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丁
稚
制
度
と

「大
阪
商
人
」

南

相

錦

〈
要
旨
〉

丁
稚
制
度

は
、
近
世
大
阪

の
商
業
都
市
と

し
て

の
繁
栄
を

も
た
ら
し
た
大
阪
商

家
の

労
働
力

の
根
幹

を
な
し
た
も

の
で
あ
り
、
戦
後

「
日
本
的
経
営
」

の
源
流
と
も

い
わ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
文

は

こ
の
丁
稚
制
度

に
着
目
し
、
実

際
に
丁
稚
を
経

験
し
た
人

々
を
対
象

に
行

っ
た
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
調
査

を
も
と

に
丁
稚
制

度
の
実
態
を
再

現
す
る
。
同
時

に
、
丁
稚

制
度
を

「
大
阪
商
人
」

を
再
生
産
す

る
す

る
教
育

シ
ス
テ
ム
と
し

て
捉

え
、
そ
の
中
で

特

に

「
大
阪
商
人
」

の

「
心
性
」
と

し
て
何

が
ど

の
よ
う

に
教
え
ら
れ

、
継

承
さ
れ
た

の
か

に

つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず

ー
で
大
阪
商

人
の
成
立
と
そ

の
概

要
を
簡
単

に
紹

介
す
る
。

正
で
は
丁
稚
制
度

の
形
成

か
ら
消
滅

に
い
た
る
ま

で
の
過
程

と
制
度

の
実
態

に

つ
い
て
、
実

際
に
丁
稚
を

経
験

し
た
イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト

の
話

を
も
と

に
検
討

す
る
。
皿

で
は

丁
稚

制
度

の
中

で

大
阪
商

人

の

「
心
性
」

と
し
て
何
を

ど
の
よ
う
に
教

え
ら
れ
、
あ

る
い
は
教
わ
る

の
か

に

つ
い
て
具
体
例

に
よ

っ
て
論
じ
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

大
阪
商

人
、
丁
稚
制
度

、
心
性

、
商
人
教
育
、
イ

ソ
タ
ビ

ュ
ー
調
査
。
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は
じ
め
に

い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も

「商
人
」
と
い
う
階
層
は
存
在
す
る
。
あ
る
面

か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
に
は
職
業
か
ら
く
る
普
遍
的
と
も
い
う
べ
き
性
質
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
本
又
次
が
近
世
大
阪
商
人
の
社
会
意
識
と
し

て
取
り
上
げ
て
い
る

「始
末

・
算
用

・
才
覚
」
は
、
そ
の
言
葉
の

一
義
的
意
味

か
ら
す
れ
ば
、
ど
の
社
会
の
商
人
に
も
み
ら
れ
る
意
識
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の

一
方
で
、
「
大
阪
商
人
」
に
と

っ
て
そ
の
概
念
は
、
常
に
生
活

と
密
着
し
た
も
の
で
あ
り
、
商
人
と
し
て
生
き
る
た
め
の

「象
徴
」
と
で
も
呼

ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
も
あ
る
。し
か
も
彼
ら
は
そ
れ
ら
を
育
む
た
め
に
「
丁

稚
制
度
」
を
創
造
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
独
自
の

「心
性
」
を
再
生
産
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
普
遍
的
と
も
見
え
る
概
念
が
実
際
人
々
の
日
常
生
活

の
様

々
な

場
面
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
多
義
的
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
か
を
捉

え
る
こ
と
は
、
ギ
ア
ツ
が
文
化
分
析
に
お
い
て
目
標
と
し
た
文
化
の
個
別
性
を

(1
)

見
失
う
こ
と
な
く
普
遍
性
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ

う
。本

稿
で
は
そ
の
よ
う
な

「
大
阪
商
人
」
の

「
心
性
」
を
再
生
産
す
る
す
る
教

育
シ
ス
テ
ム
と
し
て
丁
稚
制
度
を
と
ら
え
、
丁
稚
制
度
の
実
態
、
お
よ
び
そ
の

中
で
の

「
心
性
」
の
継
承
に
つ
い
て
、
丁
稚
経
験
者
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー

を
も
と
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

以
下
で
は
、ま
ず
ー
で
大
阪
商

人
の
成
立
と
そ
の
概
要
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

皿
で
は
丁
稚
制
度
の
形
成
か
ら
消
滅
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
と
制
度
の
実
態
に

つ
い
て
、
実
際
に
丁
稚
を
經
験
し
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
話
を
も
と
に
検
討

す
る
。
皿
で
は
丁
稚
制
度
の
中
で
大
阪
商
人
の

「
心
性
」
と
し
て
何
を
ど
の
よ

う
に
教
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
教
わ
る
の
か
に
つ
い
て
具
体
例
に
よ

っ
て
論
じ
て

い
く
。

1
.
大
阪
と
大
阪
商
人

大
阪
は
明
応
五
年

(
一
四
九
六
)
連
如
と
い
う
僧
に
よ
り
石
山
御
坊
の
寺
内

町
H
門
前
町

(現
、
大
阪
城
の
位
置
)
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
天
正

一

一
年

(
一
五
八
三
)
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
大
阪
城
築
城
に
伴
い
、
船
場

・
島
之
内

方
面
の
デ
ル
タ
の
開
拓
や
街
区
の
整
備
が
行
わ
れ
、
東
横
堀
川
、
天
満
堀
川
が

掘
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
ま
ず
堺
の
町
人
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
。

大
阪
冬

・
夏
の
陣
の
後
、
徳
川
家
の
松
平
忠
明
が
大
名
と
し
て
赴
任
し
、
大

阪
の
復
興
の
た
め
非
常
に
活
躍
し
た
。
彼
の
町
づ
く
り
は
徹
底
し
た
も
の
で
、

特
に
船
場

・
島
之
内

の
四
周
に
堀
川
を
つ
く
り
、
運
河
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
が
計

ら
れ
た
。
船
場
と
い
う
名
称
も
各
地
か
ら
の
荷
物
が
船
で
着
く
、

つ
ま
り
、
着

↑
)

船
場
の
着
が
省
か
れ
、
船
場
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
復
興
に
よ
り
京
都
伏

見
や
平
野
郷
か
ら
町
人
が
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
。

↑
)

こ
の
よ
う
に
大
阪
町
人
は
堺

・
伏
見

・
平
野
の
町
人
を
主
な
構
成
要
素
と

し
、
の
ち
に
江
州

(近
江
)
の
町
人
も
加
わ
り
、
成
立
し
た
。
そ
の
後
幕
府
の

直
轄
領
と
な
り
、
幕
府
と
諸
藩
か
ら
の
蔵
物
と
納
屋
物
の
集
散
地
と
し
て
発
展

し
、
蔵
屋
敷
と
両
替
屋
に
象
徴
さ
れ
る

「
天
下
の
台
所
」
時
代
を
迎
え
る
。
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.
近
世
大
阪
は

「
町
人
の
町
」
と

い
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
の
場
合
百
万
人
の
う

ち
5
割
が
武
士
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
大
阪
の
武
士
階
級
は
人
口
30
万
か
ら
40

↑
・)

万
人
の
う
ち
3
%
に
す
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
大
阪
に
は
多

く
の
橋
が
架
け
ら
れ
、
そ
の
数
八
百
八
橋
と
い
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
う
ち
幕

府
に
よ
る
の
は
わ
ず
か
12
橋
だ
け

で
、
他
の
ほ
と
ん
ど
は
町
人
に
よ
り
架
け
ら

れ
た
こ
と
か
ら
も
大
阪
が
町
人
の
町
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。次

に
こ
の
よ
う
な

「大
阪
町
人
」
、
特
に
大
阪
の
商
家
に
つ
い
て
詳
し
く
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
大
阪
商
家
の
形
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
商
家
の
店
の

軒
先
に
は

「
お
だ
れ
」
が
あ
り
、
暖
簾
が
か
か
り
、
下
に
は
上
げ
見
せ
、
店
先

に
は
用
水
桶
が
お
か
れ
て
い
た
。
町
屋
は
間
口
の
広
さ
に
よ
り
税
金
が
か
か
る

た
め
、
計
画
的
に
5
間
間

口
、
奥
行
20
間
を
普
通
と
し
て
い
た
。
当
然
細
長

い

「う
な
ぎ
住
居
」
と
な
り
、
間
取
り
も
左
側
だ
け
に
並
ぶ
家
と
な
る
。
し
か
し

こ
れ
だ
け
で
は
丁
稚
小
僧
の
多
い
商
家
で
は
狭
す
ぎ
た
の
で
2
階
が
必
要
と
な

っ
た
が
、
当
時
2
階
家
は
町
家
で
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
表
向
き
は
物
置

部
屋
と
い
う
こ
と
に
し
て
低
く
て
狭
い
2
階
11
中
2
階
が

つ
く
ら
れ
た
。
旧
い

商
家
は
こ
れ
に
工
夫
を
加
え
、
表

通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
を
商
い
取
引
の
た
め

の
店
の
間
と
し
、
店
か
ら
裏
の
間

に
中
庭
を
こ
し
ら
え
、
中
庭
か
ら
奥
を
家
族

の
住
む
母
屋
に
あ
て
、
離
れ
も
設

け
そ
こ
で
仕
事
の
指
揮
を
し
て
い
た
よ
う

で

(5
)

あ
る
。

大
阪
町
人
の
家
庭
は
武
家
よ
り
も
優
れ
て
厳
粛
で
あ
り
、
良
家
の
娘
が
自
分

(↓

の
召
使
い
を
連
れ
て
豪
商
の
下
女
奉
公
を
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
大
阪
商
家
の

妻
は

「お
家
は
ん
」
「御
寮
人
」
「
御
寮
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
、
商
売
の
腕
の
あ
る

£

女
は
男
た
ち
を
尻
に
ひ
い
て
経
営
に
参
加
し
た
と
も
い
う
。
ま
た
使
用
人
の
衣

食
や
し

つ
け
に
気
を
つ
け
、
私
的
な
こ
と
の
相
談
相
手
に
も
な

っ
て
い
た
。
ち

な
み
に
家
族
の
名
称
を
述
べ
る
と
、
主
人
は

「
旦
那
様
」
、
主
人
の
父
は

「
大

旦
那
様
」
、
母
は

「御
上

(お
え
)
さ
ん
」
、
娘
が

「
い
と
は
ん
」
、
息
子
が

「坊

ん
ち
」
「ボ

ン
ボ
ソ
」
、
女
中
は

「
女
衆

(お
な
ご
し
)
」
と
呼
ば
れ
た
。

と
こ
ろ
で
大
阪
商
家
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、
実
子
が
い
て
も
丁
稚

・
手
代

か
ら
選
ん
で
婿
養
子
に
さ
せ
る
習
慣
が
多
か

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
生
え

抜
き
の

「坊
ん
ち
」
よ
り
も
営
業
上
の
才
能
や
忍
耐
力
の
あ
る
者
が
重
視
さ
れ

た
か
ら
で
あ
り
、
家
業
第

一
主
義
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
考
え
方
が
あ

っ
た
。

近
世
大
阪
町
人
の
あ
り
方
を
み
る
と
、
近
世
初
期
と
中
期
以
降
と
で
は
明
ら

か
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
事
件
が
元
禄
時
代

に
起
き
た

「淀
屋
の
闕
所
」
で
あ
る
。
近
世
初
期
の
商
品
貨
幣
経
済
の
波
に
の

り
才
覚
と
冒
険
に
よ
り
容
易
に
富
の
蓄
積
が
で
き
た
近
世
初
頭
の
門
閥
的
特
権

商
人
は
、
奢
侈
と
好
色
に
い
た
る
も
の
を
理
想
と
し
て
い
た
。
し
か
し
幕
藩
体

制
の
下
で
身
分
社
会
が
ま
す
ま
す
固
定
化
す
る
中
で
こ
の
よ
う
な
町
人
に
対
す

る
戒
め
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
商
人
の

一
人
で
あ
る
淀
屋
辰
五
郎
が
奢
侈
に
よ

り
闕
所
に
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
事
件
は
町
人
た
ち
に
衝
撃
を
与
え
、
「鎖

国
の
強
化
、
株
仲
間
の
跳
梁
、
取
引
の
固
定
化
、
営
業
範
囲
の
狭
隘
、
封
建
的

権
力
へ
の
寄
生
化
、
か
く
て
町
人
の
気
分
は
才
覚
や
思
い
入
れ
を
主
と
す
る
よ

り
も
、
算
用
や
始
末
を
念
と
し
、
奉
公
や
体
面
や
知
足
安
分
を
強
く
意
識
す
る

(8
V

よ
う
に
な
る
。
」
そ
の
後
、
大
阪
と
大
阪
の
商
家
が
繁
栄
す
る
に

つ
れ
、
商
家

は
そ
の
経
営
目
的
を

「店
11
暖
簾
の
永
続
」
と
し
、
そ
の
た
め
に
家
訓
や
家
法
、

店
則
な
ど
を
つ
く
り
、
そ
の
中
に
近
世
大
阪
町
人
の
社
会
意
識
と
し
て
よ
く
い

丁稚制度と「大阪商人」161



わ
れ
て
い
る

「奉
公

・
体
面

・
分
限
」
「才
覚

・
算
用

・
始
末
」
と

い
っ
た
内

容
を
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
。
丁
稚
制
度
も
当
初
は
大
商
家
の
店
方
制
度
と
し

て
形
成
さ
れ
、
店
則
の
中
に
そ
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
の
丁

稚
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
詳
し
く
み
る
こ
と
に
す
る
。

皿
.
丁
稚
制
度
の
変
遷
と
実
態

(1
)
丁
稚
と
は

・
丁
稚
の
語
源
に
つ
い
て
は
ま
ず

、

a
、
弟
子

(デ
シ
)
か
ら
の
説
と
、
b
、

小
さ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
双
六
の
重

一

(デ

ッ
チ
)
か
ら
の
説
、

c
、
宋

の
宋
敏
求

「春
明
退
朝
録
」
の
丁
稚
、
元
気
の
い
い
若
者

の
称
か
ら
の
説
が
あ

(9
V

る
。
彼
ら
は
奉
公
人
の

一
種
で
あ
る
が
、
近
世

の
町
方
の
奉
公
人
は
、
そ
の
仕

事
の
内
容
に
よ

っ
て
大
き
く

a
.
家
事
使
用
人
と
b
.
営
業
使
用
人
す
な
わ
ち

商
家

。
工
家
に
お
い
て
業
務
に
携

わ
る

「店
表
」
の
奉
公
人
に
分
け
ら
れ
る
。

女
子
奉
公
人
は
す
べ
て
家
事
使
用
人
で
あ
る
溺
、
男
子
の
場
合
は
同
じ
奉
公
人

と
い
っ
て
も
両
者
の
違
い
は
き
わ
め
て
大
き
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
江
戸

時
代
中
期
に
な
る
と
、
大
き
な
商
家
に
お
い
て
は

「
店
」
と

「奥

(台
所
)」

の
分
離
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
財
政
だ
け
で
は
な
ぐ
奉
公
人
の
間
に
も
は

っ

き
り
と
し
た
区
剔
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
人
別
改
帳
に
通
常

「下
男
」
「下
女
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
が
、
男
子
の
営
業
使
用
人
の
場
合
、

下
人
と
は
別
に

「
手
代
」
ま
た
は

「弟
子
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
下
で
は
、
特
に
商
家
に
お
い
て
業
務
に
携
わ
る

「店
表
」
の
奉
公
人
に
限

定
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

(2
)
丁
稚
制
度
の
変
遷

①
起
源

工
業
上
の
徒
弟
制
度
、
商
業
上
の
丁
稚
制
度
の
起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、

丁
稚
制
度
に
つ
い
て
は
商
工
業
が
よ
う
や
く
盛
ん
に
な

っ
た
鎌
倉

・
室
町
時
代

(10
V

の
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
制
度
と
し
て
の
丁
稚
制
度
は
そ
の
性

質
上
商
業
資
本
や
職
業
上
の
特
権
、
経
営
組
織
が
相
当
発
達
し
た
時
代
で
は
な

い
と
生
じ
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
丁
稚
制
度
が

一
般
に
普
及
し
て
盛
ん
に
な

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も

な
く
徳
川
時
代
に
入

っ
て
か
ら
、
し
か
も
中
頃
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

(琶

絵
巻
や
浄
瑠
璃
か
ら
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
実
際

丁
稚
制
度
が

一
般
化
し
た
江
戸
時
代
中
頃
、
都
市
人
口
の
中
に
丁
稚
が
占
め

る
割
合
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
斉
藤
修
の

『商
家
の
世
界

・
裏
店
の
世
界
』

曾
)

が
あ
る
。
当
時
の
丁
稚
の
現
状
に
関
す
る
確
実
な
裏
付
け
と
し
て
考
え
る
に
は

充
分
と
は
い
え
な
い
が
、
全
体
的
傾
向
を
つ
か
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
斉
藤
は
、
丁
稚
制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

a
.
18
世
紀
初
頭
ま
で
は
ど
こ
の
町
に
お
い
て
も
か
な
り
の
数
の
住
み
込
み
奉

公
人
雇
用
世
帯
が
み
ら
れ
た
。

一
八
六
〇
年
代
の
幕
末

・
維
新
期
に
な
る

と
、
奉
公
人
雇
用
世
帯
が
江
戸
日
本
橋

・
京
都
の
町

・
大
阪
の
三
郷
な
ど

の

一
定
の
地
域
に
集
中
し
、
地
域
的
二
極
化
傾
向
が
顕
著
に
な
る
。

b
.
奉
公
人
を
雇
用
す
る
世
帯
に
お
い
て
、
家
持
層
で
も
借
屋
層
で
も
そ
の
雇
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用
人
数
に
極
端
な
差
は
な
く
、
そ
の
雇
い
主
自
体
は
上
述
し
た
地
域
に
集

中
し
て
い
た
。
、

c
.
特
に
大
阪
の
場
合
、
家
持
層

に
お
け
る
奉
公
人
の
男
性
比
は
借
屋
層
の
そ

れ
よ
り
高
く
、
そ
の
差
は
歴
然
た
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
大

店
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
家
持
層
の
奉
公
人
は
男
子
が
多
か

っ
た
こ
と
を

示
し
、江
戸
中
期
に
お
け
る
丁
稚
制
度
の
完
成
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

d

大
阪
の
中
で
も
問
屋

・
両
替
商
な
ど
の
大
店
が
集
中
し
て
い
た
船
場
の
ひ

と
つ
外
側
に
位
置
す
る
菊
屋
町
で
は
、
⑱
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
町

人
口
の
量
的
な
拡
大
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
専
門
商
品
を
扱
う
小
売

商
業
の
成
熟
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
奉
公
人
雇
用
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
大
商
店
を
模
倣
し

た
丁
稚
制
度
が
中
小
商
店

へ
と
広
が

っ
て
い

っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

③
丁
稚
制
度
形
成
の
理
由

農
村
や
ほ
と
ん
ど
の
都
市
に
お

い
て
年
季
奉
公
か
ら
季
節
雇

・
旦
雇
へ
と
い

う
傾
向
が
み
ら
れ
た
な
か
で
、
な
ぜ
大
商
店
だ
け
が
内
部
昇
進
制
と
奉
公
期
間

の
延
長
と
い
う
独
特
の
雇
用
制
度
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
か
。斉
藤
に
よ
る
と
、

そ
の
理
由
は
、
営
業

の
大
規
模
化

に
伴
う
業
務
構
造
の
多
部
門
化
、
そ
れ
に
よ

(13
)

る
熟
練
者
形
成
の
内
部
化
の
必
要

に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
多
店
舗
化
に
よ
ゐ

営
業
の
大
規
模
化
は
17
世
紀
末
か
ら
18
世
紀
の
商
家
に
お
い
て
ま
ず
生
じ
た
の

で
あ
り
、

一
般
教
育
の
制
度
化
が
充
分
で
な
か

っ
た
当
時
に
お
い
て
、
営
業
の

大
規
模
化
が
熟
練
商
家
労
働
力
の
需
要
を
増
大
さ
せ
る
な
か
で
、
そ
の
確
保
、

と
り
わ
け
内
部
養
成
が
経
営
者
に
と

っ
て
の
課
題
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
想
像

に

か

た

く

な

い
。

④
消
滅

丁
稚
制
度
崩
壊
は
、
別
家
に
な
る
こ
と
が
丁
稚
の
理
想
と
す
る
観
点
か
ら
、

近
世
末
頃
か
ら
大
商
店
に
お
い
て
別
家
を
出
さ
ず
通
番
頭
と
い
う
終
身
雇
用
の

盒
)

「使
用
人
」
に
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
明
治
維
新
以

降
近
代
化
が
進
む
に
つ
れ

(欧
米
資
本
主
義
の
輸
入
や
産
業
革
命
の
到
来
、
義

務
教
育
な
ど
)
、
丁
稚
制
度
に
も
著
し
い
変
化
が
現
れ
る
。
丁
稚
制
度
は
ま
ず

(15
)

給
料
の
側
面
か
ら
仕
着
別
家
制

・
住
込
給
料
制

・
通
勤
給
料
制
と
い
う
三
つ
の

形
態
に
変
容
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ま
た
採
用
に
お
い
て
も
店
に
よ
り
丁
稚

の
み
の
採
用
、
学
校
出
の
み
の
採
用
、
丁
稚
と
学
校
出
の
併
用
と
い
う
形
が
と

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期

(明
治
大
正
期
)
に
は
別
家
に
な
る
者
は
全

(16
)

丁
稚
の
数
の
1
割
に
す
ぎ
な
い
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
、
大
阪
船
場
の
中
小
企
業

(店
)
に
お
い
て
は
昭
和
30
年
代
ま
で
こ

の
三

つ
の
形
態
に
混
合

・
変
容
し
な
が
ら
消
滅
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
変
容
し
た
要
因
と
し
て
は
、
商
業
労
働
力
の

「質
」
の
変
化
と

で
も
呼
ぶ
べ
き

a
.
商
業
学
校
出
身
者
の
進
出
、
b
.
大
正
中
期
以
降
の
女
店

員
の
出
現
、
商
業
中
心
地
の
ビ
ル
街
化
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に

高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
う
船
場
の
ビ
ル
街
化
は
住
居
を
共
に
す
る
空
間
が
な

く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
消
滅
の
決
定
的
要
因
と
な

っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

(3
)
丁
稚
制
度
の
実
態
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こ
の
節
で
は
従
来
の
研
究
に
お

い
て
近
世
丁
稚
制
度

の
内
容
に
つ
い
て
の
記

述
と
、
実
際
に
丁
稚
を
経
験
し
た
人
々
を
対
象
に
行

っ
た
調
査
か
ら
得
た
資
料

を
あ
わ
せ
て
、
丁
稚
制
度
の
実
態

を
考
え
る
。
筆
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は

前
述
し
た
丁
稚
制
度
が
三
つ
の
形
態
に
変
容
し
た
時
代
に
丁
稚
奉
公
に
来
て
い

る
た
め
、
彼
ら
の
話
が
丁
稚
制
度

の
す
べ
て
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
丁
稚
の
養
成
方
法
に
つ
い
て
は
明
治
維
新
以
前
と
ほ
と
ん

(↓

ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
丁
稚
制
度
を
商
人
の
再
生
産
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉

え
る
筆
者
の
観
点
に
は
さ
ほ
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特

に
調
査
か
ら
は
文
献
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
き
生
き
と
し
た
生
活
状
況

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
(以
下
前
後
に
*
印

の
つ
い
た
部
分
は
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト

へ
の
イ
ソ
タ
ビ

ュ
ー
に
よ
り
得
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
。)

近
世
商
家
の
基
幹
労
働
力
は
丁
稚
奉
公
か
ら
勤
め
あ
げ
る
子
飼
い
の
奉
公
人

で
あ
り
、
手
代
か
ら
番
頭
ま
た
は
支
配
人
を
経
て
別
家
と
な
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
幼
年
時
代
か
ら
奉
公
し
て
い
る
。
元
服
以
降
に
雇
わ
れ
た
者
は
多
く
の
場
合
、

重
要
な
任
務
を
担
当
で
き
な
か

っ
た
。
近
世
奉
公
人
制
度
が

一
般
に
丁
稚
制
度

と
呼
ば
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

丁
稚
は
子
飼
制
度
で
あ

っ
て
、
10
才
前
後
に
丁
稚
入
り
す
る
の
が
普
通
で
あ

る

(以
下
の
年
齢
は
店
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
、
大
体
の
目
安
と
し
て
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
)
。
親
類
縁
者
の
子
弟
ま
た
は
親
戚

・
取
引
先
の
紹
介

(商
家

同
族
団
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
)
に
よ
る
採
用
が
も

っ
と
も
多
く
、
も
し
そ
れ
で
不

足
の
場
合
は

口
入
屋
の
手
を
経
て
雇
入
れ
る
。
丁
稚
は
長
年
の
勤
続
を
必
要
と

す
る
た
め
な
る
べ
く
長
男
を
避
け
次
男
以
下
を
と
る
。
商
家
奉
公
人
に
出
る
の

は
必
ず
し
も
貧
困
の
た
め
で
は
な

く
、
「知
恵
づ
け
の
た
め
」
の
丁
稚
奉
公
も

あ
り
、
技
術
習
得
の
目
的
で
良
家
の
子
弟
も
奉
公
に
出
た
。
特
に
大
店
の
場
合

ま
ず
別
家
の
子
弟
を
採
用
す
る
方
針
で
あ
り
、
譜
代
子
飼
と
称
し
た
。
ま
た
明

治
以
降
に
な
る
と
近
代
化
に
よ
る
初
等
教
育
や
商
業
学
校
の
教
育
を
受
け
て
い

る
た
め
、
近
世
に
比
べ
れ
ば
丁
稚
入
り
す
る
年
齢
は
少

々
上
が
り
、
採
用
方
法

も
学
校
の
推
薦
に
よ
る
者
も
多
く
な

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

(邑

*
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の

一
人
で
あ
る
0
氏
は
、
奈
良
商
業
学
校
を
出
て
丁

稚
入
り
し
て
い
る
。
入

っ
た
店
は

「
伊
藤
萬

の
別
家
で
2
流
問
屋
の
中
堅
の

と
こ
ろ
」
で
、
会
長
は

「
明
治
の
末
伊
藤
萬
か
ら
独
立
し
、

一
文
無
し
か
ら

百
万
長
者
に
な
る
ま
で
営
々
と
築
き
上
げ
て
き
た
」
人
で
あ
る
。

そ
の
店
の
使
用
人
構
成
は

「別
家
店
員

(通
番
頭
)
は
み
ん
な
自
宅
よ
り

通
勤
さ
れ
、
交
替
で
宿
直
さ
れ
ま
し
た
。
あ
と
は
手
代
店
員
、
番
頭
さ
ん
1

級
よ
り
13
級
ま
で
50
人
近
く
が
各
地
の
販
売
員
、
販
売
員
以
下
は
丁
稚
で
見

習
い
店
員
1
級
よ
り
6
級
ま
で
約
50
名
、
そ
の
他
女
事
務
員
、
女
中
さ
ん
と

計
百
余
名
が
い
た
。」

こ
の
店
で
は
ほ
と
ん
ど
商
業
学
校
卒
を
丁
稚
と
し
て
採
用
し
、
試
験
も
行

っ
て
い
る
。
丁
稚
入
り
す
る
と
、
ま
ず

「適
性
検
査
」
と
い
う
も
の
が
行
わ

れ
、
「新
入
り
丁
稚
は
数
班
に
分
か
れ
、
荷
造
り
、
荷
受
け
、
倉
庫
、
炊
事
、

本
宅
勤
務
等

々
、
10
日
間
ほ
ど
交
替
で
ぐ
る
ぐ
る
回
り
、
適
性
検
査
の
2
カ

.月
で
定
着
す
る
ん
で
す
。
炊
事
、
本
宅
勤
務
を
除
き
、
1
年
先
輩
の
2
年
功

が
指
導
し
て
く
れ
る
ん
で
す
。
2
年
功
の
指
導
は
ち
ょ
う
ど
軍
隊
と
同
様
、

鉄
拳
の
あ
ら
れ
ぶ
容
赦
な
く
降

っ
て
お
り
ま
し
た
。」

こ
の
中
で
仕
事
と
は
関
係
の
な
い
炊
事
や
本
宅
勤
務
が
入

っ
て
い
る
の
を

み
る
と
、
経
営
者
側
に
と

っ
て
適
正
検
査
の
期
間
は
辛
抱
強
さ
と
心
構
え
を
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は
か
る
期
間
で
あ

っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
炊
事
勤
務
で
は

「米
俵
の
運

搬
や
食
堂
の
拭
き
掃
除
、
じ
ゃ
が
い
も
の
皮
む
き
、
残
飯
、
塵
芥
の
処
理

・

運
搬
が
仕
事
」
で
あ
り
、
本
宅
勤
務
で
は

「若
主
人
夫
婦
と
そ
の
子
供
が
い

る
自
宅
で
の
勤
務
で
、
広
い
屋
敷
や
庭
園
の
掃
除
、
用
心
棒
、
使
い
走
り
、

子
守
、
風
呂
番
な
ど
」
が
仕
事
で
あ
る
。

適
正
検
査
後
、
「
2
カ
月
の
試
用
期
間
を
経
て
、
見
習

い
店
員
6
級
、
月

給
10
円
な
り
の
辞
令
を
ち
ょ
う
だ
い
し
た
」
。
し
か
し
間
も
な
く
、
「
同
期
生

24
名
の
う
ち
3
人
が
ケ
ツ
を
割

っ
て
や
め
た
」
と
い
う
。
*

近
世
に
は
15
、
6
才
に
な
る
と
半
元
服
と
称
し
て
、
幼
名
を
本
名
の
頭
字
を

と

っ
て
、
吉
ま
た
は
松
の
字
を

つ
け
た
。
た
と
え
ば
、
長
次
郎
な
ら
長
吉
ま
た

は
長
松
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
2
文
字
に
し
た
の
は
呼
び
や
す
く
す
る
た

め
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ

て
い
た
間
は
、
半
人
前
で
荷
造
り
や
手
代
の

事
務
で
あ
る
金
銭

・
商
品
の
受
付
な
ど
を
手
伝
う
。

*
0
氏
が
入
る
ま
で
、
丁
稚
は

「0
吉
ど
ん
」
「
○
助
ど
ん
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
よ
う
だ
が
、
丁
稚

の
数
が
多
く
同
発
音
名
で
紛
ら
わ
し
い
た
め
、
つ

い
に
本
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
丁
稚
の
仕
事
と
は
、

「
大
体
1
、
2
年
目
は
荷
造

り
、
荷
受
け
、
倉
庫
、
配
達
、
3
年
目
か

ら
荷
揃
え
を
2
年
ぐ
ら
い
し
て
、
好
成
績
の
者
が
は
じ
め
て
手
代
と
し
て

販
売
員
に
な
れ
る
の
で
す
。
成

績
不
良

の
者
や
不
適
当
の
者
は
い
く
ら
た

っ
て
も
販
売
に
出
し
て
も
ら
え
ず
、
荷
受
け
、
出
荷
、
倉
庫
、
そ
の
他
の

責
任
者
に
な
る
の
が
関
の
山
で
し
た
。」

「店
の
荷
造
り
は

一
風
か
わ

っ
て
い
て
縄
を
引
く
と
き
に
は
、
あ
い
、

あ
い
、
あ
い
、
と
か
け
声
を
か
け
る
の
で
す
。
よ
そ
か
ら
見
れ
ば
威
勢
の

よ
い
も
の
で
す
が
、
や

っ
て
い
る
私
た
ち
は
指
じ

ゅ
う
ま
め
だ
ら
け
で
、

つ
ぶ
れ
て
は
で
き
、
つ
ぶ
れ
て
は
で
き
、
全
く
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。
こ

の
荷
造
り
の
指
導

の
大
将
は
悪
名
高
い
草
野
さ
ん
で
、
ち

ょ
っ
と
引

っ
張

る
の
が
遅
れ
る
と
、
縄
切
れ
包
丁
で
ピ
シ
ピ
シ
た
た
き
、
箱
詰
め
で
は
金

槌
で
遠
慮
な
く
殴
り
ま
し
た
。」

「
服
地
部
は
2
階

へ
、
着
尺

・
友
禅
部
は
3
階

へ
、
雑
貨
類
は
地
下
及

び
4
階

へ
、

一
台
の
エ
レ
ベ
ー
タ
を
各
荷
揃
え
係
と
競
争
で
取
り
合

い
し

ま
し
た
。
何
分
出
荷

の
方
が
優
先
だ
し
、
各
荷
揃
え
係
は
1
年
以
上
の
古

い
連
中
な
の
で
、
な
か
な
か
意
地
悪
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
を
貸
し
て
く
れ
な

い
ん
で
往
生
し
ま
し
た
。

エ
レ
ベ
ー
タ
が

つ
か
え
て
る
と
き
は
階
段
を
上

り
下
り
、
相
当
苦
し
い
仕
事
で
し
た
。」

3
年
目
か
ら
荷
揃
え
係
に
す
す
む
が
、
そ
こ
で
は
入
荷
し
た
商
品
を
陳

列
す
る
す
る
こ
と
と
、
出
荷
係
に
出
荷
す
る
商
品
を
渡
す
こ
と
を
行
な
う
。

そ
の
た
め
、
出
荷

・
入
荷
し
た
商
品
を

一
致
さ
せ
る
責
任
が
与
え
ら
れ
る
。

「店

の
名
物
に
は
見
合
わ
せ
が
あ
り
、
毎
日
出
荷

・
入
荷
と
出
入
り

の

多
い
品
物
と
、
事
務
室
の
帳
面
づ
ら
が
合
わ
な
け
れ
ば
、
夜

の
点
呼
10
時

に
な

っ
て
も
休
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
現
物
と
帳
面
が

一
致
し
な
け
れ

ば
、
本
日
の
出
荷

・
荷
受
け
に
間
違
い
が
な
か

っ
た
か
、
ま
た
は
読
み
違

い
が
あ
る
か
、
各
部
の
荷
揃
え
係
は
責
任
が
あ
り
、
着
尺
1
反
で
も
不
正

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
12
時
近
く
ま
で
合
わ
な
い
こ
と
溺
し
ば
し
ば

で
し
た
。」
*

丁
稚
は
家
族
の

一
員
と
し
て
生
活
す
る
つ
衣
食
住

・
教
育

・
病
気
の
治
療
な

ど
の

一
切
は
主
人
が
負
担
す
る
が
、
そ
の
代
わ
り
無
給
で
あ
る
。
封
建
的
主
従
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関
係
の
下
で
実
務
教
育
や
そ
の
他

に
関
し
て
厳
重
な
干
渉
保
護
を
受
け
る
。
す

な
わ
ち
丁
稚
時
代
は
主
人

・
番
頭

の
監
視
下
に
あ
り
、
木
綿
服
で
羽
織
を
許
さ

れ
ず
、
表
附
駒
下
駄
は
禁
じ
ら
れ
、
木
履

・
雪
駄
を
は
く
う
え
、
禁
酒

・
禁
煙

で
あ
る
。
夜
間
に
は
読
み
、
書
き

、
算
盤
な
ど
の
教
育
を
受
け
る
。

*
0
氏
が
丁
稚
入
り
し
た
の
は

昭
和
11
年
で
、
当
時
の
丁
稚
の
姿
は
頭
は
丸

坊
主
で
、
紺
の
詰
め
襟
の
作
業
服
に
、
腰
に
角
帯
を
締
め
、
3
年
間
こ
の
姿

で
働
い
た
と
い
う
。
手
代
に
な
る
と
髪
を
の
ば
す
こ
と
が
で
き
、
販
売
の
仕

事
に
携
わ
る
た
め
背
広
を
着
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
の
衣
服
や
布
団
な
ど

も
店
か
ら
与
え
ら
れ
た
。

丁
稚
時
代
の
食
べ
物
に
つ
い
て
は
当
時
の
戦
時
体
制
の
状
況
や
商
家
の
質

素
な
食
生
活
を
反
映
し
、
朝
食

で
は

「
二
切
れ
と
も
食
べ
ら
れ
な
い
す

っ
ぱ

い
沢
庵
だ
け
」
と
、
「週
1
回
の
わ
か
め
の
味
噌
汁
が
ご
ち
そ
う
」
だ

っ
た

と
い
う
。
昼

・
夕
食
の
お
か
ず
と
し
て
魚
の
切
り
身
、
サ
バ
や
鮭
な
ど
が
お

い
し
い
も
の
だ

っ
た
。
ま
た
、
夜
間
作
業
の
な
い
夜
は
流
行
の
阿
弥
陀
く
じ

を
し
、
そ
の
賞
金
で
上
司
た
ち

の
目
を
盗
み
買
い
に
行

っ
た
り
店
の
前
を
通

る
屋
台
を
呼
び
つ
け
た
り
し
て
夜
食
を
食
べ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
せ
め

て
も
の

「
丁
稚
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
」
だ

っ
た
ら
し
い
。

(19
V

別
の
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
あ
る
N
氏
の
場
合
、
主
人
の
家
族
と
住
居
を

共
に
し
、
炊
き
た
て
の
ご
飯
は
主
人
の
家
族
が
食
べ
、
丁
稚
た
ち
は
い
つ
も

冷
や
ご
飯
だ

っ
た
。
「
温
か
い
ご
飯
を
食

べ
た
く
て
、
女
中
の
腰
巻
き
を
洗

っ
た
」
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う

。

住
居
状
況
は
最
も
ひ
ど
く
、
丁
稚
個
人
の
部
屋
は
勿
論
み
ん
な
が
休
む
部

屋
も
な
く
、
寝
る
部
屋
さ
え
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「ど
こ
で
休
む
ん
か
と
心
配
し
て
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
、
着
尺
や
友
禅
、

ボ
ブ
リ
ン
、
小
幅
、
そ
の
他
の
商
品
陳
列
の
通
路
が
寝
所
で
す
。
場
所
の
い

い
と
こ
ろ
は
番
頭
は
ん
、
先
輩
の
丁
稚
が
占
め
、
新
入
り
は
も
た
も
た
し
て

る
と
布
団
を
敷
く
と
こ
ろ
が
な
い
く
ら
い
で
し
た
。」

商
家
に
お
け
る
休
日
は
店
に
よ
り
異
な
る
た
め

一
概
に
は
い
え
な
い
が
、

近
世
に
お
い
て
正
月
と
盆
の
2
回
し
か
な
か

っ
た
休
日
が
、
明
治
以
降
次
第

に
改
善
さ
れ
、問
屋
で
は
大
抵
月
に
2
回
の
休
日
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
中
小
商
店
に
お
い
て
は
相
変
わ
ら
ず
正
月
と
盆
以
外
は
休
業
し
な

い
の
が
常
で
あ
り
、
船
場
に
お
い
て
は
戦
後
に
な

っ
て
や

っ
と
あ
る
悲
惨
な

事
件
を
き

っ
か
け
に
日
曜
日
を
休
日
と
し
よ
う
と
す
る
全
体
的
動
き
が
現
れ

竃

た
そ
う
で
あ
る
。

時
代
を
問
わ
ず
、
店
の
休
日
以
外
は
外
出
禁
止
で
あ
る
。

「休
日
は
月
に
2
回
、
外
出
時
間
は
朝
食
よ
り
午
後
7
時
ま
で
、
但
し
番
頭

さ
ん
は
9
時
半
ま
で
で
す
が
、
30
分
ま
で
に
は
帰
店
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
ま

し
た
。
月
給
も
多
く
な
い
代
わ
り
に
外
出
も
少
な
い
。」
ま
た
、
正
月
と
盆

は
休
業
す
る
が
、外
泊
が
で
き
な
い
た
め
里
帰
り
も
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
。

*近
世
で
は
17
、
8
才
に
な
る
と
元
服
を
許
迷
れ
、
手
代
に
昇
進
す
る
。
手
代

に
な
る
と
番
頭
の
指
図
で
出
納

・
記
帳

・
売
買

・
蔵
方

・
財
方
を
担
当
し
、
時

に
は
自
分

一
人
の
判
断
で
商
売
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
禁
酒

・
禁
煙
を
解
か

れ
、
給
金
も
定
ま
り
、
名
前
や
服
装
も
か
わ

っ
て
よ
う
や
く

一
人
前
の
店
員
と

し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
手
代
は
役
柄
に
よ

っ
て
店
の
番
と
廻
り
役
に
分

け
ら
れ
た
が
、
そ
の
年
齢
は
22
才
よ
り
30
才
に
ま
で
及
ぶ
。
店
に
よ
り
違
い
は
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あ
る
が
、
こ
の
丁
稚

・
手
代
の
期
間
は
大
体
15
～
20
年
で
、
こ
の
期
間
に
業
務

全
般
の
修
練
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

*
そ
の
後
、
0
氏
は
丁
稚
生
活

3
年
を
勤
め
終
え
手
代

へ
昇
進
す
る
が
、
そ

れ
は
日
本
の
戦
争
開
始
に
よ

っ
た
も
の
で
通
常
よ
り
早
い
も
の
で
あ

っ
た
。

手
代
か
ら
販
売
に
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
、

一
区
域
の
販
売
エ
リ
ア
が
任
さ

れ
、
商
人
と
し
て
の
出
発
点
に
な
る
。
そ
の
た
め
の
長
い
ま
た
厳
し
い
苦
行

の

「
丁
稚
生
活
」
と
い
う
道
を
歩
ん
だ
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
感

激
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
店
内
で
も
入
兵

・
応
召
が
相
次
ぎ
、
販
売
戦
線
に
若
干
の
異
常
が
あ
り
、

私
も

つ
い
に
神
戸
方
面
輸
出
部

と
神
戸
大
丸

・
そ
ご
う
の
販
売
部
員
に
な

り
、
手
代
店
員
13
級
、
月
給
25
円
に
進
級
し
ま
し
た
。
手
代
店
員
に
な
れ
ば

頭
の
毛
も
長
く
、
背
広
も
着
ち
れ
る
わ
け
で
す
。
慣
れ
ぬ
手

つ
き
で
ネ
ク
タ

イ
を
締
め
る
嬉
し
さ
、
3
年
間
待
ち
に
待

っ
た
背
広
姿
、
我
な
が
ら
大
人
に

な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
し
ば
ら
く
鏡
に
見
入

っ
た
も
の
で
し
た
。」

N
氏
に
よ
る
と
、
手
代
に
な

っ
て
は
じ
め
て
商
売
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が

で
き
、
韓
国
や
中
国
に
仕
事

で
い
っ
た
と
い
う
。
「
丁
稚
は
奴
隷
と
同
じ
で

す
よ
。
…
…
手
代
に
な

っ
て
や

っ
と
商
法
や
商

い
の
道
を
習
う
。
た
と
え
ば
、

安

い
と
き
に
仕
入
れ
て
高
い
と
き
に
売
る
と
か
、
売
れ
残
り
を
気
温
の
違
う

ほ
か
の
地
方

へ

(韓
国
、
中
国
も
含
め
て
)
持

っ
て
い
っ
て
売
る
な
ど
、
商

売
の
コ
ツ
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。」
*

手
代
と
し
て
10
年
内
外
の
勤
務

を
終
え
る
と
36
才
前
後
に
番
頭
に
昇
格
す
る

が
、
番
頭
と
な
る
と
商
売
や
家
政

に
つ
い
て
大
き
な
権
限
が
付
与
さ
れ
る
。
地

位
に
応
じ
た
金
額
内
で
本
人
の
責
任

の
下
仕
入
れ
を
行
う
権
限
が
与
え
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
る
得
失
は
退
職
金
に
加
減
算
さ
れ
た
。

一
定
年
限
の
丁
稚

・
手
代
奉
公
を
勤
め
あ
げ
る
と
、
住
み
込
み
か
ら
世
帯
を

も

つ
こ
と
が
許
さ
れ
、
宿
持
に
な
る
。
こ
れ
が
別
家
制
度
で
あ
る
。
別
家
と
な

る
と
退
職
金

・
元
手
金

・
世
帯
道
具
な
ど
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
準
備
と
し

て
奉
公
人
の
積
立
金
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
商
家
に
よ

っ
て
別
家
と

な

っ
て
も
本
家
か
ら
営
業
種
目
や
地
域
の
制
限
を
受
け
た
り
、
相
続
も
別
家
の

恣
意
に
よ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
り
し
た
。
別
家
の
創
出
は
単
に
奉
公
人

に
独
立
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
非
血
縁

関
係
者
を
別
家
と
い
う
形
で
同
族
集
団
に
組
み
込
み
、
そ
の
活
力

・
協
力
を
期

待
し
、
本
家
の
維
持

・
繁
栄
を
は
か
ろ
う
ど
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、

一
般

的
商
家
観
念
と
し
て
は
別
家
を
多
く
出
す
こ
と
が
当
該
商
家
の
家
格
を
あ
ら
わ

す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
経
営
が
停
滞
す
る
と
別
家
創
設
が
行
わ
れ
な

く
な

っ
た
。

*
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ト
が
丁
稚
に
な

っ
た
時
代
は
別
家
創
設
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
な
か

っ
た
時
代
で
あ
る
が

(0
氏
の
店
)
、
N
氏
の
店
で
は
数
少
な
い

が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

N
氏
に
.よ
る
と
、番
頭
や
別
家
な
ど

へ
昇
格
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、

「
丁
稚
人
数
の
半
分
が
手
代
に
な
り
、
そ
の
約
1
%
だ
け
が
番
頭
に
な
れ
る
」

と
い
う
。

「
手
代
に
な

っ
て
ほ
と
ん
ど
や
め
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
女
性
の
こ
と
で
ね
。

手
代
は
丁
稚
と
は
ち
が

っ
て
、
色
気
が

つ
い
て
く
る
。
そ
れ
で
商
売

の
た
め

地
方

へ
出
張
し
た
り
す
る
が
、
出
張
先
の
各
地
に
は
店
か
ら
決
め
ら
れ
た
宿

が
あ
り
、
そ
こ
で
泊
ま
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
女
を
連
れ
込
ん
だ

丁稚制度と「大阪商人」167



り
す
る
と
、
宿
屋
の
主
人
が
ほ
と
ん
ど
ス
パ
イ
で
、
店
の
主
人
に
告
げ
口
し
、

や
め
さ
せ
れ
る
こ
と
が

一
番
多

い
。
ま
あ
、
ま
た
や
め
さ
せ
な
い
と
本
家
渉

つ
ぶ
れ
る
し
ね
。」

「大
体
は
28
才
ま
で
奉
公
を
し
、
28
才
で
結
婚
を
許
し
て
も
ら
い
、
通
い
番

頭
に
な
る
。
そ
の
後
2
年
間
お
礼
奉
公
を
し
て
、
30
才
で
暖
簾
分
け
を
し
て

も
ら
う
。
但
し
、
本
家
と
は
ち
が
う
商
品
を
扱
う
こ
と
に
な

っ
て
る
。
そ
れ

は
、
別
家
に
取
引
先
を
と
ら
れ
て
は
い
か
ん
か
ら
。」

N
氏
は
丁
稚
2
年
、
手
代
5
年

の
生
活
を
し
終
え
、
番
頭
に
な

っ
た
が
、
「
7

年
で
番
頭
に
な
る
こ
と
は
当

時
の
丁
稚
奉
公
に
お
い
て
は
ご
く
異
例
の
こ

と
」
で
あ

っ
た
。
ま
た
彼
の
働

い
た
店
は
軍
隊
に
行

っ
て
い
る
間
に
倒
産
し

主
人
は
死
ん
だ
が
、
そ
の
主
人
は
遺
言
の
中
で

「長
女
と
結
婚
し
商
売
を
お

こ
し
て
ほ
し
い
」
と
願

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
男
が
商
い

に
向
い
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
娘
と
見
込
み
の
あ
る
丁
稚
と
を
結
婚
さ

せ
る
こ
と
は
大
阪
商
家
で
は
よ
く
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
*

皿
.
「
心
性
」
の
継
承

こ
の
章
で
は
引
き
続
き
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
「
丁
稚
制
度
ま
た
は
そ
の
生

活
」
の
中
で
実
務
以
外
に
商
人
の

「心
性
」
を
育
む
た
め
教
え
ら
れ
た
こ
と
や
、

教
え
る
側
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢

で
い
ど
ん
だ
か
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
T
氏
は
現

在
船
場
で
酒
屋
を
し
て
い
る
5
代
目
で
あ

る
。
彼
の
店
で
も
以
前
丁
稚
制
度

を
設
け
て
い
た
が
、
他
の
店
と
同
様
な
く
な

っ
た
。
彼
の
父
が
何
ら
か
の
経
緯
で
、
取
引
先
の
子
息
を
2
、
3
年
間
預
か

っ

て
商
売
の
修
業
さ
せ
る
丁
稚
制
度
に
類
似
し
た

「修
業
生
制
度
」
を
始
め
、
彼

は
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
。

彼
が
修
業
生
に
教
え
て
い
る
内
容
の
由
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
い
わ
ゆ
る
こ
の
船
場
の
伝
承
式
で
、
口
伝
え
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
体

で
覚
え
て
い
っ
た
も
の
を
そ
れ
を
ま
た
次
の
世
代
に
継
い
で
い
く
も
の
で
、

こ
う
い
う
式
に
今
ま
で
歴
史
的
に
流
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。」

修
業
生
は
店
"
家
で
彼
や
そ
の
家
族
と
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
様

々
な
こ
と

を
学
ん
で
い
く
。

「
修
業
生
に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
は
24
時
間
体
制
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
、

仕
事
以
外
の
こ
と
ま
で
、
例
え
ば
部
屋
が
ひ

っ
く
り
か
え
っ
た
ら
片
づ
け
と

か
掃
除
せ
え
と
か
、
私
生
活
の
面
ま
で
指
導
し
て
い
く
方
針
で
す
。」

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
食
事
の
仕
方
と
か
風
呂
の
入
り
方
な
ど
、
私
生
活
全

般
に
対
す
る
教
育
を
行
う
。

「
(足
を
組
ん
だ
り
テ
ー
ブ
ル
に
ひ
じ
を

つ
い
た
り
し
て
)
飯
食
う

の
ん
、

よ
う
け
い
て
ま
す
わ
な
。
う
ち
入
っ
て
き
た
ら
、
。な
ん
や
そ
れ
"
っ
て
パ
ー

ソ
と
ど

つ
く
と
か
し
ま
す
ね
。
ま
た
、
食
べ
物
の
好
き
嫌
い
も
あ
り
ま
す

ね
。
そ

の
場
合
は
、
う
ち
の
家
内
に
嫌
い
な
子
に
倍
入
れ
て
や
れ
と
い
い

ま
す
し
ね
。
そ
れ
し
か
う
ち
は
食
う
も
ん
な
い
ん
や
か
ら
、
そ
れ
食
わ
な

い
ん
や

っ
た
ら
や
め
と
け
と
か
ね
。
そ
う
す
る
と
、
好
き
嫌
い
無
し
に
何

で
も
喜
ん
で
食
べ
ら
れ
る
人
間
に
ね
。」

修
業
生
の
教
育
の
際
、
、最
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
T
氏
は

「礼
儀
」
を

挙
げ
て
い
る
。
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「
こ
れ
は
簡
単
に
根
本
的
に
礼
儀
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
商
売
を
し
よ
う
と

し
ま
い
と
、
人
間
関
係
で
の

一
番
大
事
な
根
幹
を
な
す
も
の
は
節
度
で
あ
り

礼
儀
で
あ
る
と
。
で
す
か
ら
、
入

っ
た
と
き
か
ら
そ
れ
を

一
番
厳
し
く
仕
込

み
ま
す
。
礼
儀
と
い
う
の
を

一
番
根
本
的
に
表
す
の
は
や
は
り
挨
拶
で
す
わ

ね
。
挨
拶
を
キ
チ
ッ
と
で
き
る
よ
う
に
仕
込
ん
で
い
く
、
最
初
は
無
理
や
り

に
い
わ
す
と
い
う
か
。
た
と
え
ば
、
お
風
呂
い
た
だ
き
ま
す
と
か
、
お
風
呂

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
な
ど
。
節
度
と
礼
儀
を

一
番
や
か
ま
し
く
、
徹
底

的
に
や

っ
て
い
ま
す
ね
。」

N
氏
も
丁
稚
時
代
最
も
徹
底
的
に
教
育
さ
れ
た
も
の
と
し
て
挨
拶
や
敬
語
使
い

を
挙
げ
て
い
る
。

「人
様
と
相
対
し
た
場
合
、
人
様
よ
り
先
に
頭
を
下
げ
る
。
こ
の
こ
と
を
四

六
時
中
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
お
客
様
よ
り
先
に
頭
を
上
げ
た
と
い
う
の
で
、

後
で
顔
が
は
れ
る
ほ
ど
叩
か
れ
、
『
お
前
、
そ
れ
で
も
商
人
に
な
る

つ
も
り

か
。
商
人
に
な
る
ん
だ

っ
た
ら
、
お
客
様
よ
り
先
に
頭
を
上
げ
る
や
つ
が
あ

る
か
。
そ
ん
な
こ
と
で
は

一
人
前
の
商
人
に
な
れ
ん
。
』
と
厳
し
く
い
わ
れ

ま
し
た
。」

ま
た
そ
の
教
育
は
身
ぶ
り
ひ
と
つ
に
ま
で
徹
底
し
て
お
り
、
た
と
え
ば

「
も
み

手
」
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
が
教
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は

「お
客
と
の

話
の
中
で
う
ま
く
間
を
取

っ
た
り
、
冬
に
は
カ
イ
ロ
の
役
割
も
し
た
り
し
た
た

め
」
、
ま
た
は
謙
遜
な
態
度
を
表
す
た
め
用
い
た
身
ぶ
り
で
あ
る
が
、
常
に
こ

の
よ
う
な
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
教
育
と
し
て
行
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
「
心
性
」

の
継
承
も
こ
の
よ
う
な
教
育
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

純
粋
な
経
済
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
「
心
性
」
づ
く
り
の
教
育
も
実
務
教
育

と
同
様
、
経
営
者
側
の
営
利
追
求
と
い
う
目
的
の
た
め
丁
稚
に
仕
込
ん
だ
も
の

な
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
始
末
の

「
心
性
」
は
モ
ノ
の
無

駄
を
し
な
い
こ
と
か
ら
経
費
削
減
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
り
、
物
質
的
に
豊
か

な
現
在
と
は
異
な
る
物
不
足
の
時
代
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
丁
稚

に
仕
込
む
理
由
は
充
分
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
あ
え
て
い
う
な
ら
、
「始
末
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
彼
ら
に
は
徹

底
し
た
独
自
の
論
理
や
実
践
が
あ
り
、
モ
ノ
の
惜
し
さ
に
よ
る

一
義
的
な
概
念

で
は
な
い
こ
と
が
以
下
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
言
葉
か
ら
読
み
と
れ
る
の
で

あ
る
。

N
氏
に
よ
る
と
、
「商
い
の
精
神

(
こ
こ
ろ
)」
と
は

「真
心

・
敬
う
心

・
感

謝
の
心
」
で
あ
り
、
船
場
商
人
の
精
神
は

「才
覚
」
「
算
用
」
「始
末
」
、
「辛
抱
、

我
慢
、
忍
耐
」
と

「
進
取
の
気
性
」
だ
と
述
べ
、
詳
し
く
説
明
す
る
。

「真
心
の
定
義
は
誰
も
言
え
ま
せ
ん
。
真
心
を
具
体
例
で
い
い
ま
す
と
、
私

は
母
心
で
は
な
い
か
い
と
思
い
ま
す
。
お
母
さ
ん
の
子
を
思
う
心
。
…
…
商

い
に
従
事
す
る
も
の
は
、
真
心
な
し
に
商
い
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
仕
事

に
対
し
て
真
心
を
こ
め
て
や
ら
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
の
で
す
。」

「敬
う
心
、
私
た
ち
は
、
人
様
は
皆
目
上
、
自
分
以
外
は
師
匠
で
あ
る
。
こ

れ
を
身
体
に
覚
え
込
ま
さ
れ
ま
し
た
。
腹
の
底
ま
で
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な

ら
な
け
れ
ば
何
事
も
成
就
し
な
い
の
で
す
。」

「
感
謝
の
心
、
『あ
り
が
と
う
ご
さ
い
ま
す
』
と
何
べ
ん
申
し
上
げ
て
も
怒

る
方
は
決
し
て
い
ま
せ
ん
。
人
様
よ
り
先
に
頭
を
下
げ
る
。
こ
の
こ
と
を
四

六
時
中
教
え
ら
れ
ま
し
た
。」

「才
覚
と
は
、
定
義
は
な
く
、
知
恵
で
す
。
物
を
作
り
出
す
、
創
造
す
る
知
、
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恵
の
こ
と
。
最
近
は
ノ
ウ
ハ
ウ
と
か
舌
を
か
む
よ
う
な
、
空
気
の
抜
け
た
よ

う
な
こ
と
を
い
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
と
に
か
く
知
恵
で
す
。

『
知
恵
を
出
し
な
さ
い
』
『才
覚
を
出
せ
』
『
才
覚
を
仕
入
れ
て
才
覚
を
売
れ
』

と
盛
ん
に
い
わ
れ
ま
し
た
。
暇
が
あ

っ
た
ら
何
か
考
え
ろ
。
じ

っ
と
し
て
い

た
ら
考
え
ろ
。
ど
う
し
た
ら
お
客
様
が
喜
ぶ
か
。
ど
う
し
た
ら
お
得
意
先
が

一
軒
で
も
増
え
る
か
。
ど
う
し
た
ら
う
ち
の
商
売
が
よ
く
な
る
か
。
と
に
か

く
前
向
き
に
、
自
分
の
仕
事
の
能
率
を
上
げ
る
こ
と
で
も
よ
ろ
し
い
、
店
の

利
益
が
増
え
る
こ
と
で
も
よ
ろ
し
い
、
何
で
も
い
い
か
ら
考
え
ろ
。
こ
れ
が

才
覚
で
す
。」

「
算
用
は
、
算
術
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
算
術
は
私
が
い
わ
な
く
て
も
、
2
+

2
11
4
は
計
算
機
で
す
ぐ
出
せ
ま
す
。
足
算
で
す
。
算
用
と
い
う
の
は
2
+

2
"
5
か
、
6
、
7
、
8
と
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。」

「始
末
。
ケ
チ
と
始
末
と
は
違

い
ま
す
。
始
末
と
は
物
の
命
を
大
事
に
す
る
。

も
ち
ろ
ん
無
駄
な
お
金
は
使
わ
な
い
。
『始
末
の
心
は
私
の
財
産

で
す
』
と

は

っ
き
り
人
前
で
言
え
る
よ
う
に
な
れ
と
、
叩
か
れ
、
し
ば
か
れ
て
覚
え
た

こ
と
ば
で
す
。始
末
の
心
な
く
し
て
は
商
人
と
い
う
も
の
は
長
続
き
し
な
い
。

・…
.・物
を
売
る
に
は
、
仕
入
れ
原
価
に
儲
け
を
載
せ
て
売
る
わ
け
で
す
。
口

銭
を
い
た
だ
い
て
商
い
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、細
こ
う
せ
な
ん
だ
ら
、

倹
約
せ
な
ん
だ
ら
経
営
が
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
物
の
命
を

大
事
に
す
る
。
生
活
も
質
素
、
倹
約
で
過
ご
す
。
こ
れ
で
船
場
商
人
が
今
日

ま
で
続
い
て
き
た
わ
け
で
す
の
で
、
船
場
商
人
と
は
何
ぞ
や
と
い
え
ば
、
才

覚
、
算
用
、
始
末
の
心
を
持

っ
た
人
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
外
で
は
い
い
恰

好
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
腹
の
底
で
は
爪
に
灯
を
と
も
す
よ
う
な
気
持
ち
で

生
活
し
て
い
る
の
で
す
。」

特
に
始
末
に
つ
い
て
は
T
氏
も
彼
あ
る
い
は
家
系
特
有
の

「
解
釈
」
や
そ
れ

に
伴
う
実
践
論
理
が
み
ら
れ
る
の
で
興
味
深
い
。

「
こ
の
始
末
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
は
船
場
の
あ
き
ん
ど
の
心
と
い
う
中
に
、

始
末
の
心

っ
て
あ
る
ん
で
す
。
感
謝
の
心
と
か
、
敬
う
心
と
か
ね
。
始
末
と

い
う
言
葉
は
、
本
当
は
始
め
と
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
の

ご
と
の
節
度
を
い
う
ん
で
す
ね
。
折
り
目
折
り
目
を
、
節
目
を
キ
チ

ッ
と
せ

え
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
(中
略
)
例
え
ば
、
こ
こ
に
ラ
イ
タ
ー
が
あ
り
ま

す
ね
。
こ
れ
の

『生
命
を
生
か
せ
』
と
、
私
は
父
親
か
ら
よ
く
い
わ
れ
ま
し

た
。
い
わ
え
る
こ
の
ラ
イ
タ
ー
の

『命
を
全
う
さ
し
て
や
れ
』
と
か
。
ラ
イ

タ
ー
を
最
後
ま
で
使
い
き

っ
て
ね
、
そ
の
他
の
利
用
道
は
な
い
か
と
、
ま
た

あ
れ
ば
使

っ
て
や
る
と
い
う
、た
と
え
モ
ノ
を
い
わ
な
い
物
体
で
あ

っ
て
も
、

こ
の
ラ
イ
タ
ー
の
命
を
全
う
さ
せ
て
や
る
と
い
う
こ
と
や
か
ら
。
死
金
を

つ

か
う
、
つ
か
な
い
も
、
み
ん
な
そ
こ
に
流
れ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
と
い
う
こ

.

と
は
、
感
謝
の
心
で
も
あ
る
し
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
タ
バ

コ
に
火
を

つ
け

ら
れ
な
い
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
意
味
あ
い
か
ら
、
全
部
つ
な
が

っ

て
く
る
と
い
う
ん
で
す
か
。
」

「
た
と
え
ば
、
子
供
が
お
漬
け
物
に
お
醤
油
を
ド
バ
ド
バ
と
か
け
た
り
し
ま

す
ね
。
な
ら
、
そ
の
と
き
に
、
モ
ノ
の
命
、
お
醤
油
の
命
と
い
う
こ
と
は
調

味
料
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
完
全
に
満
た
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

お
漬
け
物
を
食
べ
光
後
、
醤
油
が
ド
ボ
ド
ボ
と
残

っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
命
は

全
う
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
そ
の
都
度
そ

の
場
で
い
う
て
や
る
と
。
た
だ
単
に
そ
れ
を
言
葉
で
い
う
と
、
"何
、
お

っ
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さ
ん
け
ち
や
な
、
た
か
渉
醤
油
で
何
を
い
う
て
ん
ね
"

っ
て
、
こ
う
な
る
け

ど
も
。
ほ
ん
ま
に
食
事
を
し
て
お

っ
て
、
。お
前
、
そ
ん
だ
け
お
醤
油
つ
け

て
、
残

っ
と
る
こ
の
醤
油
あ
と
ど
な
い
す
る
の
?
"
そ
こ
で
教
育
で
き
る
で

し
ょ
う
。
"こ
の
醤
油
の
役
目
は
何
や
ね
ん
?
"
と
、
。か
け
醤
油
の
役
目
は

何
や
ね
ん
?
"
と
、
"自
分
の
与
え
ら
れ
た
お
漬
け
物
の
量
の
な
か
で
そ
れ

を
十
分
に
満
た
す
量
が
あ

っ
た
ら
え
え
ん
ち
ゃ
う
か
"
と
、
そ
こ
で
話
し
た

ら
よ
く
わ
か
る
わ
ね
。
だ
か
ら
私
も
現
場
主
義
な
ん
で
す
け
ど
も
、
頭
の
な

か
で
覚
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
中
で
覚
え
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
け
ど
も
。
」

和
田
哲
社
の
創
業
者

(丁
稚
出
身
)
も
節
約
を

"始
末
"
と
称
し
、
そ
れ
も

常
の
始
末
で
な
け
れ
ば
意
味
渉
な

い
と
し
て
い
た
と
い
う
。

「
世
間
で
節
約
と
い
う
と
、

一
枚
の
紙
、

一
本
の
鉛
筆
無
駄
に
せ
ん
よ
う
に

と
か
、
電
話
代

つ
か
わ
ん
よ
う

に
と
か
い
う
よ
う
だ
が
、
ホ
ソ
マ
の
せ
つ
や

く
は
そ
ん
な
も
ん
や
な
い
。
モ
ノ
を
生
か
し
て
使
う
こ
と
、
こ
れ
が
本
当
の

宜
)

節
約
と
い
う
も
ん
や
ね
ん
。」

3
人
の

「
始
末
」
の

「
解
釈
」
に
お
い
て
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
「物

の
命
を
全
う
す
る
」
あ
る
い
は

「
モ
ノ
を
生
か
す
」
と
い
う
よ
う
な
、
本
来
命

の
な
い
物
体
を
命
あ
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
命
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
教
え
る
側
は
こ
の
よ
う
な
商
人
の

「
心
性
」
を
生
活
を
共
に
し

な
が
ら

「叱
り
」
と

「寛
容
」
で
教
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
教
え
や
叱
り
が

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
冷
静
で

あ
り
、
厳
し
い
も
の
が
み
ら
れ
る
。

「
ま
ず
あ
る
期
間
の
間
、
彼
ら
が
身
を
も

っ
て
体
験
し
て
い
く
こ
と
で
す
か

ら
、
そ
の
中
で
我

々
が
い
わ
な
く
て
も
彼
ら
が
学
び
と

っ
て
い
く
も
の
で
す

か
ら
、
そ
う
で
な
か

っ
た
ら
困
り
ま
す
か
ら
ね
。
こ
こ
は
学
校
じ
ゃ
な
い
ん

だ
と
、
手
と
り
足
と
り
と
教
え
て
い
く
所
じ
ゃ
な
い
ん
や
と
、
自
ら
見
な
が

ら
学
び
と

っ
て
い
く
こ
と
や
か
ら
、
そ
れ
を
す
る
か
せ

へ
ん
か
は
お
前
自
身

の
問
題
だ
、
と
い
う
こ
と
を
や
か
ま
し
く
い
い
ま
す
け
ど
ね
。」

教
え
る
側
と
教
わ
る
側
、
寛
容
に
指
導
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
と
そ
の
教

え
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
こ
こ
ろ
を
も
つ
こ
と
に
よ
り

「商
い
の
心
性
」
が

受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

筆
者
は
日
本

・
韓
国

・
中
国
に
お
け
る
商
人
文
化
の
比
較
研
究
を
目
指
し
て

お
り
、
特
に
商
人
の

「心
性
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
状
況
に
応
じ
て
ど
の
よ
う

に
継
承
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
化
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
本
論
文
は
丁
稚
制
度
に
着
目
し
た

「大
阪
商
人
」
の

「
心
性
」
を
考
察

し
た
も
の
で
、
さ
ら
な
る
研
究
の
た
め
の
足
掛
か
り
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

丁
稚
制
度
が
存
在
し
た
時
代
、

一
人
前
の
商
人
に
な
る
た
め
に
は
貧
農
出
身

で
あ
ろ
う
と
店

の
跡
継
ぎ
で
あ
ろ
う
と
、
丁
稚
奉
公
は
ま
ず
通
る
べ
き
関
門
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
た
い
た
。
彼
ら
は
そ
の
厳
し
い
関
門
を
通
り
抜
け
る
た
め
、

実
務
や

「心
性
」
に
つ
い
て
の
教
育
を

「身
を
も

っ
て
」
経
験
す
る
、
す
な
わ

ち

「体
で
覚
え
る
」
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ

「終
生
忘
れ
る
こ

と
な
く
」
商
い
に
い
ど
む
こ
と
が
で
き
る
と
、
教
え
る
側
も
教
え
ら
れ
る
側
も
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考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
ら
の
教
育
の

「
場
」

で
あ
る
船
場
は

「商
家
の
浮
沈
」
が
非
常
に

激
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
で
朝
夕
に
商
家
が
つ
ぶ
れ
、

た
つ
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
は
改
め
て

「商
い
の
厳
し
さ
」

と
商
人
に
な
る
た
め
の

「心
構
え
」
あ
る
い
は

「
心
性
」
を
覚
え
る
こ
と
に
な

る
。
特
に
、
船
場
と
い
う
と
こ
ろ
は
奉
公
先
の
店
や
、
取
引
先
や
仕
入
先
、
他

の
店
な
ど
の
間
で
、
「
叱
り
」
と

「寛
容
」
に
よ

っ
て
彼
ら
を
鍛
え
る
こ
と
渉

暗
黙
の
う
ち
に
約
束
さ
れ
て
い
た

「
場
」
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
勿
論
誰
も
が
丁
稚
奉

公
と
い
う
関
門
を
最
後
ま
で
通
り
抜
け
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
通
過
す
る
の
は

「
丁
稚
の
約
1
%
だ
け
が
番
頭
や
別
家

に
な
る
」
と
い
う
く
ら
い
の
わ
ず
か
の
数
で
あ
る
。
辞
退
し
た
、
あ
る
い
は
解

雇
さ
れ
た
人

々
の
行
方
は
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
行
方
を
追
跡
す
る

こ
と
も
今
後
の
課
題
の
ひ
ど

つ
と
な
ろ
う
。

戦
後
昭
和
30
年
代
を
前
後
に
丁
稚
制
度
は
消
滅
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
彼
ら
は

「サ
ラ
リ
ー
マ
ソ

(給
与
の
た
め

の
人
間
)」

へ
と
変
わ

っ
て
い
く
。
丁
稚
制

度
は
本
来
商
人
を
再
生
産
す
る

(別
家
創
設
)
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、

少
な
く
と
も
そ
れ
が
存
在
し
た
時
代
は
そ
の
た
め
の

「心
性
」
の
教
育
が
行
わ

れ
た
。
商
人
の

「
心
性
」
が
丁
稚
制
度
に
よ

っ
て
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
筆
者
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
丁
稚
制
度
の
消
滅
は
す
な
わ
ち

「
心
性
」
の
消

滅
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
丁
稚
制
度
は
形
を
変
え
て
日
本
の
企
業
に
残

っ
て
い
る
よ
う
に

も
思
え
る
。
た
と
え
ば
、
年
功
序
列
制
、
終
身
雇
用
制
、
家
族
的
労
使
関
係
、

企
業
内
教
育

・
訓
練

シ
ス
テ
ム

(O
昌

…
O
昌
夢
Φ
旨8

↓
邑
目
凶轟

)
な
ど
が

そ
れ
で
あ
る
。
な
か
で
も
企
業
内
教
育

・
訓
練
シ
ス
テ
ム
は
社
員
教
育
と
い
う

点
で
は
丁
稚
制
度
に
類
似
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も

「実
務
」
の
た
め
の
教
育
で
あ
り
、
「
心
性
」
の
た
め
の
教
育
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「
丁
稚
制
度

(
ハ
ー
ド
)
」
は
形
を
変
え
、
残

っ
て
い
る
が
、
「
心

性

(ソ
フ
ト
)」
は
失
ね
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「商
人
」
を
育

て
る
た
め
に
は

「
心
性
」
が
必
要
だ
が
、
「使
用
人
1ー
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
に
は

必
要
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

「
心
性
」
の
消
滅
を
表
す
か
の
よ
う
に
、
大
阪
商
人
の
経
営
目
的
は
、
「店

11
暖
簾
の
永
続
」
か
ら
、
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず

「
拡
大
」

へ
と
移
り
変

わ

っ
て
き
た
。
勿
論
そ
こ
に
は

「
永
続
」
の
た
め
の
経
営
の
や
り
方

(守
り
型
)

で
は
対
応
し
き
れ
な
い
、
戦
後
の
目
ま
ぐ
る
し
い
時
代
変
化
が
あ
る
。
た
と
え

曾
)

ば
、
朝
鮮
戦
争
直
後
の

「
ガ

ッ
チ
ャ
万
」
時
代
、
高
度
経
済
成
長
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
海
外
へ
の
進
出
、
流
通
構
造
の
変
化
、
バ
ブ
ル
経
済
、

バ
ブ
ル
崩
壊
、
不
況
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
ヶ
な
時
代
変
化
に
よ
り
今
日
の

「新

・
大
阪
商
人
」
は
ど
の
よ
う
な

「新
し
い
心
性
」
を
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
て
考

え
て
い
き
た
い
。

(尚
、
こ
の
小
論
は
日
本
学
術
振
興
会
及
び
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
の
助

成
で
実
施
し
た
調
査
に
も
と
つ
い
て
・い
る
。)
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国
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[
吉

田
禎
吾
他
訳

、
『
文
化

の
解

釈
学
1
』
岩
波
現
代
選
書

、

一
九
八

七
年

、
℃
・b⊃
虧
凵

宮
本
又
次

に
よ

る
説
で
、
引
用
は
和

田
亮
介

『船

場
か
ら
く
さ
』

日
本
寝
装

新
聞
社
、

一
九
九

=

や
日
○。

近
世
初
期

に
お

い
て
は
商
人
と
職
人
と
を

一
括

し
て
町
人
と
さ
れ

て
い
た
。

し
か
し
中
頃
か
ら
商

人

の
勢
力
が
強
く
な

っ
て
か
ら
主

に
商
人
を
指

す
こ
と

と
な
る
。

渡
邊

忠
司

『
町
人
の
都
大
坂
物
語
』

一
九
九

三
年
、
中
央
公
論
新
書
、
や
O

宮
本

又
次

『
大

阪
町

人
論

』
一
九

五
九
年

、
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房

、
弓
・卜。
㎝
ω
山
α
α

前
掲
書

、
b
b
認

前
掲
書
、
b
b
艀
b。

宮
本
又
次

『
大
阪
経
済
文
化
史
談
義
』

一
九

八
○
年

、
文
献
出
版
、
唱
μ
㊤

宮
本
又
次

『
大
阪
町
人
論
』

一
九

五
九
年

、
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
圭
旦
房
、
歹
◎。
鱒

横
井
時
冬

『
日
本
商

業
史
』

一
九

二
六
年

、
白
揚
社

、
ウ
ミ

ー『
◎。
レ
O
卜

井
上
貞
蔵

『
商
業
使

用
人
問
題

の
研
究
』

一
九

三
七
年
、
千
倉
書
房
、
b
・趨

斉
藤
修

『
大
店

の
世
界

・
裏
店

の
世
界
』

一
九
八
七
年

、
リ
ブ

ロ
ボ

ー
ト
、

や
弩
-O
①

前
掲
書
、
や
H
O
O

つ
ま
り

、
丁
稚

は
賃
金
労
働
者

で
は
な
く
商
業
実
習
者

で
あ

る
と
い
う

こ
と

か
ら

「
使

用
人
」
と
は
呼
ば
な

か

っ
た
の
に
対
し

て
、

明
治
維

新
以
降
別
家

創
設
が

ほ
ぼ
な
く
な
る

に

つ
れ

、
給

料
を
目
的
と
す
る
終
身

の
被
雇
用
人
に

な

っ
て

い
く

こ
と
か
ら

、
「
使
用
人

」
と
呼
ぶ
傾

向

に
変

わ

っ
て
い

っ
た
よ

う

で
あ
る
。

仕
着
別
家
制

は
商
業

の
見
習

い
を
唯

一
の
目
的
と
し

、
主
家

に
寝
食

し
四
季

の
仕
着

を
も
ら

い
、
見
習
期
間

を
終

え
る
と
退
店
し

、
そ
の
と
き
相
当

の
資

(
16
)

(
17
)

(
18
)

(
19

)

(
20
)

(21
)

(22

)

本

ま
た
は
暖
簾
を
受
け

て
別
家
す
る
も

の
で
、

三

つ
の
中

で
最
も
古

い
型

の

も

の
。
住
み
込
み
給
料
制

は
給
料
を
受
け
る

こ
と

を
目
的

と
し
、
主
家

に
寝

食

す
る
も

の
で
あ
り

、
通

勤
給
料
制
は
自
宅
か
ら

通
勤

し
、
給
料
を
受
け

る

も
の
で
あ

る
。

丸

山
侃
堂

・
今
村

南
史

『
丁
稚

制
度

の
研
究
』

一
九

一
二
年

、
正
教

社

、

歹
。。
蔭

前
掲
書
、
サ
刈
①

イ

ソ
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
の
プ

ラ
イ
バ

シ
ー

の
た
め
以

下
仮

名
を
使
う

こ
と

に
す

る
。
0
氏

は
大
正
8
年
生
ま
れ

で
、
昭
和

11
年
に

丁
稚
奉
公
に
き
て

い
る
。

N
氏
は
明
治

38
年
生

ま
れ
で
、
大
正
9
年

に
丁
稚
奉

公
に
来
て
、

70
余
年

の

経

歴
を
持

つ
船
場
商

人
で
あ

る
。

昭
和
29
年

に
起

こ

っ
た

,
一
家
皆
殺
し
事
件
`

と

い
わ
れ

て
い
る
も

の
で
、

船

場
の
あ
る
商
家

の
家
族

を
使
用
人
が
殺
害
し
た
事
件
で
あ
る
。

和

田
亮
介

『
扇
子
商
法

1
あ

る
船
場
商
人

の
遺
言
』

一
九
九

三
年
、
創
元
社
、

歹
。。
ω

ガ

ッ
チ

ャ
と
織
れ
ば

数
万
円

の
儲
け
が
あ

っ
た
と

い
う

意

で
使
わ
れ

て
い
る

言
葉
。
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             Detchi-system and 'Osaka Entrepreneurs' 

                              Sang-Keurn NAM 

   The Detchi-system supplied the business houses of Osaka with the labor power that led to 

Osaka's prosperity as a commercial city during the Edo period. It is also said to have been the foun-

tainhead for the "Japanese management System" after the Secound World War . 
   This paper aims to reconstruct the Detchi-system through interviews with persons who have ac-

tual experience of it. I will consider how the Detchi-system operated as an education sustem which 

reproduced "Osaka entrepreneurs", in particular the ways in which the "mentality" of "Osaka en-

trepreneurs" was passed on to future generations. 

   In part I, I offer a brief outline of the nature of 'Osaka entrepreneurs" and the manner in which 

they came about. In part I[, I investigate the Detchi-system . from its formation to its disappearance. I 

examine the realities of the system through interviews with informants who actually experienced the 

Detchi. In part 111, 1 consider in detail the "mentalities" of the "Osaka entrepreneurs" and the ways in 

which they were taught. 

Key Words 

   Osaka-entrepreneurs, Detchi-system, mentality, entrepreneur-education, interview-survey
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