
七
年
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
を
受
け
て
、
一
八
五
九
年
に
認
定
イ
ン

（山」

ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
と
な
る
。
そ
の
後
、
同
校
の
運
営
委
員
会
は
、
一
八
七
一
年
八
月
二
日
に
パ

l
ン
ズ
・
ホ

l
ム
と
呼
ば
れ
た

新
た
な
認
定
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
を
設
立
し
、
一
八
七
七
年
七
月
四
日
に
は
女
子
の
た
め
の
認
定
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
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ク
ー
ル
を
セ
イ
ル
に
設
置
し
た
。
ア

l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
名
簿
は
残
念
な
が
ら
、

一
八
六
六
年
か
ら
閉
校
さ
れ
る
ま
で
（
一
九
二
二
年
間
校
の
た
め
名
簿
は
一
九
一
一
一
年
入
学
者
ま
で
）
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
入
学

者
の
人
数
や
学
校
内
部
の
様
子
な
ど
は
一
八
四
七
年
以
降
、
毎
年
印
刷
さ
れ
た
年
次
報
告
書
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
六
六
年
六

月
の
入
学
者
名
簿
は
全
て
子
書
き
で
た
っ
た
三
名
分
で
あ
る
が
、
一
八
六
六
年
七
月
か
ら
印
刷
さ
れ
た
既
定
の
名
簿
に
手
書
き
で
書
き
こ

む
形
式
に
な
っ
た
。
ま
た
用
紙
に
記
入
す
る
項
目
は
最
初
の
形
式
、
一
八
六
六
年
七
月
か
ら
一
八
七
四
年
五
月
ま
で
、
一
八
七
四
年
五
月

か
ら
一
八
八
三
年
一

O
月
ま
で
、
一
八
八
三
年
一

O
月
以
降
の
四
つ
の
時
期
で
異
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
、
そ
の
う
ち
規
定
の
用
紙
と
な
っ

た
一
八
六
六
年
七
月
五
日
か
ら
分
校
で
あ
る
パ

l
ン
ズ
・
ホ
ー
ム
が
設
立
さ
れ
る
一
八
七
一
年
八
月
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
子
ど
も

二
七

O
名
分
の
名
簿
を
用
い
て
分
析
す
る
。

2 

浮
浪
児
の
処
遇
を
め
ぐ
る
議
論

一11

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
都
市
に
子
ど
も
た
ち
が
あ
ふ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
W
・
パ
ラ
ム
は
、
子
ど
も
向
け
の
仕
事
不
足
を
第
一
の
理
由

に
挙
げ
て
い
る
。
当
時
の
労
働
者
家
族
の
多
く
が
、
父
親
・
母
親
だ
け
で
は
な
く
子
ど
も
も
何
ら
か
の
形
で
稼
い
で
家
計
を
支
え
な
け
れ

ば
成
り
立
た
な
い
状
況
に
あ
り
、
稼
ぎ
手
の
一
人
で
あ
っ
た
子
ど
も
全
員
が
仕
事
に
あ
り
つ
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
仕

事
の
あ
て
の
な
い
子
ど
も
た
ち
は
、
朝
、
外
に
出
て
、
荷
物
運
び
な
ど
の
臨
時
の
仕
事
を
す
る
か
、
物
乞
い
を
す
る
か
、
盗
む
し
か
な
か
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
八
五
二
年
の
犯
罪
少
年
及
び
極
貧
少
年
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
証
言
し
た
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
州
四

季
裁
判
所
の
首
席
判
事
ア
ダ
ム
ズ
氏
は
「
怠
惰
は
全
て
の
悪
徳
の
源
で
あ
る
。
無
知
も
ま
た
然
り
。
仕
事
の
欠
如
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
多

く
の
悪
徳
の
根
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。

J
・
ダ
ツ
ク
ワ
l
ス
も
当
時
の
人
口
増
加
の
大
部
分
が
若
者
で
あ
り
、
知
ら
な
い
街
に
や
っ

て
き
た
彼
ら
に
は
、
雇
用
主
も
正
し
い
道
に
導
い
て
く
れ
る
よ
う
な
教
区
牧
師
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
多
く
が
一
時
し
の
ぎ
の
職
か
犯
罪

｛お）

と
結
び
つ
く
結
果
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
に
加
え
て
、
浮
浪
児
が
習
慣
と
し
て
通
う
よ
う
な
学
校
が
な
か
っ
た
こ
と
も



理
由
に
挙
げ
て
い
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
、
救
貧
児
童
を
一
般
の
労

働
者
階
級
の
子
弟
が
通
う
基
礎
教
育
学
校
に
送
り
出
す
教
区
連
合
が
徐
々
に
増
加
す

る
中
で
、
多
く
が
「
堕
落
し
た
子
ど
も
」
で
あ
っ
た
浮
浪
児
は
、
前
述
の
通
り
、
こ

れ
ら
の
学
校
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
が
全
く
無
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
年
少

犯
罪
者
の
増
大
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
社
会
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
解
決
す
べ
き

急
務
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
対
策
と
し
て
年
少
犯
罪
者
や
そ
の
可
能
性
の
高
い
子
ど

r

叩刊一

も
た
ち
の
処
遇
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
イ
ク
ト
リ
ア
期
の
犯
罪
率
は
相
対

的
に
は
減
少
し
て
お
り
、
一
九
世
紀
初
頭
に
は
す
で
に
重
罪
の
種
類
の
減
少
と
死
刑

判
決
の
抑
制
が
行
わ
れ
、
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
服
役
期
間
の
長
期
化
や

流
刑
（
主
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
に
代
え
る
な
ど
、
犯
罪
者
処
遇
の
方
法
も
変

出）

化
し
て
い
た
u

犯
罪
は
重
罪
（

E
g
m）
と
軽
罪
（
5
2骨
B
E
E
R印
）
に
区
別
さ

れ
て
審
理
さ
れ
、
審
理
の
ほ
と
ん
ど
が
対
物
犯
罪
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
八
四
O

年
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
で
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
暴
行
な
ど
の
対
人
犯
罪
が

一、

O
九
八
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
対
物
犯
罪
が
二
一
、
一
四
七
件
で
あ
っ
た
。
後

者
の
中
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
酷
町
（

P
E片
2
5
g）
で
四
二
九
八
件
、
次
に

多
か
っ
た
の
が
暴
力
を
伴
わ
な
い
窃
盗
で
二
、
二
五
六
件
、
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の

が
浮
浪
で
一
、
八
六
九
件
で
あ
り
、
こ
の
三
つ
で
対
物
犯
罪
の
六
八
・
五
%
を
占
め
て

「
川
川
〕

い
た
。
図
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
対
物
犯
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
者
の
う
ち
、

一O
歳
未

一3000 

2000 …… 

1500 

2500 

15-19歳
一一…覇
10歳未満 10-14歳

1000 

500 

。

務男性 女性
し
図1 1840年マンチェスタにおける対物犯罪の逮捕者12,147名の男女別年齢内訳

［出典lFaucher, L.. Manchester in 1844: its Present Condition and Future Prospecお， Lmdon, 1844. 

p.36. 
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満
の
子
ど
も
が
四
六
名
、
一

O
歳
か
ら
一
同
歳
が
五
二
五
名
で
あ
り
、
五
%
に
満
た
な
い
割
合
で
あ
っ
た
が
、
一
五
歳
か
ら
一
九
歳
の
若

者
に
な
る
と
一
、
九
六
六
名
に
跳
ね
上
が
り
、
逮
捕
さ
れ
な
い
ま
で
も
潜
在
的
な
犯
罪
者
予
備
軍
の
子
ど
も
が
多
数
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
認
識
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
主
張
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
一
八
O
五
年
に
行
わ
れ
た
内
務
省
の
調
査
で
は
、
一

般
犯
罪
率
の
急
激
な
増
加
の
第
一
の
理
由
と
し
て
少
年
犯
罪
の
増
加
を
挙
げ
て
お
り
、
一
八
三
五
年
に
民
衆
向
け
の
教
育
の
実
態
を
調
査

し
た
特
別
委
員
会
で
証
言
し
た
サ
ミ
ユ
エ
ル
・
ワ
イ
ル
ダ
l
ス
ピ
ン
も
、
国
中
の
幼
児
学
校
を
視
察
し
た
経
験
を
も
と
に
、
貧
困
児
童
の

一泊」

犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
と
強
く
主
張
し
た
。
少
年
犯
罪
の
問
題
が
社
会
の
関
心
を
集
め
る
中
、
犯
罪
率
減
少
の
鍵
と
し

て
、
親
や
保
護
者
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
極
貧
の
子
ど
も
た
ち
を
減
ら
す
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
者
た
ち
も
い
た
。
た
と
え
ば
ヘ
ン
リ
・
メ

は
『
ロ
ン
ド
ン
の
犯
罪
者
向
け
刑
務
所
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

イ
ヒ
ユ

1
（
固
め
ロ
ミ
・
冨
弓
宮
町
村
タ

E
H
N
1
5∞
吋
）

刑
務
所
を
空
に
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
見
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
注
意
を
払
う
こ
と
だ
。
長
き
に
わ
た
っ
て
、
国
家
が
そ
の

タ

l

ナ

ル

温
情
主
義
的
な
義
務
を
忘
れ
た
た
め
に
、
不
道
徳
で
不
誠
実
な
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
我
々
が
見
捨
て（却）

ら
れ
た
極
貧
の
子
ど
も
た
ち
に
無
関
心
で
あ
っ
た
せ
い
で
、
我
々
の
国
は
「
危
険
な
諸
階
層
」
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
で
あ
ふ
れ
で
い
る
。

13一一

極
貧
の
子
ど
も
及
び
犯
罪
少
年
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
シ
ス
テ
ム
上
の
課
題
と
い
う
点
か
ら
も
議
論
さ
れ

た
。
そ
の
一
つ
は
刑
務
所
で
あ
れ
ワ
l
ク
ハ
ウ
ス
で
あ
れ
、
子
ど
も
は
「
悪
い
大
人
」
か
ら
切
り
離
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
の
高
ま
り
で

あ
も
こ
の
議
論
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
三
二
年
か
ら
三
同
年
に
救
貧
制
度
を
調
査
す
る
目
的
で
招
集
さ
れ
た
王
立
委
員
会

の
報
告
書
に
お
い
て
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
内
で
貧
民
の
大
人
と
同
じ
部
屋
で
育
つ
子
ど
も
へ
の
悪
影
響
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
他
に
も
、
た
と
え
ば
一
八
四
O
年
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
少
年
少
女
が
罪
を
犯
す
き
っ
か
け
を
調
査
し
た

w－

B
・二

l
ル
は
、
子
ど
も

（沼」

が
罪
を
犯
す
の
は
環
境
や
親
の
無
責
任
の
せ
い
で
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
性
悪
な
の
で
は
な
い
と
結
論
付
け
た
。
一
八
三
八
年
に
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
最
初
の
子
ど
も
を
対
象
に
し
た
刑
務
所
が
作
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
一
二
歳
以
下
の
少
年
は
一
日
二
時
間
学
校
で
学
ぶ
こ



と
が
で
き
、
そ
れ
以
外
の
時
間
は
労
働
に
従
事
し
た
。
二
二
歳
以
上
の
少
年
は
そ
れ
以
下
の
子
ど
も
た
ち
と
は
別
の
一
房
に
入
れ
ら
れ
、
職

業
教
育
を
提
供
さ
れ
る
か
隣
接
の
農
場
で
働
い
た
。
手
に
負
え
な
い
子
ど
も
た
ち
は
独
房
で
監
禁
さ
れ
食
事
の
量
も
減
ら
さ
れ
た
。
さ
ら

に
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
鞭
打
ち
が
待
っ
て
い
た
。
こ
の
子
ど
も
向
け
刑
務
所
は
子
ど
も
た
ち
を
た
だ
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
労
働
力
と
し

て
社
会
で
働
く
人
材
に
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
犯
罪
少
年
向
け
の
刑
務
所
と
し
て
「
監
獄
船
」
も
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
も
っ
と
悲
惨
な
状
況
に
あ
っ
た
と
G
・
S
－
フ
ロ
ス
ト
は
述
べ
て
い
る
。
フ
ロ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
厳
し
い
し
つ
け
が
行
わ
れ
た
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
無
秩
序
の
状
態
で
あ
り
、
貧
し
い
食
事
内
容
の
た
め
に
、
壊
血
病
、
結
核
、
腺
病
の
発
生
は
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
九
時
間
の
労
働
を
課
せ
ら
れ
た
牢
獄
船
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
タ
ス

マ
ニ
ア
と
い
っ
た
海
外
に
移
送
さ
れ
る
か
、
服
役
期
間
が
終
わ
る
ま
で
出
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
通
常
、
一
四
歳
未
満
で
出
所
す
る
こ
と

は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
。
海
外
に
移
送
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
現
地
の
犯
罪
少
年
用
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
る
か
、
す
ぐ
に
七
年
間
の
労

働
に
従
事
し
た
。
こ
こ
で
の
待
遇
は
極
め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
た
め
、
労
働
力
の
搾
取
と
し
て
強
い
批
判
を
浴
び
、
流
刑
は
一
八
四
六
年
に

一
時
的
に
停
止
さ
れ
、
一
八
六
八
年
に
完
全
に
中
止
さ
れ
た
。
「
監
獄
船
」
自
体
も
ま
た
、
そ
の
厳
し
い
状
況
が
批
判
の
的
と
な
り
、

一
八
五

0
年
代
に
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
向
け
の
刑
務
所
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
あ
っ
て
も
そ
の
質
の
低
さ
が
批
判
さ
れ

て
い
た
。
結
果
と
し
て
一
九
世
紀
前
半
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
犯
罪
少
年
の
大
多
数
が
大
人
と
と
も
に
収
容
さ
れ
て
お
り
、
厳
し
い
罰

が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
大
人
と
同
じ
刑
務
所
で
は
子
ど
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
厳
し
い
労
働
を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
六
時
間
に
及
ぶ

重
労
働
に
耐
え
き
れ
な
い
場
合
は
、
食
事
を
減
ら
さ
れ
た
り
、
暗
い
独
房
に
監
禁
さ
れ
た
り
、
拘
束
服
を
着
さ
せ
ら
れ
た
り
し
た
。
こ
う

し
た
厳
し
い
対
応
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
最
も
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
審
理
を
待
つ
聞
の
留
置
場
、
あ
る
い
は
刑
務
所
で
、

子
ど
も
た
ち
が
犯
罪
者
の
大
人
か
ら
犯
罪
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
真
の
犯
罪
者
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
実
態
を
憂
い
て
、
犯
罪
少
年
ゃ
そ
う
な
る
可
能
性
の
高
い
子
ど
も
た
ち
を
収
容
す
る
、
刑
務
所
に
代
わ
る
施
設
の
設
立
を
訴

え
る
ロ
ビ
l
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
の
は
メ
ア
リ
・
カ
l
ベ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
一
八
五
一
年
に
感
化

院
に
関
す
る
書
物
を
出
版
し
、
一
般
労
働
者
の
子
ど
も
向
け
の
無
償
週
日
学
校
、
極
貧
の
子
ど
も
向
け
の
給
食
付
き
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
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ル
・
ス
ク
ー
ル
、
そ
し
て
犯
罪
少
年
の
た
め
の
感
化
院
の
三
つ
が
必
要
だ
と
訴
え
、
刑
務
所
に
変
わ
っ
て
感
化
院
で
子
ど
も
た
ち
を
教
育

（却」

す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
一
八
五
二
年
に
ブ
リ
ス
ト
ル
に
感
化
院
を
設
立
し
た
。
当
初
、
こ
の
感
化
院
は
男
女
共
学
で
あ
っ
た
が
、

実
際
に
運
営
す
る
中
で
男
女
別
学
の
必
要
性
を
感
じ
て
一
八
五
四
年
に
少
女
向
け
の
感
化
院
と
し
た
。
一
八
五
四
年
に
は
、
一
六
歳
未
満

の
若
年
犯
罪
者
を
大
人
と
は
別
に
収
容
す
る
こ
と
を
留
置
所
に
義
務
化
し
、
一
六
歳
以
下
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
子
ど
も
を
二
週
間
、
刑

務
所
に
留
置
さ
せ
た
後
に
、
感
化
院
に
行
く
こ
と
を
規
定
し
た
若
年
犯
罪
者
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
彼
女
は
そ
の
法
案
作
り
や
審
議
に
も

貢
献
し
た
。
彼
女
は
自
ら
の
実
践
の
中
で
、
浮
浪
児
や
犯
罪
少
年
が
学
校
に
順
応
で
き
る
こ
と
を
発
見
し
、
任
意
団
体
立
の
学
校
に
い
る

子
ど
も
た
ち
と
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
訴
え
、
現
実
に
一
般
の
労
働
者
階
級
の
子
ど
も
と
極
貧
の
子
ど
も
が
完
全
に
区
別
し
て
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
批
判
し
た
。

一
般
の
労
働
者
の
下
に
も
う
一
つ
の
階
層
、
極
貧
で
犯
罪
と
近
い
層
が
い
る
と
い
う
認
識
は
、
当
時
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
よ
う
な
者
た
ち
が
固
ま
っ
て
住
む
場
所
に
は
警
察
も
見
回
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
騒
動
ゃ
け
ん
か
が
日
常
茶
飯
事
の
状
況
に
な
っ
て
い
る

と
し
て
、
カ

l
ベ
ン
タ
1
を
始
め
、
当
時
の
社
会
改
革
者
の
多
く
が
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
場
所
で
育
つ
限
り
犯
罪
と
無
関
係
に

は
い
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
救
貧
法
の
適
用
下
に
あ
っ
た
ワ
l
ク
ハ
ウ
ス
は
理
論
上
、
「
悪
に
染
ま
っ
て
い
な
い
」

極
貧
の
者
た
ち
の
収
容
施
設
で
あ
っ
た
の
で
、
最
底
辺
に
い
る
子
ど
も
た
ち
（
多
く
が
浮
浪
児
）
の
処
遇
が
議
論
さ
れ
る
中
で
、
有
罪
判

決
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
子
ど
も
で
も
入
所
で
き
る
場
所
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
設
立
さ
れ
た
の
が
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
で
あ

る
。
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
は
完
全
な
ボ
ラ
ン
タ
リ
活
動
と
し
て
始
ま
る
が
、
一
八
四
三
年
に
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
卿
が
関
与
し
、
翌
年
ラ
ゲ
ツ

ト
・
ス
ク
ー
ル
連
盟
が
設
置
さ
れ
る
と
、
こ
の
運
動
は
瞬
く
聞
に
広
が
り
、
一
八
五
一
年
に
は
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
の
一
部
で
は
あ
る

が
、
基
礎
教
育
の
た
め
の
政
府
補
助
金
を
受
給
す
る
学
校
も
出
現
す
る
こ
と
と
な
る
。
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
の
最
大
の
特
徴
は
授
業
料

を
徴
収
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
極
貧
の
子
ど
も
た
ち
で
も
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
先
述
の
通
り
、
刑
務
所

で
服
役
経
験
を
持
つ
少
年
少
女
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
多
く
の
「
堕
落
し
た
子
ど
も
」
が
入
学
し
た
。
一
八
五
二
年
ま
で
に

一一

O
校
の
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
が
設
立
さ
れ
、
約
二
二
、

0
0
0名
の
生
徒
が
学
ん
で
い
た
が
、
そ
の
う
ち
三
分
の
一
の
生
徒
が
直
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接
的
、
間
接
的
に
犯
罪
と
関
わ
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
J
・
ダ
ツ
ク
ワ
l
ス
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
学
校
の
必
要
性
が
明
確
に

な
る
と
、
各
地
で
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
普
及
と
質
的
改
善
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
「
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
」

H

「
ボ
ロ
服
学
校
」
と

い
う
名
称
の
イ
メ
ー
ジ
の
忠
さ
が
指
摘
さ
れ
、
「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
」
と
い
う
言
葉
が
提
案
さ
れ
た
。
一
八
五
二
年
の
犯

罪
少
年
及
び
極
貧
少
年
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
は
、
「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
」
と
い
う
呼
称
が
正
式
に
定
義
さ
れ
、
七
歳

以
上
一
四
歳
未
満
の
子
ど
も
を
対
象
に
す
る
学
校
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
の
中
に
は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス

ク
ー
ル
と
名
称
変
更
す
る
も
の
や
両
方
の
名
前
を
掲
げ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
八
五
四
年
制
定
の
若
年
犯
罪
者
法
下
で
、

一
八
五
七
年
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
及
、
ぴ
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
感
化
院
（
宮
山
口
岳

g
R門出
E
r
F
E
河内沙門

B
2。
ミ
。
こ
己
認
ロ
ロ
巾
（
リ
ユ

E
E
Z）
と

認
定
さ
れ
た
学
校
も
、
設
立
当
初
（
一
八
五
三
年
）
は
ラ
ゲ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
両
方
の
名
前
を
冠

し
て
い
た
（
己
戸
内
〉
ロ
胃
－

z
g号
当
ロ
S
E
2
日刊誌

m
E
自
己

H
E己印
E
E］

ω♀
g
口
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー

ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
も
一
八
四
六
年
に
設
立
さ
れ
た
当
初
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
若
者
向
け
避
難
所
兼
ス
ク
ー
ル
・
オ

ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
（

Y
P
R
F
m
2
2
τ
2口一－
mHNえ
己
ぬ
の
∞
自
己
∞
門

E
C
Z
コE
5可
可
）
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
一
八
五
三
年
に
は
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
・
ラ
ゲ
ッ
ト
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル

P
P
R
r
2
2
E
m
m
E
伊
豆
－

E
5
5己
FFCC－
）
と
名
称
変
更
し
、

一
八
五
九
年
に
枢
密
院
教
育
委
員
会
か
ら
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
認
定
を
受
け
た
際
も
、
両
方
の
名
前
を
冠
し
た
ま
ま
で
あ

り
、
一
八
七
四
年
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
認
定
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
（
冨
自
岳

g
R円
P
E
m円
三
包

H
E
5
E己
∞
門

FCC－
出
）
と
な

る
ま
で
、
「
ラ
ゲ
ッ
ト
」
を
使
い
続
け
た
。
そ
の
他
に
も
メ
ア
リ
・
カ
l
ベ
ン
タ
l
が
主
張
し
た
給
食
付
き
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー

ル
（
円
ロ
巳

5
亘

包

司

2
門
出
口
問
∞
匹
。
。
日
）
や
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ス
ク
ー
ル
（
宮
巳

g
E包
叶

E55mω
円

FCC－
）
と
い
っ

た
名
称
の
施
設
も
ボ
ラ
ン
タ
リ
活
動
に
よ
っ
て
各
地
で
設
置
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
活
動
に
影
響
を
与
え
た
も
の
の
一
つ
に
大
陸
で
開
設
さ
れ
て
い
た
極
貧
児
童
の
た
め
の
施
設
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
ド
イ
ツ
で
は
一
八
三
三
年
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ヘ
ル
ン

C
O
V
E
Eロ
立
与
名
付

r
B
E
S－
－
∞
巴
）
が

児
童
養
護
施
設
「
ラ
ウ
エ
・
ハ
ウ
ス
（
月

E
Z
国
主
印
）
」
を
設
立
し
た
。
こ
こ
で
は
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
コ
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テ
l
ジ
・
ホ
1
ム
に
近
い
方
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
二
一
名
程
度
の
子
ど
も
た
ち
を
一
家
族
と
し
、
一
人
の
大
人
が
彼
ら
を
監
督
し
た
。

そ
こ
で
は
読
み
書
き
な
ど
の
基
礎
教
育
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
に
も
従
事
し
た

0

フ
ラ
ン
ス
で
も
「
ラ
ウ
エ
・
ハ
ウ
ス
」
を
モ

デ
ル
と
し
つ
つ
、
大
規
模
化
し
た
児
童
養
護
施
設
が
一
八
三
九
年
に
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
ベ
ル
ギ
ー
で
は
一
八
四
八
年
に
感
化
院
が
開
設

さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
一
八
五

O
年
に
感
化
院
（
ロ

E
S
Z
m
2
5
1
が
開
設
さ
れ
た
。
勅
任
視
学
官
J
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
は
一
八
五
二
年

の
犯
罪
少
年
及
び
極
貧
少
年
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
大
陸
で
展
開
さ
れ
て
い
る
「
フ
ァ
ー
ム
・
ス
ク
ー
ル
・
シ
ス

テ
ム
」
を
紹
介
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
極
貧
の
犯
罪
少
年
の
教
育
・
感
化
に
応
用
で
き
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
よ
り
も
早
く
こ
の
種
の
学
校
を
法
的
に
規
定
し
た
の
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
一
八
四
一
年
に
ア
バ
デ
ィ

l
ン
に
設
立

さ
れ
た
学
校
（
〉
宮
丘
町
内
ロ
F
F
C
C
－
cコ
ロ
岳
民
弓
）
は
、
物
乞
い
と
犯
罪
少
年
を
対
象
に
し
た
週
日
学
校
で
あ
り
、
一
日
三
食
の
給
食
を

提
供
し
た
。
こ
の
学
校
は
政
府
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
出
席
は
義
務
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
生
徒
も
行
政
官
命
令
で
入
学
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
欠
席
や
遅
刻
、
早
退
も
許
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
分
食
事
の
回
数
が
減
ら
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
少
女
向

け
の
学
校
も
設
立
さ
れ
、
一
八
四
六
年
に
は
地
方
警
察
法
（
戸
宮
山
－

F
ロ
円
。
〉
立
）
に
よ
っ
て
物
乞
い
が
犯
罪
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
で
、

学
校
の
増
設
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
ア
バ
デ
ィ

l
ン
で
は
物
乞
い
を
し
て
い
た
少
年
少
女
が
こ
れ
ら
の
学
校
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
義
務
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
優
し
い
処
遇
と
給
食
に
ひ
か
れ
た
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
定
期
的
に
通
う
よ
う
に
な
る
と
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
評
価
が
高
ま
り
、
一
八
五
四
年
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
先
駆
け
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・

ス
ク
ー
ル
法
が
成
立
し
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
一
四
歳
未
満
の
浮
浪
児
や
犯
罪
少
年
は
治
安
判
事
か
行
政
官
の
命
令
に
よ
っ
て
認
定
さ

れ
た
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
と
同
時
に
、
認
定
さ
れ
た
学
校
に
は
国
庫
補
助
金
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ボ
ラ
ン
タ
リ
精
神
に
よ
る
寄
付
に
依
っ
て
い
た
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
は
、
経
営
上
の
安
定
と
引
き

換
え
に
、
国
家
に
よ
る
規
定
・
査
察
等
の
干
渉
を
受
け
る
か
ど
う
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
そ
の
三

年
後
一
八
五
七
年
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
が
制
定
さ
れ
る
が
、
認
定
を
受
け
る
か
ど
う
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
議
論
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
ニ
ュ

l
カ
l
ス
ル
・
ラ
ゲ
ッ
ト
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
（
Z
の
者

2
2庁
何
回

mm包
自
己
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は
、
一
八
四
七
年
に
慈
善
家
た
ち
に
よ
っ
て
「
六
歳
か
ら
一
四
歳
の

少
年
で
、
こ
こ
よ
り
も
上
級
の
学
校
（
印
吾
巾
ユ
R
R
E
o－
）
に
出
席
で
き
る
よ
う
な
環
境
に

（叩）

な
い
者
約
五

O
名
に
教
育
を
提
供
す
る
目
的
」
で
設
立
さ
れ
た
。
当
初
は
寄
付
に
よ
っ
て
運

営
し
て
い
た
の
だ
が
、
資
金
繰
り
が
困
難
に
な
り
、
経
営
上
の
安
定
の
た
め
に
一
八
五
九
年

に
認
定
を
受
け
た
叫
こ
う
し
て
認
定
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
数
は
増
加
し
、
図

2
に
示
す
よ
う
に
一
八
六
一
年
の
四
一
校
か
ら
一
八
七
一
年
に
は
九
五
校
に
ま
で
増
え
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
学
校
数
の
増
加
と
と
も
に
入
学
者
数
も
増
加
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
を
含
め
た
イ
ギ
リ
ス
全
体
の
感
化
院
の
入
学
者
数
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の

入
学
者
数
、
刑
務
所
に
入
所
し
て
い
た
一
六
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
を
示
し
た
の
が
図
3
で

あ
る
。
規
定
上
、
感
化
院
の
入
学
時
の
年
齢
は
一
六
歳
未
満
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー

ル
は
七
歳
以
上
一
四
歳
未
満
と
さ
れ
て
お
り
、
二
つ
の
機
関
を
明
確
に
年
齢
で
分
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
凶
3
か
ら
、
一
八
六
五
年
か
ら
一
九

O
O年
の
間
に
刑
務
所
に
収
容
さ
れ

る
一
六
歳
未
満
の
子
ど
も
が
減
少
し
、
そ
の
代
わ
り
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ

入
学
す
る
子
ど
も
が
そ
れ
を
上
回
る
数
で
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
感
化
院
へ
送
致
さ
れ

る
子
ど
も
の
数
は
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
五
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
子
ど

も
の
人
口
は
一
八
六
一
年
か
ら
一
九

O
一
年
ま
で
に
六
三
四
万
人
か
ら
八
七

O
万
人
と
約

了
三
七
倍
増
加
し
て
い
る
が
、
一
八
六
五
年
か
ら
一
九

O
五
年
ま
で
に
感
化
院
、
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
、
刑
務
所
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も
の
数
は
、
一
六
、
一

O
O名

（臼）

か
ら
三
回
、
九
三
五
名
と
二
・
一
七
倍
に
増
え
て
い
る
。
統
計
デ
1
タ
の
制
約
仁
、
比
較
し
た

対
象
年
齢
群
や
時
期
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
た
め
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く

同
ロ
門
日
戸
田
丹
江
田
］

ω門
町
。
。
］
）
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人
口
増
加
以
上
に
こ
れ
ら
の
場
所
、
と
り
わ
け
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
入
所
す
る

子
ど
も
の
割
合
は
増
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
間
い
に
答
え

る
た
め
に
は
、
当
時
の
犯
罪
率
の
推
移
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
一
般
の
労
働
者
階
級
の
子
ど

も
た
ち
が
学
ん
だ
任
意
団
体
立
学
校
や
学
務
委
員
会
立
学
校
、
救
貧
児
童
を
主
と
し
て
対
象
と

し
た
救
貧
学
校
、
そ
し
て
最
下
層
の
子
ど
も
た
ち
が
収
容
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
施
設
、
家
庭
、
子

ど
も
の
働
き
場
所
な
ど
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
子
ど
も
の
「
収
容
場
所
」
に
つ
い
て
、
「
複

合
的
」
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
、
右
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
は
本
論
文
の
範
囲
を
大

き
く
超
え
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
こ
の
間
い
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
位
置

づ
け
に
関
わ
る
重
要
な
問
い
で
も
あ
る
。
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
が
い
か
な
る
子
ど

も
を
入
学
さ
せ
て
い
た
の
か
、
こ
の
解
明
な
く
し
て
、
先
ほ
ど
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
学
校
の
事
例
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
化
で
き
る
も
の
な
の
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
ま
ず
は
手
掛
か
り
と
し
て
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
者
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

3 

一
九
世
紀
後
半
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
と
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー

ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
子
ど
も
i
入
学
年

齢
・
誕
生
日
・
在
学
期
間

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
は
相
対
的
に
増
加
し
て
い
た
が
、
一
八
一
五
年
の
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦
争
後
の
穀
物
価
格
の
高
騰
を
受
け
て
、
都
市
部
に
仕
事
を
求
め
て
移
住
者
・
移
民
が
急
増

3明開

250CO 

2000(1 

150((] 

1ほ）似｝

5000 

。

イギリスにおける感化院、インダストリアル・スクール、刑務所（16歳未満）
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し
た
。
と
り
わ
け
マ
ン
チ
ェ
ス
夕
、
リ
パ
プ
l
ル
、
パ

1
ミ
ン
ガ
ム
、
リ
1
ズ
と
い
っ
た
産
業
・
工
業
都
市
で
は
人
口
が
約
四
O
%も
増

（出）

加
し
た
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
（
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
も
含
む
）
の
人
口
は
、
一
七
O
O年
頃
に
は
約
八
、

0
0
0人
で
あ
っ
た
が
、
一
八
O
一
年

（
江
川
｝

に
は
九
五
、

0
0
0人
と
な
り
、
一
八
四
一
年
に
は
二
二
一
、

0
0
0人
と
な
っ
た
。
一
九
世
紀
半
ば
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
状
況
、
と
り
わ

け
貧
困
層
や
犯
罪
の
実
態
を
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
最
適
な
著
作
の
一
つ
は
、

一
八
四
四
年
に
出
版
さ
れ
た
レ
オ
ン
・
フ
ォ

l
シ
ェ

p
gロ
司
出
馬
宵
『
）
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
研
究
」
の
記
事

の
一
部
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
の
訳
者
の
名
前
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
・
ア
シ
ニ

l
ア
ム
」
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
と
記
さ
れ
、
扉
に
は
こ
の
翻
訳
書
を
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
市
長
ア
レ
ク
サ
1
ン
ダ
・
ケ
イ
氏
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
、

こ
の
偉
大
な
製
造
業
都
市
の
改
善
と
住
民
の
幸
福
の
た
め
の
活
動
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
捧
げ
も
の
と
し
て
彼
に
捧
ぐ
」
と
述
べ
ら
れ
て

F

泊）

い
る
。
当
時
の
都
市
行
政
や
経
済
、
文
化
を
牽
引
し
て
い
た
都
市
エ
リ
ー
ト
は
、
訳
者
に
よ
る
前
書
き
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
を
含
む
ラ
ン
カ
シ
ヤ
の
発
展
が
商
工
業
の
繁
栄
に
支
え
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
は
幸
せ
に
な
れ
ず
、

公
衆
衛
生
と
社
会
経
済
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
貧
困
層
に
注
目
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。
都
市

の
改
善
の
た
め
に
訳
さ
れ
た
本
書
は
、
貧
困
層
の
中
で
も
、
犯
罪
者
や
救
貧
を
受
け
る
者
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
支
援
を
必
要
と
す
る
極
貧
の

者
に
つ
い
て
紙
幅
を
割
い
て
説
明
し
て
い
る
。
フ
ォ

l
シ
ェ
に
よ
れ
ば
一
八
四
O
年
か
ら
一
八
四
二
年
ま
で
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
警
察
に

逮
捕
（
告
℃

B
r
5
5口
出
）
さ
れ
た
人
数
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
二
、
四
一
七
人
、
二
二
、
一
二
四
五
人
、
一
問
、
三

O
O人
で
あ
り
、
一
八
四
三
年

（
削

J

に
は
一
五
、

0
0
0人
か
ら
一
八
、

0
0
0人
に
な
る
だ
ろ
う
と
推
計
し
て
い
る
。
こ
の
数
字
が
実
態
を
表
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
と

い
う
の
も
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
犯
罪
と
な
る
か
は
地
方
や
場
面
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
極
め
て
恋
意
的
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
一
八
四
O
年
に
野
外
で
寝
て
い
た
た
め
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
警
察
に
発
見
さ
れ
た
子
ど
も
の
数
は
三
、
六
五

O
名
に
上
っ

た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
逮
捕
に
は
至
ら
な
か
っ
む
し
か
し
な
が
ら
犯
罪
の
増
加
に
対
す
る
懸
念
は
、
フ
ォ

l
シ
ェ
自
身
が
紙
幅
を
割
い
て

そ
の
実
態
を
報
告
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
訳
者
も
ま
た
訳
注
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
い
る
状
況
か
ら
も
、
社
会
の
改
善
を
目
指

す
者
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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同
書
の
中
で
さ
ら
に
大
き
な
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
外
か
ら
や
っ
て
く
る
移
住
者
に
対
し
て
で
あ
り
、
彼
ら

へ
の
処
遇
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
引
い
て
報
告
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
八
三
八
年
に
開
設
さ
れ
た
避
難
所
は
一
八
四
四
年
一
月
一
日

ま
で
に
二
二
一
二
、
三
二
九
名
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
が
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
在
住
者
は
二

O
分
の
一
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
以
外
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
域
か
ら
来
て
い
た
。
移
民
や
移
住
者
に
よ
る
人
口
増
加
と
犯
罪
の
増
加
は
、

当
時
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
解
決
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。

都
市
に
流
入
し
て
き
た
移
住
者
は
夜
の
寝
床
を
求
め
、
多
く
の
も
の
が
長
屋
の
あ
る
場
所
に
固
ま
っ
て
住
ん
だ
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
で
い

え
ば
、
デ
ィ

l
ン
ズ
ゲ
イ
ト
（
口
。
包
括
出
土
、
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
（
∞
弘
彦
三
）
、
ガ

1
ト
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
吉
田
任
。
日
∞
可
2
汁
）
地
区
が

こ
う
し
た
貧
し
い
移
住
者
の
密
集
地
と
な
っ
た
。

前
身
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、

一
八
四
六
年
に
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の

一
八
三

O
年
に
開
通
し
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
・
リ
パ
プ
l
ル
鉄
道
の
ヴ
イ
ク
ト
リ
ア
駅
に
ほ
ど
近
い
エ
ン
ジ
ェ

ル
・
メ
ド
ウ
の
一
角
で
あ
っ
た
が
、
一
八
五
一
年
に
は
デ
ィ

l
ン
ズ
ゲ
イ
ト
の
す
ぐ
そ
ば
の
バ
イ
ロ
ム
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
移
転
し
た
。

一
八
五
七
年
に
は
、
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
に
移
転
し
た
が
、
こ
の
場
所
は
デ
ィ

l
ン
ズ
ゲ
イ
ト
か
ら
東
へ
約
二
マ
イ
ル
、
歩
い

て
三

O
分
ほ
ど
の
場
所
で
あ
り
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
中
心
部
に
近
い
場
所
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー

ル
は
、
社
会
か
ら
隔
離
す
る
た
め
に
田
舎
に
設
置
さ
れ
た
感
化
院
と
は
異
な
り
、
都
市
、
そ
れ
も
貧
民
が
住
む
地
区
に
こ
そ
必
要
と
さ
れ
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た
の
で
あ
る
。

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
は
警
察
に
逮
捕
・
補
導
さ
れ
た
子
ど
も
の
中
か
ら
判
事
や
行
政
官
の
判
断
・
命
令
に
よ
っ
て
送
ら
れ

て
く
る
子
ど
も
を
受
け
入
れ
、
そ
の
人
数
に
応
じ
て
補
助
金
を
得
て
い
た
。
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス

ク
ー
ル
も
ま
た
認
定
後
は
、
そ
う
し
た
子
ど
も
も
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
八
六
六
年
七
月
五
日
か
ら
一
八
七
一
年
七
月
三
一
日

ま
で
に
入
学
し
た
子
ど
も
は
二
七

O
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
二
名
が
「
ボ
ラ
ン
タ
リ
な
ケ
l
ス
と
し
て
入
学
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

行
政
官
命
令
以
外
で
入
学
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
初
期
の
入
学
者
名
簿
に
は
子
ど
も
の
名
前
、
年
齢
、
誕
生
日
、
入
学
日
、
父
親
の
名
前
、

父
親
の
職
業
、
父
親
の
住
所
、
母
親
の
名
前
、
母
親
の
職
業
、
母
親
の
住
所
、
そ
の
他
の
保
護
者
の
名
前
、
そ
の
他
の
保
護
者
の
職
業
、



そ
の
他
の
保
護
者
の
住
所
、
在
学
期
間
、
委
託
を
決
め
た
行
政
官
の
名
前
、
委
託
理
由
と
な
っ

た
行
為
、
週
ご
と
の
支
払
い
、
退
校
目
、
退
校
理
由
、
出
席
日
数
、
宗
教
、
備
考
、
退
校
後

の
職
業
、
行
政
官
の
署
名
の
欄
が
あ
っ
た
。
し
か
し
全
て
が
記
入
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
と
り
わ
け
出
席
日
数
は
全
く
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
週
ご
と
の
支
払
い
や
退
校
後

の
職
業
も
記
載
さ
れ
て
い
る
事
例
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
入
学
年
齢
、
誕
生
日
、

在
学
期
間
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
図
4
は
入
学
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
入
学
時
の
年

齢
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
の
規
定
で
は
入
学
年
齢
は

七
歳
以
上
一
四
歳
未
満
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
七
歳
と
い
う
年
齢
は
ワ

I
ク
ハ
ウ
ス
の
処
遇

に
お
い
て
も
犯
罪
者
の
処
遇
を
決
定
す
る
審
理
に
お
い
て
も
一
つ
の
基
準
で
あ
っ
た
。
ワ
ー

ク
ハ
ウ
ス
で
は
七
歳
未
満
の
子
ど
も
は
比
較
的
や
さ
し
く
取
り
扱
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

し
、
留
置
場
に
入
れ
ら
れ
る
の
も
七
歳
以
上
の
子
ど
も
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に

（伍）

基
づ
く
七
歳
を
善
悪
の
判
断
が
つ
く
年
齢
と
す
る
考
え
方
が
根
底
に
あ
っ
た
。
し
か
し
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
処
遇
に
関
し
て
は
、
こ
の
七
歳
の
原
則
が
厳
密
に
守
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
一
四
歳
の
少
年
少
女
も
入
学
し
て
お
り
、
五
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の

幅
広
い
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
が
入
学
し
て
い
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
最
も
多
か
っ
た
の
は

一
O
歳
で
あ
り
、
続
い
て
一
一
歳
、
一
二
歳
と
な
り
、
一

O
代
の
子
ど
も
た
ち
が
約
七
割
を

占
め
て
い
た
。

こ
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
入
学
年
齢
が
実
際
の
年
齢
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で

は
な
い
。
審
理
を
行
う
子
ど
も
た
ち
の
年
齢
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
常
に
判
事
や
行
政
官
た

ち
の
頭
を
悩
ま
す
問
題
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
一
八
七
五
年
ま
で
出
生
記
録
は
強

L
一

圃

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
。．E附

圃
E
圃
時

園
田
端d
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アードウィック・グリーン・インダストリアル・スクールの入学年齢
(1766年7月5日から1871年8月4固まで）
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制
さ
れ
て
お
ら
ず
、
記
録
の
な
い
子
ど
も
た
ち
も
数
多
く
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
員
の
年
齢
が
入
学
者
名
簿
に
漏
れ
る
こ
と
な
く
記

載
さ
れ
て
い
た
の
は
、
彼
ら
の
処
遇
を
決
定
す
る
判
事
と
行
政
官
に
年
齢
を
は
っ
き
り
と
決
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

（
山
山
）

る
。
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
年
齢
が
、
実
際
の
年
齢
な
の
か
「
聞
き
取
り
」
や
「
見
た
目
」
に
よ
る
行
政
官
判
断
で
あ
っ
た
の
か
を
見
極
め

る
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
誕
生
日
を
記
入
す
る
欄
に
記
載
が
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
年
齢
を
O
歳
。
か
月
と
い
う
よ
う
に
月
単
位

で
断
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
誕
生
日
の
欄
に
記
載
が
あ
っ
た
の
は
、
二
七
O
名
中
四
二
名
で
あ
り
、
八
四
%
の
子
ど
も
に
は

記
載
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
だ
け
で
二

O
七
名
中
四
二
名
は
誕
生
日
が
判
っ
て
い
る
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

誕
生
日
の
月
日
が
入
所
認
定
日
に
な
っ
て
い
る
子
ど
も
や
日
付
な
し
（
年
月
の
み
）
の
記
載
に
な
っ
て
い
る
者
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
ま
た
、
誕
生
日
の
欄
は
空
欄
に
な
っ
て
い
て
も
、
年
齢
が
月
単
位
で
記
載
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
も
一
五
名
お
り
、
誰
の
誕
生
日
が
判

明
し
て
い
た
の
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
子
ど
も
た
ち
が
嘘
や
ご
ま
か
し
を
し
な
か
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、

誕
生
日
が
判
明
し
た
子
ど
も
は
二
割
程
度
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
圧
倒
的
多
数
の
子
ど
も
た
ち
は
自
分
の
誕
生
日

を
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
在
学
期
間
に
つ
い
て
述
べ
る
。
図
5
は
入
学
時
に
判
事
・
行
政
官
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
在
学
予
定
期
間
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
全
期
間
の
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、
圧
倒
的
に
五
年
間
が
多
く
、
二
七
O
名
中
二

O
六
名
（
七
六
・
三
%
）
に
上
っ
た
。
入
学
年
齢
と
の

相
聞
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
わ
ず
か
に
二
二
、
一
四
歳
で
入
学
し
た
子
ど
も
た
ち
は
五
年
間
よ
り
三
年
間
を
言
い
渡
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ

た
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
一
八
六
九
年
四
月
六
日
以
降
と
そ
れ
以
前
で
は
在
学
予
定
期
間
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
の
方
が
重
要
で

あ
る
。
そ
れ
以
前
で
は
一
九
二
名
中
一
七
六
名
（
九
一
・
七
%
）
が
五
年
間
の
予
定
で
あ
り
、
そ
の
他
、
三
年
間
が
一
三
名
（
六
・
八
%
）
、

八
年
間
が
一
名
（
八
歳
）
、
二
年
間
が
一
名
（
一
二
歳
）
、
一
年
間
が
一
名
（
一
四
歳
）
に
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら

一
八
六
九
年
四
月
六
日
以
降
は
一
六
歳
に
な
る
ま
で
の
年
月
を
子
ど
も
の
年
齢
か
ら
差
し
引
い
て
予
定
期
間
が
決
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ

り
、
具
体
的
な
年
数
に
代
わ
っ
て
た
び
た
び
「
一
六
歳
に
な
る
ま
で
学
校
に
留
め
る
こ
と
」
と
い
う
言
葉
が
記
載
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、

五
年
間
は
七
八
名
中
三
九
名
（
三
七
・
二
%
）
と
激
減
し
、
三
年
間
が
一
一
名
、
七
年
聞
が
九
名
、
六
年
間
が
八
名
、
八
年
間
が
七
名
、

~z3一



四
年
間
が
五
名
、
九
年
間
が
四
名
、
二
年
間
が
二
名
、
一
年
間
と

一
0
年
聞
が
一
名
ず
っ
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
数
が
言

い
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
変
化
は
、
子
ど
も
た
ち
の
在

学
予
定
期
間
が
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
で
あ
れ
ば
五
年

間
と
い
う
固
定
的
な
考
え
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
年
齢
に
応
じ
て

決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で

こ
の
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
行
政
官
命
令
で

決
定
さ
れ
た
在
学
予
定
期
間
を
子
ど
も
自
身
は
も
ち
ろ
ん
学
校
の

教
師
・
関
係
者
で
あ
っ
て
も
基
本
的
に
は
変
更
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
一
度
入
学

が
決
ま
っ
た
子
ど
も
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、

な
る
ま
で
は
留
め
置
か
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

一
六
歳
に

4 

入
学
決
定
理
由
と
入
学
時
の
状
況

子
ど
も
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス

ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
八
五
七
年

の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
で
は
、
行
政
官
命
令
で
入

学
さ
せ
る
べ
き
子
ど
も
の
要
件
と
し
て
「
浮
浪
（
ぐ
白
噴
出
国
司
ご

と
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
八
六
一
年
に
改
正
さ
れ
た
イ
ン
ダ

「

200 

150 

100 

50 

一期

1869司3月まで 1869年4月以降

6年間一 7年間

図5 在学予定期間（1766年7月5日から1871年7月31固まで）

[WJil!.] Admission Registeγ5 July 1866 4 Aug. 1871 of M酬 chesteγlndust.γialSchool, Ardwick 
Green, in Manchester Public Record Office (R町oGB127. M369/2/2/2の部）から作成
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ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
で
は
第
九
条
で
、
一
八
六
六
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
全
て
の
法
律
を
総
括
し
て
出
さ
れ

た
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
で
は
、
第
一
四
条
か
ら
第
一
六
条
で
規
定
し
て
い
る
。
本
論
文
が
対
象
と
す
る
時
期
に
適
用
さ
れ

て
い
た
一
八
六
六
年
法
に
よ
る
と
、
第
一
四
条
で
は
「
明
ら
か
に
一
四
歳
未
満
の
子
ど
も
（
白
石
田
月
ロ
己
可
－

E
己
R

P巾
品
目
。
門

司

2
2
2ロ
）
」
で
①
物
乞
い
あ
る
い
は
施
し
物
を
受
け
取
る
こ
と
（
具
体
的
に
は
何
か
の
売
買
と
見
せ
か
け
る
か
、
売
値
に
色
を
付
け
て

も
ら
う
こ
と
）
を
発
見
さ
れ
る
か
、
実
際
に
そ
の
目
的
で
街
頭
や
公
共
の
場
所
に
い
た
場
合
、
②
家
や
定
ま
っ
た
住
居
が
な
い
状
態
か
、

ま
た
は
適
切
な
保
護
者
が
い
な
い
か
生
活
手
段
に
事
欠
い
て
い
る
状
態
で
放
浪
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
た
場
合
、
③
孤
児
あ
る
い

は
親
が
い
る
場
合
で
も
強
制
労
働
や
拘
禁
の
刑
に
処
さ
れ
て
お
り
、
極
貧
状
態
で
発
見
さ
れ
た
場
合
、
④
盗
人
と
い
わ
れ
て
い
る
者
た
ち

と
た
び
た
び
一
緒
に
い
る
場
合
、
⑤
売
春
婦
と
と
も
に
生
活
し
た
り
、
寝
食
を
と
も
に
し
た
り
す
る
か
、
売
春
目
的
で
使
用
さ
れ
る
場
所

に
住
ん
で
い
た
場
合
、
⑥
売
春
婦
と
い
わ
れ
て
い
る
者
た
ち
と
た
び
た
び
一
緒
に
い
る
場
合
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
送
る

こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
第
一
五
条
で
は
⑦
明
ら
か
に
一
二
歳
未
満
で
犯
罪
に
よ
っ
て
拘
禁
（
百
胃
窃

S
5
2叶
）
か
そ
れ

以
下
の
刑
罰
を
受
け
た
子
ど
も
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
は
重
罪
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
場
合
は
窃
盗
を
犯
し
た
こ
と
の
な
い
者
を
、

第
一
六
条
で
は
⑧
明
ら
か
に
一
四
歳
未
満
の
子
ど
も
の
両
親
、
継
親
、
保
護
者
が
、
行
政
官
に
対
し
て
子
ど
も
を
監
督
で
き
な
い
こ
と
を

表
明
し
、
彼
ら
が
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
を
希
望
し
た
場
合
に
、
そ
の
子
ど
も
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
た
。
こ
の
三
つ
の
区
分
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
第
一
四
条
で
一
不
さ
れ
た
状
況
は
多
く
の
場
合
、
「
浮
浪
」
状
態
と
み
な
さ
れ

る
た
め
「
犯
罪
」
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
売
春
婦
や
盗
人
と
一
緒
に
い
る
だ
け
で
も
判
事
や
行
政
官
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と

に
な
っ
た
た
め
、
実
際
に
罪
を
犯
し
て
い
な
い
子
ど
も
も
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
厳
密
に
は
犯
罪
者
と
は
い
え
な

い
子
ど
も
も
「
可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
収
容
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
「
保
護
」
の
観
点
と
同
時
に
、

犯
罪
の
「
予
防
」
と
い
う
視
点
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
第
一
五
条
は
明
ら
か
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
「
犯
罪
少
年
」

を
対
象
に
し
て
お
り
、
し
か
も
「
一
二
歳
」
未
満
と
規
定
し
、
第
一
四
条
と
は
異
な
る
年
齢
設
定
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
有
罪
と
な

る
罪
を
犯
し
た
子
ど
も
と
「
浮
浪
」
状
態
あ
る
い
は
保
護
さ
れ
て
い
な
い
子
ど
も
を
、
同
じ
厳
し
さ
で
処
遇
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
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方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
第
一
六
条
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
保
護
者
の
判
断
で
「
手

に
負
え
な
い
」
子
ど
も
を
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス

ク
ー
ル
が
矯
正
施
設
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
は
極
貧
あ
る
い
は
保

護
者
の
い
な
い
子
ど
も
の
保
護
施
設
、
犯
罪
予
備
軍
の
た
め
の
予
防
施
設
、
犯
罪
少
年
の
た
め
の
刑
罰
の
一
つ
、
「
手
に
負
え
な
い
」
子

ど
も
の
た
め
の
矯
正
施
設
と
い
っ
た
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

で
は
実
際
に
、
ァ
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
入
学
し
た
子
ど
も
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
入
学
理

由
で
送
致
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
入
学
者
名
簿
に
は
「
委
託
理
由
と
な
っ
た
行
為
（
〉
♀
甘
吋
者
E円
F
B
E
g
－

H

広
島
）
」
の
欄
が
あ
る
。
こ

の
「
委
託
理
由
と
な
っ
た
行
為
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
が
図
6
で
あ
る
。
最
も
多
か
っ
た
の
が
「
浮
浪
（
〈
白
唱
自
ミ
）
」
で
二
七
O
名

中
二
二
四
名
（
四
九
・
六
%
）
で
あ
っ
た
。
続
い
て
窃
盗
（
閉
店
出
回
口
問
一
七
五
名
、

E
H
Bロ
可
一
一
一
名
、
円
混
同
件
可

E
O同
二
一
名
、
H
v

－ns
o
n
W
2
二
名
、
印
F
8
5
E
m
一

一
名
）
が
一
O
O
名
（
三
七
・
O
%
）
、
物
乞
い
が
二
二
名
（
四
・
八
%
）
で
あ
り
、

そ
の
他
の
具
体
的
な
理
由
が
記
載
さ
れ
た
子
ど
も
は
一
一
一
名
（
七
・
八
%
）
、
空
欄

が
二
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
と
し
て
は
「
学
校
か
ら
の
逃
亡
」
「
家
屋
破
壊
」
「
繰

り
返
し
家
出
し
た
」
「
窓
を
割
っ
て
盗
み
に
入
ろ
う
と
し
た
」
「
一
戸
外
就
眠
」
「
子

ど
も
ス
ト
リ
ッ
プ
」
「
盗
ま
れ
た
品
物
を
受
け
取
っ
た
」
「
手
に
負
え
な
い
」
「
極
貧
」

「
母
親
の
マ
ン
ト
を
質
に
入
れ
た
」
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
理
由
が
記
載
し
て
あ
っ

た
。
「
窃
盗
」
は
も
ち
ろ
ん
「
浮
浪
」
も
「
物
乞
い
」
も
先
述
の
通
り
、
逮
捕
さ

れ
る
行
為
で
あ
り
、
上
位
三
つ
の
理
由
は
全
て
「
犯
罪
」
と
い
っ
て
も
い
い
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
他
の
戸
外
就
眠
や
家
屋
・
窓
の
器
物
破
損
も
犯
罪
と
さ
れ

る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
犠
牲
者
の
い
る
犯
罪
」
で
あ
る
窃
盗
よ
り
も
、

蝿浮浪

窃盗

綴物乞い

聞その他

機空欄

図6 「委託理由となった行為」内訳
(1766年7月5日から1871年7月31固まで）

I出典lAdmission Register 5 July 1866-4 Aug. 18刀
of Manchester Industrial School, Ardwick 
Green, in Manchester Public Record Office 
(R別o.GB127. M369/2/2/2の一部）から作成
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「
犠
牲
者
な
き
犯
罪
」
で
あ
る
浮
浪
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
期
待
さ
れ
た
役
割
の
中
で
、
実
際

に
は
生
き
て
い
く
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
の
極
貧
の
子
ど
も
た
ち
の
保
護
施
設
と
し
て
の
役
割
が
第
一
に
果
た
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
が
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
の
ど
の
条
文
を
正
式
な
理
由
と
し
て
入
学
し
て
き
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
九
年
一
月
一
一
一
日
ま
で
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
も
全
て
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
「
浮
浪
」
で
第
一
五
条
と
記
載
さ
れ
た
子
ど
も
も
い
れ
ば
、
窃
盗
で
第
一
四
条
の
子
ど
も
も
お
り
、
ま
た
「
浮
浪
」
と
「
窃
盗
」

両
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
も
い
た
た
め
、
「
浮
浪
」
や
「
窃
盗
」
と
い
う
分
類
か
ら
ど
の
条
文
が
適
用
さ
れ
た
か
を
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
一
八
六
九
年
一
月
一
一
一
日
か
ら
一
八
七
一
年
七
月
一
一
一
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
八
八
名
の
う
ち
適
用

条
文
が
記
載
さ
れ
て
い
た
四
三
名
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
第
一
四
条
適
用
者
が
二
五
名
（
浮
浪
一
一
五
名
、
窃
盗
一
四
名
、
物
乞
い
一

三
名
、
極
貧
二
一
名
、
不
明
一
一
名
）
で
、
第
一
五
条
適
用
者
が
一
八
名
（
窃
盗
二

O
名
、
浮
浪
一
五
名
、
家
出
と
窃
盗
一
一
名
、
見

込
み
な
し
・
一
名
、
不
明
・
一
名
）
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
条
文
適
用
者
の
ど
ち
ら
か
が
極
端
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た
「
浮
浪
」

状
態
で
発
見
さ
れ
た
子
ど
も
は
第
一
凶
条
の
適
用
を
受
け
が
ち
で
あ
り
、
窃
盗
の
場
合
は
第
一
五
条
が
適
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

明
確
に
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
ど
の
条
文
を
適
用
す
る
か
が
決
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
六
条
の
適
用
と

い
う
記
載
は
一
つ
も
な
か
っ
た
が
、
保
護
者
に
よ
っ
て
送
ら
れ
て
く
る
子
ど
も
が
全
く
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
窃
盗
」

の
場
合
、
親
（
主
と
し
て
母
親
）
か
ら
盗
ん
だ
行
為
が
委
託
理
由
と
さ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
が
五
件
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら

く
盗
ま
れ
た
親
か
ら
の
通
報
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
六
条
の
適
用
と
は
限
ら
な
い
が
、
親
が
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・

ス
ク
ー
ル
へ
の
収
容
を
望
ん
だ
ケ
l
ス
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
八
六
七
年
八
月
一
一
一
日
に
入
学
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
（
入
学
当
時

九
歳
）
は
母
親
か
ら
四
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
の
お
金
を
盗
ん
だ
こ
と
が
委
託
理
由
に
な
っ
て
い
る
が
、
備
考
欄
に
は
「
全
く
手
に
負
え
な

い
少
年
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
委
託
理
由
の
そ
の
他
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
手
に
負
え
な
い
」
た
め
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス

ク
ー
ル
へ
送
ら
れ
た
子
ど
も
も
い
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
委
託
理
由
と
適
用
さ
れ
た
条
文
を
み
て
い
る
と
、
「
浮
浪
」
と
「
窃
盗
」
が
明
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確
に
区
別
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
保
護
」
す
べ
き
子
ど
も
と
「
矯
正
」
す
べ
き
子
ど
も
も
ま
た
、

区
別
が
難
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
ぜ
「
区
別
」
が
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
備
考
欄
に
記
載
さ
れ
た
発
見
時
の
状
況
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
「
浮
浪
」

を
理
由
に
委
託
さ
れ
た
子
ど
も
の
う
ち
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
極
貧
状
態
で
見
つ
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
六
九
年

一
月
二
六
日
に
入
学
し
た
ピ

1
タ
1
は
最
も
衰
弱
し
た
状
態
で
見
つ
か
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
「
ボ
ロ
服
以
外
ま
と
っ
て
お
ら
ず
、

片
方
の
足
の
な
い
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
母
子
家
庭
で
救
貧
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
子
ど
も

服
を
買
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、
一

O
歳
の
ピ

l
タ
l
は
五
年
間
の
予
定
で
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
送
ら
れ
た
。

「
か
な
り
汚
い
ボ
ロ
服
」
や
「
ボ
ロ
ボ
ロ
の
服
を
ま
と
っ
て
い
た
」
と
い
う
表
現
は
何
度
も
出
て
お
り
、
一
八
六
九
年
三
月
一
一
一
日
に
入

学
し
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
（
九
歳
）
は
「
ほ
と
ん
ど
裸
」
で
あ
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
物
乞
い
を
見
つ
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
「
浮
浪
」

あ
る
い
は
「
物
乞
い
」
の
ど
ち
ら
か
で
記
載
さ
れ
た
。
「
浮
浪
」
と
記
述
さ
れ
た
ケ
l
ス
を
み
て
み
よ
う
。
一
八
六
七
年
一
月
二
九
日
に

入
学
し
た
ジ
ョ
ン
（
一
一
歳
）
は
父
親
が
ア
メ
リ
カ
の
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
母
と
と
も
に
物
乞
い
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

発
見
さ
れ
た
。
母
親
は
物
乞
い
の
罪
で
二
週
間
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
子
ど
も
は
五
年
間
の
予
定
で
イ
ン
ダ
ス

ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
送
致
さ
れ
た
。
一
八
六
七
年
三
月
三
日
に
入
学
し
た
ジ
ョ
ン
（
七
歳
）
は
二
年
前
に
父
を
亡
く
し
、
妹
と
母
と

一
緒
に
物
乞
い
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た
。
彼
ら
は
夜
の
一

O
時
半
に
歌
を
歌
っ
て
い
る
と
き
に
発
見
さ
れ
、
施
し
を
受
け
た
と
し
て
彼
の

一品♂

み
同
校
へ
の
入
学
が
決
定
し
た
。
ま
た
一
八
六
七
年
一

O
月一

O
H
に
入
学
し
た
ジ
ョ
セ
フ
（
七
歳
）
は
父
親
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お

り
、
母
親
が
物
乞
い
の
罪
で
二
週
間
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
た
め
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
送
ら
れ
た
。

「
物
乞
い
」
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
ケ
1
ス
で
は
、
一
八
六
九
年
三
月
一
九
日
に
入
学
し
た
ジ
ェ

l
ン
（
一
二
歳
）
が
当
て
は
ま
る
。
彼

女
の
両
親
は
と
も
に
仕
事
を
持
っ
て
い
た
が
、
仕
立
て
の
仕
事
に
つ
い
て
い
た
母
親
に
命
じ
ら
れ
て
物
乞
い
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見

さ
れ
た
。
母
親
は
彼
女
に
物
乞
い
を
さ
せ
た
と
し
て
一
カ
月
、
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
ま
た
一
八
七
O
年
二
月
一

O

口
に
入
学
し
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
（
一
一
歳
）
は
、
二
か
月
前
に
ロ
ン
ド
ン
か
ら
家
族
で
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
に
仕
事
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
が
、
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両
親
と
も
に
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
父
親
は
彼
に
物
乞
い
を
さ
せ
、
そ
れ
が
見
つ
か
り
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

物
乞
い
の
子
ど
も
を
発
見
し
た
場
合
に
、
何
を
基
準
に
し
て
「
浮
浪
」
と
「
物
乞
い
」
に
分
け
て
い
た
の
か
は
判
ら
な
い
。
基
準
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
親
が
い
な
が
ら
に
し
て
「
ス
ト
リ
ー
ト
」
で
稼
い
で
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
「
物

乞
い
」
の
他
に
も
「
物
売
り
」
を
し
た
が
、
親
の
望
む
ほ
ど
の
稼
ぎ
を
得
ら
れ
ず
に
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
子
ど
も
も
い
た
。

ジ
エ
イ
ム
ズ
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
兄
弟
（
一
八
七
一
年
七
月
二
五
日
、
七
歳
と
九
歳
）
は
教
会
の
階
段
で
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
た
。

彼
ら
は
物
売
り
を
し
て
い
た
が
、
「
母
親
が
期
待
す
る
ほ
ど
の
十
分
な
金
額
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
帰
れ
な
か
っ
た
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

「
浮
浪
」
と
「
物
乞
い
」
が
理
由
と
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
も
う
一
つ
の
共
通
点
は
、
「
ネ
グ
レ
ク
ト
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
浮
浪
」
理
由
の
ジ
エ
イ
ム
ズ
（
一
八
六
九
年
二
月
二
七
日
入
学
、
九
歳
）
は
「
か
な
り
ひ
ど
い
ネ
グ
レ
ク
ト
」
と
書
か
れ
て

い
た
し
、
「
物
乞
い
」
理
由
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
（
一
八
七
O
年
七
月
一

O
日
入
学
、
八
歳
）
は
「
母
親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
完
全
に
ネ

グ
レ
ク
ト
状
態
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
「
窃
盗
」
理
由
で
入
学
し
た
子
ど
も
の
中
に
も
「
見
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
」
は
い
た
。

一
八
七
O
年
九
月
三
日
入
学
の
ジ
ョ
ン
（
一
三
歳
）
は
母
親
が
死
亡
し
て
お
り
、
「
父
親
に
完
全
に
捨
て
ら
れ
た
状
態
」
で
あ
っ
た
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
窃
盗
」
理
由
の
場
合
、
ジ
ョ
ン
以
外
は
発
見
さ
れ
た
当
時
の
状
況
が
記
載
さ
れ
た
子
ど
も
は
お
ら
ず
、
「
窃
盗
」
と

い
う
誰
の
日
か
ら
見
て
も
何
ら
か
の
処
遇
が
必
要
な
場
合
、
特
に
発
見
時
の
状
況
を
記
載
し
て
お
く
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
「
窃
盗
」
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
以
前
は
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
る
し
か
道
は
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
一
八
三
O
年
一

O
月
二
五
日
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
裁
判
記
録
に
は
、
一
四
歳
と
二
二
歳
と
一
一
歳
の
少
女
が
一
緒
に
靴
を
盗
ん
だ
罪
で

裁
か
れ
て
い
る
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
三
カ
月
、
一

O
H問
、
一

0
日
間
の
刑
務
所
へ
の
拘
禁
が
言
い
渡

さ
れ
て
い
た
し
、
一
八
三
四
年
一

O
月
二

O
日
の
記
録
に
は
一
四
歳
と
二
二
歳
の
少
年
が
雌
鳥
一
羽
を
盛
ん
だ
罪
で
有
罪
と
な
り
、
前
者

は
七
日
間
、
後
者
は
別
の
日
に
も
う
一
匹
盗
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
一
四
日
間
拘
禁
の
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
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い
る
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
が
規
定
さ
れ
て
か
ら
は
、
長
期
に
わ
た
る
教
育
の
提
供
が
拘
禁
に
代
わ
っ
て

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
浮
浪
」
、
「
物
乞
い
」
は
多
く
の
場
合
、
発
見
さ
れ
た
状
況
の
区
別
は
つ
け
難
く
、
ま
た
「
窃
盗
」
の
子
ど
も
も
、
「
浮
浪
」

「
物
乞
い
」
の
子
ど
も
と
異
な
る
状
況
に
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
滞
在
浪
」
、
「
物
乞
い
」
、
「
窃
盗
」
に
共
通
し
て
備
考
欄
に
記

載
さ
れ
た
内
容
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
護
者
の
不
在
で
あ
っ
た
。
入
学
者
名
簿
に
は
先
述
の
通
り
、
父
親
、
母
親
、

そ
の
他
の
保
護
者
の
三
区
分
で
、
そ
れ
ぞ
れ
名
前
、
職
業
、
住
所
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
上
記
の
「
窃
盗
」

理
由
で
入
学
し
た
ジ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
親
が
失
院
し
て
い
た
り
、
住
所
不
定
の
場
合
に
は
備
考
欄
に
そ
の
情
報
が
書
き
こ
ま
れ
た
。
た
と

え
ば
一
八
六
八
年
五
月
一
一
一
一
日
入
学
の
マ
イ
ケ
ル
（
八
歳
）
は
「
浮
浪
」
と
五
シ
リ
ン
グ
の
「
窃
盗
」
を
理
由
に
委
託
さ
れ
た
が
、
彼
の

父
親
は
「
一
年
前
に
失
肱
」
し
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
一
八
七
一
年
六
月
二
九
日
に
入
学
し
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
（
一
二
歳
）
は

「
物
乞
い
」
理
由
で
入
学
し
た
が
、
「
彼
の
父
は
入
学
の
二
か
月
前
に
監
獄
で
亡
く
な
り
、
母
は
デ
ィ

l
ン
ズ
ゲ
イ
ト
に
住
ん
で
い
た
が
、

あ
る
日
子
ど
も
た
ち
を
残
し
て
失
院
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
「
窃
盗
」
理
由
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（
一
八
六
七
年
一
月
八
日
入
学
、
一
一
歳
）

は
父
を
亡
く
し
て
お
り
、
母
は
ボ
ル
ト
ン
に
い
る
た
め
、
お
ば
と
住
ん
で
い
た
。
「
浮
浪
」
理
由
で
入
学
し
た
七
歳
と
一

O
歳
の
兄
弟
ジ
ョ

ン
と
ア
ン
ソ
ニ

l

（
一
八
六
七
年
七
月
一
五

H
入
学
）
は
両
親
と
も
に
保
護
者
欄
に
名
前
と
職
業
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
備
考

欄
に
は
「
父
親
は
五
年
前
に
出
て
行
っ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
に
も
「
母
親
を
五
年
間
見
た
者
は
い
な
い
し
、
話
も
聞
か
な

い
」
と
記
載
さ
れ
た
二
一
歳
の
ト
マ
ス
（
一
八
六
七
年
一
一
月
一
一
一
日
入
学
）
や
両
親
と
も
に
ウ
ェ

l
ル
ズ
（
具
体
的
な
住
所
の
記
載
な

し
）
に
い
る
と
さ
れ
た
二
二
歳
の
ジ
ョ
セ
フ
（
一
八
六
七
年
九
月
二

O
日
入
学
）
、
両
親
の
名
前
と
職
業
は
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

住
所
不
定
と
な
っ
て
い
る
一

O
歳
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
（
一
八
六
七
年
二
月
二

O
日
入
学
）
な
ど
が
い
た
。
子
ど
も
の
処
遇
を
決
定
す
る
判
事

や
行
政
官
に
と
っ
て
、
「
適
切
な
保
護
者
」
が
い
る
か
ど
う
か
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
保
護
者
の
状
態
は

細
か
に
調
べ
ら
れ
た
。
こ
の
入
学
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、
お
そ
ら
く
ま
ず
、
子
ど
も
に
聞
き
取
り
を
行
い
、
そ
の
後
そ
の

情
報
を
も
と
に
近
隣
の
者
や
関
係
者
か
ら
集
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
八
六
七
年
一
一
月
二
八
日
入
学
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
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（一

O
歳
）
の
備
考
欄
に
は
、
「
本
人
は
父
親
も
母
親
も
い
な
い
と
述
べ
た
が
、

彼
が
物
乞
い
を
し
て
い
た
時
に
一
緒
に
い
た
人
が
、
両
親
が
リ
パ
プ
l
ル
に
い

る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
親
の
住
所
や
職
業
欄
に
は

た
び
た
び
訂
正
の
跡
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
最
初
に
子
ど
も
か
ら
得
た
情
報
と
そ

の
後
に
判
明
し
た
情
報
が
異
な
る
場
合
に
訂
正
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

保
護
者
の
情
報
は
重
要
で
あ
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
何
ら
か
の
↓
記

入
が
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
ジ
ョ
ン
と
ア
ン
ソ
ニ

l
兄
弟
の
例
に
も
あ
る
よ

う
に
、
両
親
の
名
前
や
職
業
が
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も

そ
の
親
と
と
も
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
入
学
者
名
簿
に
記
載
さ

れ
た
保
護
者
に
つ
い
て
示
し
た
の
が
図
7
で
あ
る
。
両
親
共
に
そ
ろ
っ
て
名
前

が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
が
、
二
七
O
件
中
一
四
五
件
（
五
三
・
七
%
）
あ
っ
た
（
兄

弟
の
場
合
で
も
そ
れ
ぞ
れ
一
件
と
し
て
数
え
た
）
。
そ
の
う
ち
、
継
父
と
記
載

さ
れ
て
い
た
の
が
七
件
、
継
母
が
五
件
、
両
親
と
も
に
継
父
・
継
母
と
記
載
さ

れ
て
い
た
の
が
一
件
あ
っ
た
。
母
子
家
庭
は
全
部
で
八
三
件
（
三

0
・
七
%
）
あ
っ

た
が
、
そ
の
う
ち
父
親
が
死
亡
し
、
か
つ
実
の
母
親
だ
っ
た
ケ
1
ス
が
八
一
件
、

父
親
が
死
亡
し
継
母
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
が
一
件
、
父
親
が
不
明
で

実
の
母
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
が
一
件
で
あ
っ
た
。
父
子
家
庭
は
一
一
八

件
（
一

0
・
四
%
）
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
継
父
の
記
載
は
な
か
っ
た
。
両
親
と

も
に
死
亡
あ
る
い
は
不
明
の
ケ
l
ス
は
一
四
件
（
五
・
二
%
）
あ
っ
た
。
そ
の

う
ち
、
両
親
の
死
亡
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
が
一
一
件
、
父
の
死
亡
は
記
載
さ

肉親

総突のl内親※4

継j;j

継父

鑓継I山］組

母のみ※ 1

父のみ※ 2 鵜緩衝窓鱒嬢

両親共なし※3

160 
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れ
て
い
た
が
、
母
親
の
欄
に
は
不
明
と
記
さ
れ
て
い
た
の
が
一
件
、
両
親
と
も
に
不
明
と
さ
れ
て
い
た
の
が
二
件
あ
っ
た
。
両
親
と
も
に

死
亡
あ
る
い
は
不
明
の
場
合
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
の
親
し
か
記
載
が
な
か
っ
た
場
合
、
親
以
外
の
保
護
者
の
名
前
が
記
載
さ
れ
る
場
合

も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
ケ
l
ス
は
一
一
一
件
あ
り
、
お
じ
、
お
ば
、
兄
弟
姉
妹
の
名
前
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
関
係
の
判
ら
な

い
者
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。

G
・
S
－
フ
ロ
ス
ト
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
貧
困
層
の
間
で
は
、

親
が
子
ど
も
を
養
え
な
い
状
況
に
陥
る
と
近
隣
の
者
が
代
わ
っ
て
面
倒
を
見
て
い
た
。
お
そ
ら
く
は
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
者
も
近
隣
や
何

ら
か
の
理
由
で
一
緒
に
い
る
こ
と
に
な
っ
た
者
の
名
前
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

両
親
の
名
前
が
記
載
さ
れ
た
子
ど
も
が
最
も
多
く
、
し
か
も
両
親
が
い
な
い
と
さ
れ
た
子
ど
も
が
た
つ
た
の
五
・
二
%
で
あ
っ
た
の
は

驚
き
で
あ
る
。
両
親
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
た
一
四
五
名
を
委
託
理
山
別
に
分
類
す
る
と
、
六
六
名
が
「
浮
浪
」
、
六
一
名
が
「
窃
溢
」
、

八
名
が
「
物
乞
い
」
、
そ
の
他
が
九
名
、
空
欄
が
一
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
親
が
判
別
し
て
い
て
も
浮
浪
児
と
し
て
「
ス
ト
リ
ー

ト
」
で
過
ご
し
て
い
た
子
ど
も
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
両
親
の
名

前
が
記
載
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
が
一
緒
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
四
五
名
中
、
両
親
の
住
所
が

同
じ
だ
っ
た
ケ
l
ス
は
一

O
七
件
で
、
明
ら
か
に
住
所
が
異
な
っ
て
い
た
ケ
l
ス
が
一
九
件
、
ど
ち
ら
か
、
あ
る
い
は
両
親
と
も
に
住
所

不
定
あ
る
い
は
空
欄
で
あ
っ
た
の
が
一
九
件
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
一
問
五
件
中
三
八
件
（
一
ヱ
ハ
・
二
%
）
は
母
親
か
父
親
の
ど
ち
ら
か

が
一
緒
に
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
収
容
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の

家
庭
環
境
は
非
常
に
複
雑
で
、
単
純
に
両
親
の
有
無
で
そ
の
処
遇
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

5 

お
わ
り
に

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
化
、
工
業
化
を
背
景
に
、
罪
を
犯
し
た
「
堕
落
し
た
子
ど
も
」
を
受
け
入
れ
る
「
学
校
」
の
必
要
性
が
増

大
し
、
こ
の
種
の
学
校
の
設
立
は
当
初
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
ボ
ラ
ン
タ
リ
な
活
動
に
政
府
補
助
金
を
支
給
し
国
家
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シ
ス
テ
ム
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
方
法
は
二
般
の
労
働
者
階
級
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
基
礎
教
育
学
校
に
も
当
て
は
ま
る
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
の
常
套
手
段
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
も
こ
の
方
法
で
制
度
化
さ
れ
て
い
く
が
、
し
か
し
他
の
学
校

と
大
き
く
違
っ
た
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
判
事
や
行
政
官
の
命
令
で
学
校
に
入
学
し
た
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
警
察
や
裁
判
官

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
大
人
た
ち
の
手
を
経
て
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
や
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
大
人
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
る
い

は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
を
作
成
し
た
者
に
と
っ
て
、
極
貧
の
子
ど
も
と
犯
罪
少
年
は
ど
ち
ら
か
の
み
を
取
り
出
す
こ
と
の

で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
浮
浪
」
は
法
律
で
も
「
犯
罪
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
し
、
「
窃
盗
」
の
罪
を
犯
し
た
子

ど
も
の
中
に
は
貧
困
の
た
め
に
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
者
も
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
端
的
な
証
拠
は
、

一
八
五
七
年
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
法
で
示
さ
れ
た
「
浮
浪
児
、
極
貧
少
年
、
秩
序
を
乱
す
子
ど
も
た
ち
の
ケ
ア
と
教
育
の

改
善
を
目
指
す
（

g
g件
。
胃
1
2
胃
2
E
S
円。
Z
Z
2
2
自
己

E
5邑
E
C同
〈
由
民
円
自

a－骨
E
Z
R
自
己
色

g
E
2
q
与
E
5ロ）」

と
い
う
目
的
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
策
定
者
は
浮
浪
児
も
極
貧
の
子
ど
も
も
犯
罪
予
備
軍
あ
る
い
は
犯
罪
少
年
も
一
つ
の
枠
組
み
で
と
ら

え
、
彼
ら
の
処
遇
を
規
定
す
る
法
律
と
し
て
同
法
を
制
定
し
た
。
そ
し
て
実
際
に
、
ァ
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア

ル
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
者
名
簿
に
残
さ
れ
た
記
録
を
み
る
限
り
、
彼
ら
と
関
わ
っ
た
大
人
た
ち
が
極
貧
の
子
ど
も
と
「
罪
」
を
犯
し
た
子

ど
も
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
ま
す
ま
す
強
く
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
は
、
そ
の
設
立
過
程
や
法
的
規
定
か
ら
考
え
て
、
極
貧
の
子
ど
も
の
「
保
護
」
と
犯
罪
少
年
に
対
す

る
「
罰
則
」
の
み
な
ら
ず
、
少
年
犯
罪
へ
の
「
予
防
」
や
「
手
に
負
え
な
い
」
子
ど
も
の
「
矯
正
」
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
が
置
か
れ
た
地
域
社
会
の
実
情
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
役
割
の
比
重
が

変
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
ア
1
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
場
合
、
少
な

く
と
も
一
八
七
一
年
の
夏
ご
ろ
ま
で
は
、
浮
浪
児
を
「
保
護
」
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
委
託
理

由
と
な
っ
た
行
為
と
し
て
「
窃
盗
」
よ
り
も
「
浮
浪
」
が
多
か
っ
た
し
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
備
考
欄
に
子
ど
も
た
ち
の
「
悲
惨
な
」
状
況

や
保
護
者
の
不
在
が
記
載
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
行
政
官
は
そ
う
し
た
情
報
を
「
書
き
と
め
る
べ
き
も
の
」
と
捉
え
て
い
た
。
な
ぜ
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な
ら
そ
れ
は
入
学
さ
せ
る
側
が
考
え
た
、
子
ど
も
を
長
期
に
わ
た
っ
て
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
委
託
す
べ
き
理
由
で
あ
り
、

「
浮
浪
」
や
「
窃
盗
」
と
い
っ
た
直
接
的
に
入
学
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
行
為
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
と
は
異
な
る
特

筆
す
べ
き
情
報
で
あ
っ
た
。

「
浮
浪
」
が
委
託
理
由
の
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
負
け
な
い
く
ら
い
多
く
の
「
窃
盗
」
の
罪
を
犯
し
た
子
ど
も
た
ち
が

収
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
窃
盗
」
理
由
の
子
ど
も
た
ち
の
多
く
が
第
一
五
条
適
用
者
で
あ
り
、

「
拘
禁
」
に
代
わ
る
「
罰
則
」
と
し
て
入
学
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
た
と
え
「
窃
盗
」
を
理
由
に
委
託
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
第

一
四
条
、
す
な
わ
ち
「
保
護
」
や
「
予
防
」
の
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
た
場
合
も
あ
り
、
「
堕
落
し
た
子
ど
も
」
で
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
「
罰

則
」
と
し
て
入
学
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
ア
l
ド
ウ
イ
ツ
ク
・
グ
リ
ー
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
や
っ
て
き
た
が
、
多
く

の
子
ど
も
が
五
年
間
あ
る
い
は
一
六
歳
に
な
る
ま
で
学
校
に
留
め
置
か
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
長
期
に
わ
た
っ
て
家
族
と
離
れ
て
寄
宿
生
活

を
強
い
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
彼
ら
の
多
く
が
浮
浪
児
と
は
い
っ
て
も
、
両
親
の
い
な
い
子
ど
も
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
な
い
ケ
l
ス
を
差
し
引
い
て
も
、
む
し
ろ
両
親
が
揃
っ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
が
第
一
に
保
護
者
の

不
在
を
条
件
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
は
両
親
が
い
る
場
合
で
も
状
況
に
応
じ
て
委
託
さ
れ
た
。
こ

の
違
い
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
労
働
者
家
族
へ
の
ま
な
ざ
し
の
変
化
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
、
っ
か
。
あ
る
い
は
国
民
国
家
と
し

て
の
教
育
責
任
の
表
出
や
家
庭
の
教
育
権
へ
の
国
家
介
入
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
本
論
文
で
答
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

｛
本
研
究
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
金
基
金
助
成
金
）
一
基
盤
研
究
（
C
）
、
二

O

一

課
題
番
号
二
三
一
五
二
二

0
0
0
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
｝

一
年
度
か
ら
二

O
二
二
年
度
、
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主占

（1
）
本
論
文
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
ば
れ
方
を
す
る
「
路
上
で
金
を
稼
ぐ
か
、
寝
泊
ま
り
を
す
る
子
ど
も
」
を
浮
浪
児
と
称
し
て
検
討
す
る
。

「
路
上
で
金
を
稼
ぐ
」
行
為
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
犯
罪
と
は
規
定
さ
れ
な
い
が
、
「
寝
泊
ま
り
（
一
戸
外
就
眠
こ
は
一
八
牟
一
四
年
の
浮
浪

者
取
締
法
に
よ
っ
て
「
犯
罪
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
浮
浪
児
と
呼
ぶ
場
合
に
は
、
「
犯
罪
」
行
為
を
し
た
子
ど
も
も
し
て
い
な
い
子

ど
も
も
含
む
が
、
戸
外
就
眠
を
含
め
た
浮
浪
関
係
の
「
犯
罪
」
を
犯
し
た
子
ど
も
に
の
み
限
定
す
る
場
合
や
窃
盗
な
ど
で
有
罪
判
決
を

受
け
た
子
ど
も
に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
は
、
犯
罪
少
年
と
称
す
る
。

（2
）
厚
生
労
働
省
『
平
成
一
五
年
ホ
l
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査
（
生
活
実
態
調
査
）
』
こ
の
調
査
で
は
一
九
歳
以
下
の
ホ
l
ム

レ
ス
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
。

（3
）
警
察
庁
『
平
成
一
一
一
一
一
年
度
に
お
け
る
行
方
不
明
者
の
状
況
』
平
成
一
一
四
年
六
月
、
二
頁
。
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
「
行
方
不
明
者

発
見
活
動
に
関
す
る
規
則
」
（
平
成
一
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
二
号
）
が
施
行
さ
れ
、
「
家
出
人
」
と
い
う
一
一
日
葉
は
「
行
方
不

明
者
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

（4
）

F
豆町一円－
P
F
n
b
q
k
司

m
S
R
E
Sミ
む
と
と
さ
同
M
E
S
h
w
n
s
き
る
ミ
ロ
ヨ
ロ
忌
む
な
ヨ
ロ
ユ
出
g
F
N
O
S
－
℃
・
叶
彼
は
、
保
護
法
と
い
わ
れ

る
も
の
が
ど
の
程
度
、
子
ど
も
を
犠
牲
者
と
い
う
よ
り
も
脅
威
と
し
て
見
て
い
る
か
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
訴
え
て
い
る
。

（5
）
児
美
川
佳
代
子
は
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
大
衆
教
育
論
が
、
年
少
犯
罪
者
の
増
加
を
背
景
に
、
「
犯
罪
予
防
の
た
め
の
教
育
」
と
し
て

形
成
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
児
美
川
佳
代
子
「
D
・
ス
ト
ウ
の
「
訓
練
シ
ス
テ
ム
」
に
お
け
る
〈
矯
正
〉
と
〈
教
育
〉
一
九
世
紀

イ
ギ
リ
ス
大
衆
学
校
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
四
集
、
一
九
九
四
年
、
四
一
一
只
。
実
際
、
一
八
三
五

年
に
出
さ
れ
た
王
立
調
査
委
員
会
の
報
告
書
で
も
学
校
教
育
の
制
度
が
年
少
犯
罪
者
の
減
少
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
と
い
う
主
張
が
行

わ
れ
て
お
り
、
調
査
を
行
う
側
も
そ
れ
を
意
図
し
た
質
問
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
報
告
書
で
は
警
察
に
補
助
金
を
出
す
く
ら
い
な

ら
教
育
制
度
の
構
築
に
補
助
金
を
出
し
た
方
が
、
年
少
犯
罪
者
の
減
少
や
予
防
に
な
る
と
し
て
、
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
も
教
育
制
度

の
整
備
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
た
。
河
内
、
ミ
町
、
S
N
H
F
向
山
山
内
守
門
町
内
ミ
抽
選
同
町
川
町
内
室
町
A
N
h
S
H凡
S

S

同誌
h
・hbwRN
喜
弘
司
豆
町
』
芯
h

叫町内』ミ

さ
ミ
ミ
H
h
h
q＼町三円町内
M
N
Q
－
L
』V』守ミミロ民地両氏
H
M
H
A
2
・
ω
〉戸
m－H
∞
ω印・円）・
ω同司
z
r
N
O
A
F
－

（6
）
司
5
印
？
の
∞
唱
で
R
H
q
w
Jミ
誌
内
止
と
h
H
M
N
q
q
A
F
円。ロ門
H
C
P
N
C
C
P
℃－
kHA
山

（7
）ロ戸門｝向者。丘町』・－
M
つQ
h
w
N
u
h
h
b
た
ら
、
町
内
（
リ
ミ
ミ
三
ミ
n
b
た
え
ミ
ミ
立
て
町
内
門
司
、
、
足
ミ
同
誌
h
R
M
時代戸出血目立町門同（）口出口巳
F
C
ロ門
H
C
P
N
C
C
N
岨円）－
N

E
－
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五
三
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八
五
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年
に
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式
に
開
校
し
た
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ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
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ク
ー
ル
が
内
務
省
管
轄
に
な
る
の
は
一
八
六
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
感
化
院
と
教
育
内
容
が
ほ

ぼ
同
じ
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
早
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当
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（
却
）
感
化
院
も
同
じ
状
況
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
本
文
中
で
述
べ
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
及
び
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
感
化
院
も
、
も
と
も
と
は
ラ
ゲ
ッ
ト
・

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
と
名
乗
っ
て
ボ
ラ
ン
タ
リ
な
活
動
と
し
て
学
校
を
運
営
し
て
い
た
。
一
八
五
四
年
に
感
化
院
へ
の
認

定
す
な
わ
ち
国
庫
補
助
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
際
、
認
定
推
進
派
と
反
対
派
が
激
し
い
議
論
を
戦
わ
せ
、
結
局
経
営
の

安
定
を
目
的
に
感
化
院
と
し
て
認
定
し
て
も
ら
う
よ
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務
省
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願
い
出
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児
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・
生
徒
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考
え
方
等
、
さ
ま
さ
ま
あ
る
が
、
一
九
世
紀
末
に
は
両
者
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な

く
な
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
今
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る
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単
純
に
浮
浪
児
や
犯
罪
少
年
の
割
合
が
増
加
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
ま
で
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
項
目
が
新
た
に
告
訴
の
対

象
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
入
所
で
き
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
就
学
強
制
の
影
響
、
ま
た
は
児
童
労
働
の
減
少
に
よ
り

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
入
学
す
る
、
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
な
ど
、
大
人
と
同
じ
場
所
に
収

容
さ
れ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
、
子
ど
も
だ
け
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ス
ク
ー
ル
へ
入
学
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
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ま
な
理
由
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
す
ぐ
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ボ
ラ
ン
タ
リ
活
動
で
あ
れ
国
家
に
よ
る
も
の

で
あ
れ
、
ま
た
教
育
で
あ
れ
福
祉
で
あ
れ
労
働
で
あ
れ
、
子
ど
も
の
生
活
に
関
わ
る
営
み
を
「
複
合
体
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と
し
て
捉
え
て
検
討
す
る
視

廃
が
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だ
ろ
う
。
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の
論
文
を
翻
訳
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
訳
者
が
注
釈
を
入
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ォ

l
シ
エ
の
見
解
や
事
実
認
識
に
対
す
る
訂
正
・
異
議
申
し
立
て
や
補
足
が
ふ
ん
だ
ん
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
当

時
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
住
人
、
し
か
も
都
市
の
エ
リ
ー
ト
層
で
あ
ろ
う
翻
訳
者
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
貧
困
層
や
犯
罪
者
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
の
か
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
伝
え
て
く
れ
る
。

（
国
）
町
村
田
口
門
町
内
円
・
「
色
、
・
円
九
円
・
℃
」
ロ
ま
た
、
「
ア
シ
ニ

l
ア
ム
」
は
一
八
二
四
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
設
置
さ
れ
た
文
芸
・
学
術
ク
ラ
ブ
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
・
ア
シ
ニ

l
ア
ム
も
、
そ
の
種
の
ク
ラ
ブ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
印
）
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
都
市
エ
リ
ー
ト
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
都
市
文
化
と
教
育
ウ
ォ
リ
ン
ト
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
育
社
会
史
』

昭
和
堂
、
二

O
二
一
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
ω）
司
何
回
戸
門
町
内
門
・
「
也
、
門
戸
勺
ωkH
・

（
臼
）
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ツ
グ
ス
、
前
掲
書
、
三

O
O頁。

（
臼
）
図
。
ロ
巾
－
H
Y

－－、・円
N
H
Z

℃－
H

∞
ω・

（mw
）司何回口門
F
2
J
f－也、・円
F
U℃・
ω吋
11ω
∞・

（
刷
出
）
巴
己
門
討
項
R
H
U－－－司、・
2
H．‘℃－
N
・

（臼）

F
．
。
戸
。
∞
－

e・ミ－
U
H
N
ω

－Z
N
一
秋
元
、
前
掲
書
、
一
八
頁
。

（
侃
）
甲
山
町
自
由
・
巧
z
も・円九
F

－U
N
N
・ロロ門｝
2
0
2
F
H－
cv・§・目）－
N

5
・

-40 



（訂）同口向山口出片岡宮ご山門｝
Hoo－－〉
2
・
H∞。。（
NCamωC
ぐ－
2
0
1
p
（リ回目）・己∞）

（
槌
）
物
乞
い
を
す
る
際
に
、
歌
を
歌
っ
た
り
、
泣
い
た
り
、
濡
れ
た
り
す
る
こ
と
は
人
々
の
同
情
を
引
く
作
戦
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

ロ己（リ
rt司
O
H
・
s・アむも・円九円・円｝・∞・

（
ω）
子
ど
も
や
家
族
を
捨
て
る
こ
と
は
「
犯
罪
」
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
逮
捕
さ
れ
る
ケ
l
ス
は
少
な
か
っ
た
。
司
hE門
F
2・円、
z

号、・円
F
U・ω日・

（
叩
）
入
山
内
色
町
苫
門
出
ミ
ミ
ミ
九
円
b
h
h）
ミ
さ
唱
え
三
＼
可
吋
ミ
ミ
ミ
〉
U
2
v

町
民
～
閃
い
て
、
ミ
h
q
p
ミ
如
何
叫
ん
否
ミ
L
F
N
M
R
P
a
H
h
w
J
N印
。
2
5
ω
。出口門日

N
C
0
2・

Zω
戸
一
口
呂
田
ロ
門
同
月
三
R
H
U
Z豆
宵
同
2
0
E
O
B
2
（E
Z
0・。ロ
HN叶－
E
叶＼
N＼ω）・

（
円
）
た
と
え
ば
暴
力
行
為
で
刑
務
所
に
送
ら
れ
た
隣
人
の
子
ど
も
二
人
の
面
倒
を
み
る
こ
と
に
し
た
あ
る
女
性
は
、
自
身
も
同
人
の
子
ど
も

を
抱
え
て
い
た
が
、
「
彼
ら
を
洗
い
、
服
を
着
せ
、
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
」
し
な
が
ら
母
親
が
戻
っ
て
く
る
ま
で
彼
ら
の
養
育
を
す
る

と
語
っ
た
。
明
，
H

・0印
F

の・
ωz
色、・円九円・円）－
HNN・

（
η
）
秋
元
、
前
掲
書
、
二

O
頁。

（
刀
）
一
八
三
一
七
年
以
降
に
提
出
さ
れ
た
ノ

l
フ
ォ
ー
ク
と
サ
フ
ォ
ー
ク
の
ワ
l
ク
ハ
ウ
ス
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の

子
ど
も
一
、
九
O
六
名
の
う
ち
、
四
四
二
一
名
が
婚
外
子
、
三
八
二
名
が
孤
児
、
二
七
九
名
が
父
親
に
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
、
五
回
名
が
両

親
に
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
、
一
七
一
名
が
父
親
が
刑
務
所
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
、
一
一
六
名
が
保
護
者
の
救
貧
を
受
け
て
い
る

子
ど
も
、
一
四
四
名
が
寡
婦
の
子
ど
も
で
あ
ま
り
に
も
貧
し
く
院
外
で
は
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
、
三
六
名
が
寡
婦
の
子
ど
も
、

一
二
二
名
が
兄
弟
姉
妹
が
多
す
ぎ
て
全
員
を
養
育
で
き
な
い
と
さ
れ
た
子
ど
も
で
あ
っ
た
。

p
o叩けの・

ω・・也、・ミ－－
u－HN品・
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