
１９明治・大正期の食肉産業と被差別部落

特
集二
○
○
一
年
九
月
に
日
本
で
初
め
て
の
牛
海
綿
状
脳
症
（
Ｂ
Ｓ

Ｅ
、
い
わ
ゆ
る
「
狂
牛
病
」
）
の
発
生
が
確
認
さ
れ
て
以
降
、
牛
丼

か
ら
企
業
の
不
祥
事
ま
で
、
食
肉
を
め
ぐ
る
関
心
は
か
つ
て
な
い

ほ
ど
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
、
一
般
の
マ
ス
．

‐
 

屠
畜
場
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
被
差
別
部
落
で
あ
る
神
戸
の
新
川
地
区
は
、
外
国
人
か
ら
伝
え
ら
れ
た
屠
畜
方
法
と
、
高
度
な
技
術
に
よ
っ
て
「
神
戸
肉
」

の
名
声
を
支
え
た
。
同
地
区
で
は
、
屠
畜
場
の
確
立
・
職
人
の
独
立
に
よ
っ
て
屠
畜
業
が
産
業
と
し
て
成
長
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
就
業
機
会
が
創
出
さ
れ
た
が
、

大
正
期
に
屠
畜
場
が
地
区
外
に
移
転
す
る
と
、
地
区
の
経
済
・
生
活
状
態
は
悪
化
し
た
。
新
川
地
区
の
生
活
空
間
は
屠
畜
場
を
軸
に
豊
か
な
広
が
り
を
有
し
て

い
た
が
、
外
部
か
ら
は
、
そ
の
独
自
の
食
文
化
や
、
「
屠
牛
の
荒
仕
事
」
等
を
関
連
づ
け
る
形
で
、
差
別
的
な
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。

は
じ
め
に

明
治
・
大
正
期
の
食
肉
産
業
と
被
差
別
部
落

ｌ
屠
畜
業
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
Ｉ

メ
デ
ィ
ア
が
食
肉
産
業
を
被
差
別
部
落
と
関
連
づ
け
て
取
り
上
げ

る
こ
と
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
匿
名
性
の
高
い
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
な
ど
に
お
い
て
は
、
従
来
と
異
な
る
形
で
、
偏
見

や
悪
意
に
基
づ
い
た
差
別
的
な
情
報
が
加
速
度
的
に
増
加
し
て
い

る
と
い
っ
た
問
題
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
数
年
来
の
食
肉
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
部
落
問
題
研

究
以
外
の
場
に
お
い
て
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
食
肉
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産
業
と
差
別
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
を

迫
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
食
肉
産
業
は
関
西
圏
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る

「
部
落
産
業
」
の
一
環
と
し
て
差
別
と
不
可
分
の
形
で
語
ら
れ
て

き
た
。
畜
産
か
ら
小
売
に
至
る
食
肉
産
業
の
全
体
を
総
体
的
に
捉

え
た
研
究
は
少
な
い
が
、
屠
畜
業
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
近
年
、
特

に
そ
の
労
働
や
技
術
、
屠
畜
場
・
食
肉
工
場
を
中
心
と
し
た
ロ
ー

カ
ル
な
形
で
の
文
化
等
に
焦
点
を
当
て
た
、
良
質
な
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
や
聞
き
取
り
な
ど
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

（
ｌ
）
 

は
食
肉
と
差
別
と
の
関
わ
り
に
も
一
一
一
一
口
及
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
業
界
史
や
畜

産
史
＆
食
物
史
と
い
っ
た
個
別
の
問
題
関
心
か
ら
研
究
が
な
さ
れ

（
２
）
 

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
が
概
説
的
叙
述
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
上
、
前
近
代
社
会
に
お
け
る
肉
食
の
禁
忌
や
ケ
ガ
レ
観
に
言
及

し
な
が
ら
も
、
そ
の
担
い
手
た
る
被
差
別
の
立
場
の
人
々
に
つ
い

て
は
触
れ
な
い
な
ど
、
少
な
か
ら
ず
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。

｜
方
、
部
落
史
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
の
び
し
ょ
う
じ
が
、
近

世
期
を
中
心
に
そ
の
前
後
の
時
期
ま
で
を
踏
ま
え
て
食
肉
の
歴
史

を
分
析
し
て
お
り
、
前
近
代
に
お
け
る
食
肉
の
実
態
や
文
化
的
な

側
面
、
ケ
ガ
レ
観
と
身
分
制
な
ど
、
「
食
」
と
差
別
と
の
関
わ
り

（
３
）
 

を
総
合
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
代
以
降

の
屠
畜
業
に
重
点
を
置
い
た
い
く
つ
か
の
研
究
か
ら
は
、
屠
畜
場

し
ん
か
わ

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
士
生
え
、
本
稿
で
は
、
神
戸
・
新
川

地
区
（
現
在
の
神
戸
市
中
央
区
）
に
お
け
る
食
肉
産
業
、
特
に
屠

畜
業
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
神
戸
の
屠
畜
業
に
つ
い
て
は
、

（
５
）
 

そ
の
全
体
像
を
す
で
に
南
昭
一
一
が
解
明
し
て
お
り
、
本
稿
も
そ
の

成
果
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
が
、
未
だ
残
る
課
題
と
し
て
、
本
稿

で
は
特
に
、
屠
畜
場
に
お
け
る
労
働
の
実
態
と
、
屠
畜
場
の
周
辺

に
形
成
さ
れ
る
生
活
空
間
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
と
差
別
の
あ
り
よ

う
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
際
本
稿
で
は
、
神

戸
の
屠
畜
業
に
長
年
携
わ
り
、
兵
庫
県
水
平
社
の
委
員
長
も
務
め（６
）
 

た
前
田
平
一
か
ら
の
聞
き
取
り
を
資
料
と
し
て
多
用
し
て
い
る
。

口
述
資
料
は
、
も
と
よ
り
歴
史
学
的
な
史
料
批
判
と
は
異
な
る
検

討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
思
い
違
い
や
、
後
年
の
再

解
釈
、
誇
張
な
ど
に
も
主
観
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
、

で
き
る
限
り
歴
史
的
な
史
料
に
よ
る
補
完
に
努
め
な
が
ら
も
、
口

述
内
容
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

》ハノ。

を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
る
生
活
空
間
が
新
た
に
被
差
別
部
落
と

し
て
再
編
成
さ
れ
る
事
例
な
ど
も
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
か

ら
、
屠
畜
業
が
近
代
の
部
落
問
題
を
形
成
す
る
重
要
な
一
契
機
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
今
後
は
、
上
記
の
よ
う
な
視
点

か
ら
、
食
肉
史
研
究
・
屠
畜
史
研
究
を
部
落
史
研
究
共
通
の
課
題

と
し
て
よ
り
積
極
的
に
進
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
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近
世
期
の
兵
庫
県
下
に
お
け
る
食
肉
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態

（
［
ｌ
）
 

が
か
な
り
の
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で

食
肉
を
目
的
と
し
た
生
牛
の
屠
畜
が
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
た
の

か
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
。
伝
承
に
よ
れ
ば
摂
津
国
有
馬
郡
三
田

い
ん
な
み

や
播
磨
国
印
南
郡
志
方
（
印
内
）
に
お
い
て
近
世
期
か
ら
食
肉
を

目
的
と
し
た
生
牛
の
屠
畜
が
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
後
者
で
は
年

間
三
、
四
百
頭
か
ら
一
千
頭
に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の

（
８
）
 

詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

し
か
し
本
稿
で
検
討
す
る
神
戸
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

こ
の
よ
う
な
近
世
期
に
お
け
る
生
牛
の
屠
畜
と
い
う
前
提
が
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
神
戸
の
屠
畜
業
成
立
に
最
も
影
響
を
与
え
た
の

は
、
居
留
地
を
形
成
し
た
外
国
人
に
よ
る
食
肉
需
要
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
明
治
初
期
の
神
戸
の
屠
畜
業
に
つ
い
て
は
以
前
に
検

な
お
、
本
稿
で
検
討
す
る
神
戸
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
明
治
期

か
ら
積
極
的
な
形
で
食
肉
産
業
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
明
治
・
大

正
期
の
食
肉
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
最
重
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
の
一

つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
新
川

地
区
は
、
上
述
し
た
屠
畜
場
を
核
と
す
る
被
差
別
部
落
の
再
編
成

と
い
う
点
に
お
い
て
も
一
つ
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。

一
層
畜
業
の
展
開

（
９
）
 

討
し
た
の
で
、
以
下
、
そ
の
概
要
の
み
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
一
一
一
月
の
神
戸
開
港
前
後
か
ら
、
外

国
船
員
の
食
料
と
し
て
牛
豚
肉
の
供
給
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
英

国
人
の
キ
ル
ビ
ー
に
よ
っ
て
最
初
の
屠
畜
場
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ

以
後
、
神
戸
に
は
英
国
人
・
米
国
人
・
清
国
人
等
、
九
名
の
外
国

〈
Ⅶ
一

人
に
よ
っ
て
七
カ
所
の
屠
畜
場
が
設
置
ぺ
こ
れ
た
。
次
節
で
詳
述
す

る
が
、
こ
の
外
国
人
経
営
の
屠
畜
場
で
行
わ
れ
た
屠
畜
方
法
を
「
神

戸
肉
仕
立
て
」
と
い
い
、
後
の
「
神
戸
肉
」
ブ
ラ
ン
ド
を
支
え
る

屠
畜
方
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

同
時
に
、
屠
畜
プ
ロ
セ
ス
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
に
、
外
国
人
に

よ
る
肉
の
需
要
が
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
神
戸
に
お
け
る
屠
畜
業
に
は
、
当
初
か
ら
外
国
人
が
大
き

く
関
与
し
て
お
り
、
近
世
期
か
ら
の
伝
統
的
な
生
牛
の
屠
畜
技
術

（
蕊
牛
馬
解
体
技
術
と
は
別
）
と
の
連
続
性
は
相
対
的
に
希
薄
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
日
本
人
に
よ
る
屠
畜
業
の
開
始
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

開
港
当
初
、
先
述
し
た
外
国
人
に
よ
る
屠
畜
だ
け
で
は
増
大
す
る

需
要
に
供
給
が
追
い
つ
か
ず
、
神
戸
の
中
央
部
に
位
置
す
る
宇
治

野
村
風
呂
ヶ
谷
の
「
え
た
」
が
屠
畜
に
動
員
さ
れ
た
と
い
う
記
録

（
、
）

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
餓
死
牛
馬
勝
手
処
理
令
」
「
解
放
令
」
以
前

の
段
階
に
お
い
て
は
、
生
牛
の
屠
畜
も
「
え
た
」
の
役
分
と
し
て
、

蕊
牛
馬
処
理
の
延
長
に
解
釈
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の

部落解放研究NbI159200ul8



2２ 

後
、
さ
ら
に
食
肉
需
要
が
拡
大
す
る
な
か
で
、
事
業
と
し
て
屠
畜

に
従
事
す
る
者
が
現
れ
始
め
、
’
八
七
○
（
明
治
三
）
年
、
商
社

の
一
つ
で
あ
る
宇
治
野
組
は
、
屠
畜
場
を
経
営
す
る
に
至
っ
た
と

（
皿
）

い
う
。
こ
の
宇
治
野
組
に
つ
い
て
は
十
分
な
史
料
が
な
く
、
そ
の

組
織
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
仮
説
の

域
を
出
な
い
が
、
商
社
の
創
設
が
「
難
牛
馬
勝
手
処
理
令
」
「
解

放
令
」
以
前
で
あ
る
こ
と
や
、
先
述
し
た
屠
畜
へ
の
動
員
の
事
例

な
ど
か
ら
考
え
て
、
宇
治
野
村
風
呂
ヶ
谷
の
「
え
た
」
が
参
加
し

て
い
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
蕊
牛
馬
の
解
体
・
皮
革
業

に
従
事
し
て
い
た
「
え
た
」
身
分
の
者
が
、
技
術
的
な
蓄
積
を
生

か
し
、
外
国
人
を
中
心
と
し
て
新
た
に
勃
興
し
た
産
業
で
あ
る
屠

畜
業
に
参
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
経
営
主
体

は
別
に
あ
り
、
屠
畜
に
関
わ
る
権
益
か
ら
は
排
除
さ
れ
な
が
ら
、

技
術
的
な
部
分
に
お
い
て
の
み
「
え
た
」
身
分
の
者
が
動
員
さ
れ

て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

日
本
人
経
営
の
屠
畜
場
は
こ
れ
以
後
乱
立
す
る
傾
向
に
あ
っ
た

が
、
何
度
か
の
移
転
・
統
合
を
経
て
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）

年
前
後
に
、
外
国
人
経
営
の
屠
畜
場
と
と
も
に
、
新
生
田
川
の
東

岸
、
後
の
新
川
地
区
に
相
当
す
る
位
置
に
集
中
的
に
設
置
さ
れ
る

（
凪
）

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
、
新
川
地
区
形
成
に
至
る
直
接
的
な
契
機

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
南
昭
二
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
神

戸
屠
畜
会
社
、
熟
皮
会
社
、
木
蝋
製
造
所
、
肉
小
売
り
業
者
お
よ

ぴ
牛
馬
問
屋
、
そ
の
他
の
労
働
者
が
移
住
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ

に
従
業
者
の
家
族
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
近
く
か
ら
、
あ
る
い
は
遠

く
か
ら
の
部
落
か
ら
仕
事
を
求
め
て
新
川
の
南
地
区
に
集
ま
っ
て

き
た
（
中
略
）
し
た
が
っ
て
屠
畜
業
は
、
量
的
に
は
確
認
で
き
な

い
が
、
か
な
り
の
程
度
の
吸
引
力
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

｛
川
）

か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
新
川
地
区
形
成
の
要
因
と
し
て
は
も
う

一
つ
、
貧
民
労
働
者
の
移
住
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

（
脂
）

ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
屠
畜
場
の
移
転
を
契
機
と
し
て
、
同

地
に
屠
畜
業
を
核
と
し
た
生
活
空
間
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
ひ
と

ま
ず
首
肯
で
き
よ
う
。

以
後
の
展
開
を
簡
単
に
追
っ
て
お
こ
う
。
一
八
九
○
（
明
治
二

三
）
年
、
森
谷
類
蔵
他
数
名
が
、
従
来
か
ら
の
日
本
人
経
営
屠
畜

場
と
、
前
年
に
買
収
さ
れ
た
外
国
人
経
営
の
屠
畜
場
を
統
廃
合
し
、

新
生
田
川
尻
（
す
な
わ
ち
新
川
地
区
）
に
設
立
期
限
一
○
カ
年
、

資
本
金
一
万
円
で
神
戸
屠
畜
株
式
会
社
を
発
足
さ
せ
、
屠
畜
場
も

新
設
し
て
い
る
。
「
其
の
建
物
は
全
部
煉
瓦
を
用
ひ
地
盤
の
如
き

（
マ
マ
）

は
堅
固
な
る
板
石
を
使
用
し
従
来
木
造
の
者
に
比
し
頗
る
面
目
を

改
め
た
り
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
神
戸
屠
畜
株
式
会
社
は
一
時
期
、
神
戸
の
西
に
位
置
す
る

兵
庫
方
面
（
現
在
の
神
戸
市
兵
庫
区
・
長
田
区
周
辺
）
の
屠
畜
場
も

合
併
し
、
独
占
的
な
状
況
を
誇
っ
て
い
た
が
、
一
九
○
二
（
明
治

三
五
）
年
、
市
内
の
牛
商
お
よ
び
牛
肉
商
等
に
よ
っ
て
兵
庫
の
東
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一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
、
神
戸
市
役
所
衛
生
課
が
作
成
し

た
「
神
戸
市
衛
生
施
設
大
観
」
に
添
え
ら
れ
た
「
屠
殺
系
統
図
」

に
は
、
生
牛
が
神
戸
へ
移
入
さ
れ
て
か
ら
屠
畜
・
解
体
に
至
る
ま

一
Ｗ
）

で
の
過
程
が
、
一
一
段
階
に
分
け
て
図
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
当
時
の
屠
畜
業
の
工
程
を
再
現
し
て
み
よ
う
。
「
屠
殺
系
統
図
」

に
よ
れ
ば
、
神
戸
に
到
着
し
た
牛
は
家
畜
市
場
に
お
い
て
牛
肉
商

に
よ
っ
て
買
わ
れ
、
屠
畜
場
へ
と
運
び
込
ま
れ
る
。
以
後
は
、
未

検
査
牛
繋
留
所
↓
洗
源
所
↓
牛
体
検
査
所
↓
生
体
秤
量
所
↓
既
検

尻
池
に
株
式
会
社
神
戸
家
畜
市
場
が
発
足
し
、
そ
の
附
帯
事
業
と

し
て
屠
畜
場
が
開
設
さ
れ
る
と
、
牛
商
・
牛
肉
商
の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
や
す
い
新
屠
畜
場
へ
と
需
要
が
移
り
、
神
戸
屠
畜
株
式
会
社
は

規
模
を
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
○
六
（
明

治
三
九
）
年
、
屠
場
法
が
発
布
さ
れ
、
既
設
の
屠
畜
場
は
三
箇
年

後
に
新
た
な
設
立
許
可
を
受
け
る
よ
う
定
め
ら
れ
る
と
、
神
戸
屠

畜
株
式
会
社
の
屠
畜
場
は
一
九
○
九
（
明
治
四
二
）
年
、
廃
場
に

至
っ
た
。
な
お
、
東
尻
池
の
屠
畜
場
は
、
こ
れ
以
後
数
年
に
わ
た

っ
て
神
戸
市
内
唯
一
の
屠
畜
場
と
し
て
存
続
し
た
が
、
一
九
一
九

（
大
正
八
）
年
に
は
、
兵
庫
新
湊
川
尻
に
開
設
さ
れ
た
市
営
屠
畜

（
肥
｝

場
へ
と
一
本
化
を
遂
げ
て
い
る
。

二
労
働
と
生
活
空
間

血
を
充
分
出
し
た
後
些
の
猶
予
も
な
く
庖
刀
を
当
て
、
瞬
く
間

に
全
身
の
皮
を
剥
き
次
に
腹
を
竪
て
に
割
き
ま
す
。

解
体
②

後
肢
を
縛
っ
て
天
井
の
レ
ー
ル
か
ら
下
っ
て
ゐ
る
鎖
に
逆
に
釣

る
し
其
下
に
内
臓
運
搬
器
を
置
き
内
臓
を
全
部
之
れ
に
引
き
出

し
、
次
に
頭
尾
と
膝
か
ら
下
を
断
ち
切
り
、
最
後
に
背
骨
に
沿
ひ

体
を
縦
に
両
断
し
ま
す
。
之
を
背
抜
き
と
謂
ふ
。

こ
の
よ
う
な
工
程
を
経
た
後
、
「
検
査
官
の
検
印
を
受
け
て
骨
附

査
牛
馬
繋
留
所
を
経
て
屠
室
へ
、
と
い
う
工
程
を
辿
っ
て
お
り
、

屠
室
で
の
作
業
は
さ
ら
に
、
屠
殺
・
濾
血
・
解
体
①
．
解
体
②
の

四
つ
に
分
け
ら
れ
た
う
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な

説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

屠
殺道
具
は
尖
っ
た
鉄
槌
と
特
殊
の
銃
と
二
種
あ
る
。
小
牛
に
は
前

者
を
、
壮
牛
に
は
後
者
を
用
ひ
ま
す
。
眼
前
に
立
て
る
屠
夫
は
狙

を
定
め
て
前
頭
部
眉
間
に
向
っ
て
発
射
し
ま
す
。
其
瞬
間
あ
の
大

き
い
牛
は
声
も
な
く
ド
ッ
と
倒
れ
て
仮
死
状
態
に
陥
り
ま
す
。

潟
血直
ち
に
傷
口
か
ら
藤
製
の
尖
っ
た
棒
を
突
き
入
れ
脳
を
刺
し
て

息
を
止
め
る
と
同
時
に
首
の
大
血
管
を
切
っ
て
急
速
度
で
潟
血
し

ま
す
体
の
温
か
い
間
に
…
…

解
体
①

部落解放研究NbJ5920018
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の
儘
牛
肉
店
へ
運
ば
れ
数
日
を
経
て
種
々
の
等
級
に
分
っ
て
販

売
」
さ
れ
た
。
屠
畜
に
使
用
す
る
道
具
や
解
体
の
順
序
等
に
細
か

な
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
現
在
と
大
差
の
な
い
流
れ

作
業
式
の
工
程
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
お
い
て
確
立
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
作
業
の
難
易
度
が
高
く
、
徒
弟

制
度
の
も
と
で
伝
達
さ
れ
る
技
術
と
、
熟
練
を
要
す
る
と
い
っ
た

点
に
つ
い
て
も
、
現
在
と
変
わ
り
が
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
に
お
け
る
副
産
物
に
つ
い
て
も
、
「
外

皮
は
塩
を
ま
ぶ
し
外
皮
置
場
に
留
め
、
後
皮
革
商
に
」
「
頭
よ
り

肉
を
取
り
其
残
骨
類
と
角
、
蹄
も
細
工
用
と
し
て
大
阪
に
送
り
ま

す
」
「
内
臓
は
再
び
検
査
官
が
肺
、
肝
、
心
臓
等
を
検
査
し
異
常

な
き
も
の
は
内
臓
扱
室
で
処
理
し
全
部
食
用
の
た
め
牛
肉
店
へ
」

「
流
血
は
敷
石
の
溝
を
伝
っ
て
一
定
の
場
所
に
溜
る
、
之
れ
を
乾

燥
し
て
肥
料
と
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
当
時
か
ら
ほ
と
ん
ど
無

駄
に
す
る
こ
と
な
く
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
工
程
は
当
史
料
の
年
代
か
ら
み
て
一
九
一
九
（
大
正
八
）

年
に
市
立
神
戸
屠
場
が
開
設
さ
れ
て
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

以
前
の
屠
畜
業
に
お
け
る
作
業
工
程
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か

で
は
な
い
。

次
に
、
屠
畜
業
の
就
業
・
雇
用
の
形
態
で
あ
る
が
、
明
治
末
年

頃
か
ら
屠
畜
業
に
携
わ
っ
て
い
た
前
田
平
一
は
、
当
時
の
屠
畜
場

で
の
諸
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

屠
牛
場
の
し
き
た
り
で
、
肉
の
問
屋
と
い
う
も
の
は
牛
を
屠
牛
場

へ
追
い
こ
む
と
、
あ
と
は
屠
夫
の
仕
事
で
し
て
、
骨
つ
き
の
肉
に

し
て
問
屋
へ
渡
す
の
で
す
。
皮
、
内
臓
、
頭
肉
、
尾
ぽ
、
舌
は
全

部
あ
と
へ
残
し
て
渡
す
の
で
す
。
こ
れ
は
そ
の
牛
が
良
い
と
か
悪

い
と
か
に
は
か
か
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
一
匹
分
で
な
ん
ぼ
と
定
め

ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
（
中
略
）
明
治
の
初
め
に
は
屠
夫
と
い
う

も
の
は
肉
問
屋
の
使
用
人
で
し
て
、
そ
の
地
位
は
奴
隷
で
し
た
。

こ
の
奴
隷
的
な
屠
夫
が
牛
を
追
い
追
い
屠
牛
場
へ
や
っ
て
来
て
、

牛
を
お
と
し
、
皮
と
内
臓
を
屠
場
へ
残
し
て
車
に
肉
を
つ
み
、
引

い
て
帰
っ
て
い
っ
た
も
の
で
す
。
彼
ら
は
家
へ
帰
る
と
、
早
速
、

板
場
と
し
て
骨
と
肉
を
さ
ば
き
わ
け
店
頭
に
並
べ
る
と
こ
ろ
ま
で

（
肥
）

し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
当
初
は
直
接
屠
畜
に
従
事
す
る
「
屠
夫
」
が
肉
問

屋
に
従
属
し
て
い
た
が
、
や
が
て
、

そ
れ
が
肉
屋
と
問
屋
が
別
に
な
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
屠
場
と
い

う
も
の
が
確
立
し
、
そ
こ
で
働
く
屠
夫
も
一
人
前
の
職
人
と
し
て

独
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
働
く
者
の
権
利
と
い
う
の
で
す
か
、

何
と
い
っ
て
も
屠
夫
が
手
を
お
ろ
さ
ぬ
か
ぎ
り
仕
事
に
な
ら
な
く

な
っ
て
か
ら
優
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
が

神
戸
屠
牛
場
で
は
、
肉
は
肉
、
内
臓
は
内
臓
屋
の
取
り
分
と
定
ま

っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
か
わ
り
屠
夫
の
教
養
の
向
上
に
も
、
い
ろ

い
ろ
手
を
打
ち
ま
し
た
ね
。
ま
ず
仕
事
の
あ
い
ま
に
は
飯
も
く
わ
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・
ず
に
や
っ
て
お
り
ま
し
た
博
突
を
、
こ
と
屠
牛
場
内
に
於
い
て
は

一
切
禁
止
を
し
ま
し
て
、
そ
の
自
粛
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
事
は

博
労
仲
間
に
も
及
び
ま
し
て
、
牛
市
場
で
の
博
変
禁
止
に
と
発
展

〈
四
）

し
ま
し
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
屠
畜
場
に
働
く
職
人
と
し
て
相
対
的
な
地
位
の

向
上
を
み
て
い
る
。
し
か
し
、
前
田
の
回
想
に
は
年
代
が
記
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
前
田
の
い
う
屠
畜
場
の
確
立
・
職
人
の
独
立
が

ど
の
時
点
で
果
た
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
を
一
八

九
○
（
明
治
二
三
）
年
の
神
戸
屠
畜
株
式
会
社
設
立
が
契
機
で
あ

っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
生
ま
れ
の
前

田
が
直
接
体
験
し
た
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
証
言
に
は
疑
問
が
生

じ
て
く
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
神
戸
の
屠
畜
場
で
行
わ
れ
て

い
た
の
は
、
「
神
戸
肉
仕
立
て
」
と
い
う
独
自
の
屠
畜
プ
ロ
セ
ス

だ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
前
田
は
、

肉
の
問
屋
さ
ん
が
牛
を
仕
入
れ
る
と
早
く
て
一
週
間
、
長
け
れ
ば

十
日
ぐ
ら
い
自
分
の
厩
で
、
そ
の
牛
を
飼
う
の
で
す
。
そ
の
際
牛

に
水
を
与
え
ま
せ
ん
。
牛
に
水
を
与
え
る
と
水
が
体
に
ま
わ
っ
て

水
気
の
多
い
肉
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
肉
の
重
量
は
増
し

ま
す
が
、
味
が
お
ち
る
の
で
す
。
刃
物
で
切
っ
て
も
包
丁
に
つ
い

て
は
な
れ
な
い
よ
う
な
肉
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
カ
ノ
コ

肉
の
よ
う
な
は
え
た
色
の
肉
に
は
決
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

前
に
も
話
し
ま
し
た
が
一
週
間
か
十
日
、
水
切
り
を
行
い
、
そ
の

間
に
脂
に
な
る
大
豆
と
か
麦
な
ど
を
食
う
だ
け
く
わ
し
、
牛
の
体

に
脂
肪
が
十
分
ま
わ
っ
た
時
お
と
す
の
で
す
。
そ
う
し
て
又
一
週

間
ぐ
ら
い
つ
ま
す
の
で
す
。
台
湾
バ
ナ
ナ
が
日
本
に
着
い
た
だ
け

で
は
シ
ブ
ク
て
食
え
ず
、
一
週
間
ぐ
ら
い
室
で
う
ま
す
、
あ
れ
と

同
じ
で
す
よ
。
で
す
か
ら
神
戸
肉
は
ま
な
い
た
に
乗
せ
、
包
丁
で

切
り
ま
す
と
、
そ
の
ま
ま
、
ピ
タ
ッ
！
ピ
タ
ッ
！
と
ま
な
板

へ
た
お
れ
る
で
し
よ
。
そ
う
し
て
焼
肉
に
し
て
も
ス
キ
焼
に
し
て

も
、
分
量
が
減
ら
ず
、
味
が
よ
い
、
こ
の
肉
の
仕
立
か
た
を
神
戸

肉
仕
立
て
と
い
っ
て
、
全
国
で
有
名
に
な
っ
た
。
こ
の
仕
立
て
か

た
で
な
い
と
外
国
人
に
買
っ
て
貰
え
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
居
留

地
内
の
領
事
館
で
イ
ジ
ン
さ
ん
が
し
て
い
た
通
り
、
こ
の
方
法
を

守
っ
て
き
た
か
ら
、
神
戸
肉
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
わ
け
で
、
こ

の
よ
う
に
す
る
と
な
れ
ば
、
た
と
え
ば
肉
問
屋
さ
ん
が
、
毎
日
三

頭
づ
つ
肉
を
市
場
へ
出
す
と
す
れ
ば
、
最
低
三
十
頭
ぐ
ら
い
の
牛

（
マ
マ
）

を
常
時
厩
に
縛
い
で
い
な
け
れ
ば
商
売
に
成
ら
な
か
っ
た
の
で
、

（
釦
）

ど
の
家
も
大
仕
掛
に
な
っ
て
い
た
の
で
す

と
、
そ
の
方
法
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
元
々
居
留
地
内
の
領

事
館
で
「
イ
ジ
ン
さ
ん
」
が
行
っ
て
い
た
方
法
を
導
入
し
た
と
い

う
点
は
、
神
戸
に
お
け
る
屠
畜
業
の
成
立
過
程
を
考
え
る
上
で
興

味
深
い
。
ま
た
、
こ
の
屠
畜
前
の
「
水
切
り
法
」
、
屠
畜
後
の
「
熟

ま
し
」
と
並
ん
で
重
要
な
の
が
、
「
屠
殺
術
」
で
あ
っ
た
。

部落解放研究Nul5920048
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尚
一
つ
屠
殺
術
の
巧
妙
な
事
は
誠
に
天
下
一
品
で
、
最
初
の
一
撃

の
許
に
見
事
往
生
さ
せ
て
了
ふ
手
際
は
感
心
の
外
は
な
い
、
何
ん

で
も
屠
殺
の
際
に
余
り
の
苦
痛
を
与
へ
る
と
血
液
が
全
身
に
廻
つ

く
印
）

て
甚
し
く
風
味
を
害
す
る
か
ら
だ
と
は
専
門
技
師
の
談
で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
、
技
術
的
な
難
易
度
の
高
さ
も
ま
た
、
「
神
戸
牛
」

の
名
声
を
支
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
屠
畜
場
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
共
同
体
・

生
活
空
間
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
前
田
は
、
屠
畜
場
の
周
辺
に

形
成
さ
れ
た
新
川
地
区
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
間
で
新
川
と
い
う
た
ら
神
戸
の
代
表
的
な
ス
ラ
ム
の
よ
う
に
考

え
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
あ
っ
て
、

私
ら
が
覚
え
て
い
る
新
川
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が
い
ま
す
。
（
中
略
）

南
本
町
す
な
わ
ち
新
川
の
人
た
ち
は
主
と
し
て
屠
牛
場
関
係
が
ほ

と
ん
ど
で
、
多
少
、
日
雇
に
行
っ
て
い
た
者
も
あ
っ
た
。
し
か
し

屠
牛
場
出
入
り
の
者
で
、
金
に
不
自
由
を
す
る
よ
う
な
者
は
い
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
特
に
肉
の
問
屋
さ
ん
な
ど
は
、
ど
の
家
も

（
『
、
マ
）

牛
の
一
一
十
頭
や
一
一
一
十
頭
を
縛
ぐ
厩
を
持
つ
大
ま
が
き
で
す
よ
、
ど

え
ら
い
も
の
で
し
た
。
森
岡
、
藤
井
、
淡
路
屋
、
そ
の
他
何
十
軒

と
い
う
大
物
ば
か
り
で
、
こ
の
事
を
今
の
新
川
で
知
っ
て
い
る
の

は
私
だ
け
で
す
が
、
ど
の
問
屋
で
も
男
女
併
せ
て
何
人
も
使
用
人

を
置
き
、
毎
日
、
牛
追
い
人
足
や
厩
の
世
話
掛
り
、
肉
さ
ば
き
の

（
型
〉

職
人
と
そ
れ
は
そ
れ
は
賑
や
か
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
屠
畜
場
で
働
い
て
い
た
前
田
は
、

こ
の
頃
私
は
毎
日
昼
は
屠
牛
場
で
一
人
前
働
き
、
帰
り
に
そ
の
日
、

お
と
し
た
牛
の
内
臓
を
車
に
つ
ん
で
持
っ
て
帰
る
。
す
る
と
下
受

け
の
連
中
が
篭
を
持
っ
て
待
ち
受
け
て
お
り
、
一
ま
る
い
く
ら
で

一
一
マ
マ
」

値
段
が
き
め
て
あ
り
、
取
り
や
い
を
し
て
売
り
に
は
し
る
の
で
す
。

一
丸
と
い
う
と
一
匹
の
牛
の
内
臓
全
部
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
他

（
》
も
→
屯
）

段
が
屠
牛
場
で
私
が
勘
定
す
る
ね
だ
ん
と
、
下
受
け
に
渡
す
ね
だ

ん
と
の
間
が
だ
い
た
い
一
人
前
の
働
き
分
ぐ
ら
い
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
や
す
み
の
日
い
が
い
は
私
ら
の
組
で
取
扱
う
牛
は
二
十
匹

か
ら
三
十
匹
で
す
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
ト
グ
ワ
で
藷
を
掘
る
ほ
ど
、

〈
輿
）

金
は
儲
け
て
い
た
と
田
⑫
い
ま
す
ね

と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
新
川
地
区
の
経
済

的
な
豊
か
さ
は
、

私
の
村
新
川
と
い
う
町
は
、
外
の
地
区
と
ち
が
っ
た
様
子
で
し
て
、

電
車
通
り
を
境
い
に
し
て
南
と
北
に
わ
か
れ
、
北
は
一
般
側
で
す

が
何
分
前
に
も
話
し
た
よ
う
に
南
の
方
は
屠
牛
場
関
係
者
で
、
経

済
的
に
勢
力
が
強
か
っ
た
。
ま
た
乞
食
的
存
在
で
あ
る
も
の
は
た

だ
の
一
人
も
私
の
村
新
川
に
は
住
み
も
せ
ず
、
住
ま
せ
も
し
な
か

っ
た
。
事
実
生
活
に
困
っ
た
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
屠
牛
場
へ
連

れ
て
行
き
、
何
な
り
と
仕
事
を
あ
た
え
、
自
立
ざ
し
ま
し
た
か
ら

ね
。
所
が
北
へ
行
く
と
何
と
い
い
ま
す
が
、
随
分
ひ
ど
い
の
が
多

く
な
り
ま
し
て
、
博
突
の
か
た
に
女
房
や
娘
を
売
る
こ
と
な
ど
朝
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〆
飯
ま
え
の
連
中
が
う
よ
う
よ
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
南
が
部
落
だ

か
ら
と
て
差
別
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
は
、
ご
く
少
な
か
っ
た

｛
湖
）

と
田
し
い
ま
す

と
い
う
証
言
に
も
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
い
く
ら
か
誇
張
さ
れ

た
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
ま
た
、
「
南
が
部
落

だ
か
ら
と
て
差
別
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
は
、
ご
く
少
な
か
っ

た
」
と
い
う
箇
所
は
、
次
節
で
引
用
す
る
前
田
自
身
の
証
言
と
少

な
か
ら
ず
矛
盾
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
屠
畜
業
が
共
同
体
内

に
お
け
る
就
業
機
会
を
創
出
し
て
お
り
、
地
域
の
重
要
な
生
活
基

盤
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

一
九
○
九
（
明
治
四
三
年
、
新
川
地
区
の
屠
畜
場
が
株
式
会
社

神
戸
家
畜
市
場
に
買
収
さ
れ
、
兵
庫
方
面
に
統
合
・
移
転
さ
れ
た

後
に
つ
い
て
の
、

こ
の
屠
牛
場
が
兵
庫
に
か
わ
り
、
各
関
係
者
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て

移
転
し
て
か
ら
、
新
川
は
と
た
ん
に
人
夫
稼
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

（
逼
）

か
つ
た
と
四
世
い
ま
す

神
戸
屠
牛
場
が
兵
庫
へ
移
転
し
て
か
ら
、
悪
く
な
り
、
現
在
の
よ

｛
麺
〉

う
に
な
っ
た
の
で
す

と
い
う
前
田
の
回
想
と
も
符
合
し
よ
う
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
・
大
正
期
を
通
じ
て
、
独
自

の
屠
畜
方
法
で
名
声
を
博
し
た
神
戸
の
屠
畜
業
は
、
屠
畜
場
の
確

立
・
職
人
の
独
立
を
経
て
産
業
と
し
て
の
成
長
を
遂
げ
た
。
新
川

Ｉま
、

食
肉
に
関
す
る
近
年
の
研
究
は
、
近
代
化
過
程
に
お
け
る
食
肉

の
一
般
化
の
前
提
と
し
て
、
近
世
期
、
特
に
近
世
後
期
か
ら
広
範

な
食
肉
の
習
慣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
当
該
期
に
お
け
る
食
肉
に
対
す
る

忌
避
感
の
減
退
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
、
同
時

（
幻
）

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
徳
島
県
の
”
辰
家
に
生
ま
れ
、
子
ど
も
の
頃

に
「
決
し
て
獣
肉
を
喰
つ
た
事
は
な
か
っ
た
」
も
の
の
、
中
学
校

で
寄
宿
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
牛
肉
の
美
味
を
知
っ

た
と
い
う
歴
史
研
究
者
の
喜
田
貞
吉
（
一
八
七
一
～
一
九
三
九
年
）

地
区
の
場
合
、
屠
畜
業
が
、
屠
畜
場
の
周
辺
に
形
成
さ
れ
た
生
活

空
間
の
重
要
な
生
活
・
経
済
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
一
般

的
な
労
働
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
た
労
働
力
を
吸
収
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
屠
畜
業
の
移
転
は
、
周
辺
の
生
活
空
間

に
と
っ
て
は
ま
さ
に
死
活
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

是
は
自
分
の
家
庭
が
特
に
物
堅
い
為
で
、
去
る
大
正
三
年
に
八
十

三
歳
で
残
し
た
父
の
如
き
は
、
恐
ら
く
一
生
涯
牛
肉
の
味
を
知
ら

な
か
っ
た
様
で
あ
る
し
、
今
な
ほ
健
在
の
母
も
、
多
分
ま
だ
之
を

口
に
し
た
事
は
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
程
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の

三
屠
畜
業
と
差
別
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此
の
一
家
庭
の
事
情
を
以
て
、
固
よ
り
広
い
世
間
を
推
す
訳
に
は

行
か
ぬ
が
、
少
く
も
維
新
前
後
ま
で
の
一
般
の
気
分
は
、
大
抵
そ

一
濁
一

ん
な
も
の
で
あ
っ
た

と
、
食
肉
が
一
般
化
す
る
な
か
で
の
根
強
い
忌
避
感
を
回
想
し
て

い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
食
肉
に
対
す
る
忌
避
感
が
残
る
一
方
で
、

屠
畜
場
と
近
接
し
た
新
川
地
区
で
は
、
独
自
の
食
肉
文
化
が
形
成

さ
れ
て
い
た
。
明
治
の
中
盤
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
下

層
社
会
」
を
対
象
と
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
新
聞
等
に
多
く
発

表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
一
九
○
六
（
明
治
三
九
）
年
に
「
神

戸
新
聞
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
同
種
の
ル
ポ
「
葺
合
新
川
貧
民
窟

だ
よ
り
」
に
は
、
こ
の
新
川
地
区
の
食
肉
文
化
を
め
ぐ
っ
て
、
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
個
の
特
色
あ
る
牛
の
煮
売
屋
あ
り
、
こ
は
新
川
唯
一
の
牛
屋
に

て
牛
肉
を
も
商
ふ
、
特
色
と
は
煮
込
の
材
料
が
牛
の
精
肉
に
非
ず

し
て
、
悉
く
臓
物
な
る
に
あ
り
、
曽
て
或
人
が
何
か
の
文
芸
雑
誌

に
新
川
を
紹
介
せ
し
記
事
中
に
、
此
牛
屋
を
特
筆
大
書
せ
し
こ
と

有
之
候
、
唯
見
る
新
川
式
の
粗
末
な
る
大
鍋
に
、
臓
物
を
縦
横
無

尽
に
裁
断
せ
し
片
々
を
無
造
作
に
煮
込
み
て
是
を
中
皿
に
盛
り
一

皿
一
銭
に
て
客
に
頒
つ
も
の
に
候
、
薄
暮
店
前
を
通
行
す
る
ざ
へ

異
臭
鼻
を
衝
き
て
不
快
の
感
を
起
す
と
は
い
へ
、
点
燈
頃
に
は
千

客
万
来
の
有
様
、
蓼
食
ふ
錘
も
好
々
、
是
に
て
世
間
の
商
売
は
持

一
割
）

て
た
ｊ
ｂ
の
に
候
。

こ
こ
で
記
者
は
、
新
川
地
区
の
食
肉
習
慣
が
精
肉
で
は
な
く
牛
の

内
臓
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
に
驚
き
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
当

時
、
屠
畜
場
周
辺
以
外
で
は
内
臓
を
食
す
習
慣
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
の
び
し
ょ
う
じ
は
、
内
臓
料
理
が
一
般

化
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
「
歴
史
の
短
さ
に
よ
る
不
備
も
も

ち
ろ
ん
あ
る
が
、
差
別
に
よ
っ
て
屠
場
設
備
を
ふ
く
む
食
肉
生

産
・
流
通
環
境
が
放
置
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
内
臓
は
下

処
理
の
手
間
が
か
か
る
割
に
は
市
場
の
閉
鎖
性
で
供
給
過
多
に
あ

る
た
め
高
値
で
売
れ
ず
、
し
か
も
保
存
が
き
か
な
か
っ
た
」
と
い

（
釦
」

う
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
十
ま
え
る
な
ら
ば
、
新
川

地
区
の
場
合
、
屠
畜
場
に
近
接
し
、
安
価
に
新
鮮
な
内
臓
を
入
手

し
得
た
こ
と
で
、
独
自
の
食
肉
文
化
を
形
成
し
た
と
言
い
得
る
だ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ル
ポ
に
見
ら
れ
る
「
薄
暮
店
前
を
通
行
す
る

さ
へ
異
臭
鼻
を
衝
き
て
不
快
の
感
を
起
す
」
「
蓼
食
ふ
録
も
好
々
」

と
い
っ
た
表
現
か
ら
は
、
異
な
る
食
文
化
に
対
す
る
偏
見
と
忌
避

感
が
読
み
取
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
食
物
そ
の
も
の
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
食
文
化
の
担
い
手
た
る
新
川
地
区
の
住
民
に

も
投
影
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
同
じ
く
『
神
戸
新
聞
』

に
連
載
さ
れ
た
「
下
層
社
会
」
ル
ポ
「
師
走
の
新
川
生
活
」
の
第

一
六
信
「
新
平
民
の
生
活
」
で
は
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・
・
然
し
彼
等
は
手
を
供
し
て
餓
死
を
待
つ
程
の
馬
鹿
者
で
も
な
い
、

食
ふ
も
の
が
無
け
れ
ば
盗
ん
で
食
ふ
、
窃
盗
に
出
掛
け
る
、
女
房

｛
『
。
〉
）

も
子
供
も
坐
っ
て
は
居
な
い
、
屑
拾
ひ
兼
明
巣
狙
ひ
、
ア
ガ
リ
、

掻
波
へ
に
出
掛
け
、
夫
々
手
柄
を
し
て
帰
る
、
食
物
は
屠
牛
場
へ

一
別
一

行
っ
て
牛
の
臓
脈
や
曲
鵬
を
拾
っ
て
来
て
煮
て
食
ふ

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
食
文
化
を
住
民
と
さ
れ
る
「
新
平
民
」
の

生
活
と
結
び
つ
け
て
差
別
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

ル
ポ
は
一
九
○
七
（
明
治
四
○
）
年
に
書
か
れ
て
お
り
、
先
の
前

田
平
一
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
新
川
地
区
が
未
だ
「
経
済
的
に

勢
力
が
強
か
っ
た
」
時
期
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ

た
新
川
地
区
の
姿
と
、
前
田
が
回
想
す
る
内
部
的
視
点
と
の
差
異

に
は
充
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

当
該
期
の
ル
ポ
で
は
、
食
文
化
と
同
様
に
、
そ
の
生
業
、
特
に

屠
畜
業
に
対
し
て
も
差
別
的
な
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
師

走
の
新
川
生
活
」
は
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
続
い
て
、

彼
等
（
新
川
に
居
住
す
る
「
新
平
民
」
…
引
用
者
註
）
の
犯
し
つ
、

あ
る
罪
悪
の
種
類
は
何
か
、
夫
も
記
載
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
中
略
）
元
よ
り
手
形
、
官
文
書
偽
造
と
か
の
智
識
を
要
す
る
犯

罪
は
一
シ
も
無
い
、
手
と
眼
と
声
と
を
以
て
す
る
犯
罪
で
あ
る
。

先
柤
代
々
彼
等
に
伝
は
っ
て
居
る
屠
牛
の
荒
仕
事
は
彼
等
の
性
質

を
残
酷
な
ら
し
め
人
を
殺
す
位
の
事
は
尼
と
も
恩
は
い
や
う
に
な

る⑫

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
「
屠
牛
の
荒
仕
事
」
と
「
罪

悪
の
種
類
」
を
結
び
つ
け
る
思
考
は
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
、
現

在
に
至
る
ま
で
屠
畜
業
に
対
す
る
偏
見
と
差
別
の
基
礎
に
底
流
し

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ゆ
え
、
前
節
で
は
「
部
落
だ
か
ら
と
て
差
別
さ
れ
る
と
い

う
よ
う
な
事
は
、
ご
く
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
語
っ
て
い

た
前
田
平
一
も
、
堺
利
彦
と
の
最
初
の
出
会
い
を
回
想
す
る
な
か

で
、
以
下
の
よ
う
な
思
い
を
口
に
し
て
い
る
。

当
時
屠
牛
場
で
働
い
て
い
る
と
か
、
牛
殺
し
を
し
て
い
る
者
と
か

は
、
そ
れ
だ
け
で
世
間
の
人
か
ら
別
の
社
会
に
住
む
者
達
、
悪
く

い
え
ば
人
間
で
は
な
い
が
如
く
思
わ
れ
、
道
を
歩
い
て
い
て
も
、

よ
け
て
通
り
、
行
き
す
ぎ
て
か
ら
振
り
返
っ
て
、
ペ
ッ
と
唾
を
は

く
の
を
二
、
三
回
も
見
た
事
が
あ
り
、
ム
ッ
と
し
た
事
も
あ
っ
た

が
、
仕
事
が
仕
事
だ
か
ら
と
耐
え
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
堺
先
生

の
お
言
葉
（
「
立
派
な
仕
事
だ
、
頑
張
り
な
さ
い
」
…
引
用
者
註
）

を
聞
い
た
時
は
、
何
か
胸
の
つ
か
え
が
す
う
と
解
け
た
よ
う
な
気

に
な
り
恥
し
い
話
で
す
が
、
涙
が
ほ
ろ
ほ
る
と
湧
き
出
し
た
想
い

お
と

出
が
あ
り
ま
す
。
私
達
が
牛
を
屠
す
か
ら
世
間
の
人
た
ち
』
白
い
肉

を
食
え
る
の
や
な
い
か
と
自
負
し
て
い
る
一
方
、
牛
殺
し
、
牛
殺

一羽一一

し
の
一
戸
は
四
一
ハ
時
中
耳
の
底
に
よ
ど
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

前
田
の
こ
の
回
想
は
、
い
さ
さ
か
平
板
に
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る

が
、
屠
畜
業
に
向
け
ら
れ
て
い
た
深
刻
な
偏
見
・
差
別
を
読
み
取

部落解放研究Ｎ､1592004.8
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栗
須
七
郎
と
の
出
会
い
を
経
て
水
平
社
で
の
活
動
へ
と
結
実
す
る

こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
栗
須
と
の
出
会
い
、
水
平
社
宣
言
と
の
出

会
い
に
つ
い
て
は
、

水
平
社
宣
言
を
理
論
的
に
割
っ
て
、
割
っ
て
、
割
り
く
だ
き
、
噛

ん
で
含
め
る
よ
う
に
説
明
し
て
く
れ
た
栗
須
先
生
の
話
は
、
真
に

味
わ
い
深
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

夜
が
明
け
て
、
昼
間
は
屠
牛
場
へ
行
き
ま
す
が
、
仕
事
の
あ
い
ま

を
見
て
は
そ
こ
で
働
い
て
い
る
者
た
ち
に
こ
の
話
を
、
何
回
も
何

回
も
く
り
返
し
て
話
し
ま
し
た
ね
。
特
に
屠
牛
場
の
人
達
は
、
「
ケ

モ
ノ
の
皮
剥
ぐ
代
償
に
、
ケ
モ
ノ
の
心
臓
を
裂
く
代
償
に
、
部
落

民
と
い
う
潮
笑
の
唾
を
吐
か
れ
た
」
と
の
所
で
は
、
皆
、
涙
を
流

し
て
聞
き
ま
し
た
ね
。
仕
事
を
終
え
て
か
ら
は
毎
晩
、
一
軒
、
二

軒
と
話
し
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
若
い
者
も
、
年
寄
り
も
良
く
聞
い

て
く
れ
ま
し
た
。
新
川
と
い
う
所
が
、
そ
の
大
多
数
が
屠
牛
場
関

｛
鋼
）

係
の
者
が
多
か
っ
た
故
も
あ
り
ま
す
が

と
語
っ
て
お
り
、
水
平
社
宣
言
の
一
節
が
、
と
り
わ
け
屠
畜
業
関

係
者
の
心
を
捉
え
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
後
、
兵
庫
県
下
で

（
聾
）

最
初
の
水
平
社
が
新
川
地
区
で
結
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
北
目
景
に
屠

畜
業
と
、
そ
れ
へ
の
差
別
の
存
在
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

今
後
は
、
水
平
社
の
創
立
と
屠
畜
業
の
関
連
と
い
っ
た
視
点
か
ら

の
再
検
討
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
前
田
の
、
こ
う
し
た
差
別
へ
の
恩
の
思
い
は
、

以
上
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
神
戸
の
食
肉
産
業
と
被
差
別

部
落
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
新
川
地
区
の
屠
畜
業
を
中
心
に
検

討
し
て
き
た
。
本
稿
は
、
神
戸
の
屠
畜
業
の
全
体
像
を
描
き
出
し

た
南
の
成
果
を
越
え
得
る
も
の
で
は
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
、
雑

多
な
情
報
を
断
片
的
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
だ
け
で
あ
り
、
時
系
列

的
な
整
理
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
歴
史
論
文
と
し
て
の
体
す
ら
な

し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
屠
畜
場
に
お
け
る
労
働
の
実
態
と
、

屠
畜
場
の
周
辺
に
形
成
さ
れ
る
生
活
空
間
を
、
差
別
の
あ
り
よ
う

と
関
連
づ
け
て
捉
え
直
す
と
い
う
、
最
初
に
自
ら
が
設
定
し
た
課

題
に
つ
い
て
も
、
不
十
分
な
考
察
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な

い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
屠
畜
業
を
核
と
し
た
就
業
の
構
造
や
、
近
接

す
る
都
市
「
下
層
社
会
」
を
も
含
み
こ
ん
だ
独
特
の
食
肉
文
化
等
、

屠
畜
場
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
生
活
空
間
が
豊
か
な
広
が
り
を
持

っ
て
い
た
こ
と
、
屠
畜
業
が
高
度
な
技
術
を
要
す
る
熟
練
労
働
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
神
戸
牛
」
ブ
ラ
ン
ド
が
支
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
食
文
化
や
「
屠
牛
の
荒
仕
事
」

と
結
び
つ
け
た
形
で
の
差
別
的
な
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
な
ど
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に
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註（
１
）
鎌
田
慧
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
屠
場
」
（
岩
波
新
書
、
’
九
九
八
年
）
、

桜
井
厚
・
岸
衞
編
『
屠
場
文
化
－
語
ら
れ
な
か
っ
た
世
界
』
（
創

土
社
、
二
○
○
一
年
）
な
ど
。

（
２
）
日
本
食
肉
加
工
協
会
編
『
食
肉
加
工
百
年
史
』
（
日
本
ハ
ム
・
ソ

ー
セ
ー
ジ
エ
業
協
同
組
合
、
一
九
七
○
年
）
、
加
茂
儀
一
『
日
本

畜
産
史
』
食
肉
・
乳
酪
篇
（
法
政
大
学
出
版
局
、
’
九
七
六
年
）

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）
の
び
し
ょ
う
じ
『
食
肉
の
部
落
史
罠
明
石
書
店
、
一
九
九
八
年
）
。

（
４
）
中
里
亜
夫
「
近
代
に
お
け
る
屠
場
の
変
遷
」
（
全
国
部
落
史
研
究

交
流
会
編
『
部
落
史
に
お
け
る
東
西
ｌ
食
肉
と
皮
革
』
解
放
出
版

社
、
一
九
九
六
年
）
、
猪
飼
隆
明
「
近
代
屠
畜
業
の
展
開
と
被
差

別
部
落
」
（
部
落
問
題
研
究
所
『
部
落
問
題
研
究
』
’
六
○
、
二

○
○
二
年
六
月
）
、
藤
井
寿
一
「
屠
畜
場
成
立
期
の
諸
問
題
－
和

歌
山
県
西
牟
婁
郡
の
場
合
」
（
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
『
部
落

解
放
研
究
』
一
五
○
、
二
○
○
’
一
一
年
二
月
）
、
拙
稿
「
明
治
初
期

本
稿
の
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
後
、
屠
畜
業
や
食
肉
産

業
の
分
析
を
、
個
別
の
分
野
史
に
収
束
さ
せ
る
こ
と
な
く
部
落
史

研
究
に
共
通
の
課
題
と
し
て
積
極
的
に
進
展
さ
せ
る
な
か
で
、
こ

こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
幾
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
も
、
よ
り
深
化

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

七
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
の
び
し
ょ
う
じ
「
近
代
成
立
前
後
『
兵
庫
』
の
食
肉
問
題
ｌ
江

戸
後
期
の
牛
肉
食
」
（
『
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』
六
一
号
、
一
九
九

五
年
一
月
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
８
）
第
六
回
中
国
六
県
連
合
畜
産
馬
匹
共
進
会
兵
庫
県
協
賛
会
編
『
兵

庫
県
畜
産
誌
』
（
一
九
一
二
年
）
、
お
よ
び
兵
庫
県
産
業
部
畜
産
課

編
『
兵
庫
県
之
畜
産
』
（
’
九
二
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
９
）
前
掲
、
拙
稿
「
明
治
初
期
屠
畜
場
の
変
遷
と
新
川
部
落
の
形
成
」
。

（
Ⅲ
）
前
掲
、
『
兵
庫
県
之
畜
産
』
、
二
○
～
二
一
頁
。

（
ｕ
）
村
田
誠
治
編
『
神
戸
開
港
三
十
年
史
』
上
（
開
港
三
十
年
紀
念
会
、

一
八
九
八
年
）
、
二
九
○
～
二
九
一
頁
。

（
、
）
前
掲
、
『
兵
庫
県
之
畜
産
』
、
二
一
頁
、
お
よ
び
神
戸
市
役
所
編
『
神

戸
市
史
』
本
編
各
説
下
（
一
九
二
四
年
）
、
五
一
二
頁
。

（
田
）
前
掲
、
『
神
戸
開
港
三
十
年
史
』
下
、
五
三
○
頁
、
お
よ
び
六
一

五
頁
。

（
ｕ
）
前
掲
、
南
「
明
治
期
に
お
け
る
神
戸
新
川
地
区
の
屠
畜
業
」
、
二

屠
畜
場
の
変
遷
と
新
川
部
落
の
形
成
」
（
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
・

人
権
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
九
、
一
一
○
○
三
年
三
月
）
な
ど
。

（
５
）
南
昭
二
「
明
治
期
に
お
け
る
神
戸
新
川
地
区
の
屠
畜
業
」
（
領
家

穣
編
著
『
日
本
近
代
化
と
部
落
問
題
』
明
石
書
店
、
’
九
九
六
年
）
。

（
６
）
前
田
か
ら
の
聞
き
取
り
は
一
九
七
○
年
代
前
半
に
行
わ
れ
、
前

）
前
田
か
ら
の
聞
き
取
り
は
一
九
七
○
年
代
前
半
に
行
わ
れ
、
前

田
平
一
研
究
会
編
『
前
田
平
一
の
歩
い
た
道
』
（
同
会
、
一
九
八
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七
六
頁
。

（
巧
）
高
木
伸
夫
「
兵
庫
県
水
平
運
動
と
前
田
平
こ
（
『
ひ
ょ
う
ご
部

落
解
放
』
三
一
、
一
九
八
八
年
六
月
）
、
布
川
弘
「
資
本
主
義
確

立
期
の
都
市
下
層
社
会
と
部
落
」
二
部
落
問
題
研
究
』
九
五
、
一

九
八
八
年
九
月
、
布
川
『
神
戸
に
お
け
る
都
市
「
下
層
社
会
」
の

形
成
と
構
造
』
〈
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
九
三
年
〉
に
再
録
）

を
参
照
の
こ
と
。

（
肥
）
以
上
の
整
理
は
、
前
掲
、
『
兵
庫
県
之
畜
産
』
、
二
二
～
二
四
頁

に
拠
っ
た
。

（
Ⅳ
）
神
戸
市
役
所
衛
生
課
『
神
戸
市
衛
生
施
設
大
観
』
（
一
九
一
一
六
年

三
月
）
。

（
旧
）
前
掲
、
『
前
田
平
一
が
歩
い
た
道
』
、
四
八
～
四
九
頁
。

（
四
）
同
右
、
四
九
頁
。

（
釦
）
同
右
、
四
三
～
四
四
頁
。

（
皿
）
『
肉
と
乳
』
四
巻
一
一
号
（
一
九
一
三
年
一
一
月
、
こ
こ
で
は
、

『
肉
と
乳
』
四
巻
一
一
号
（
一
九
一
三
年
一
一
月
、
こ
こ
で
は

秋
定
嘉
和
・
大
串
夏
身
・
川
向
秀
武
編
『
近
代
部
落
史
資
料
集
一

第
六
巻
く
三
一
書
房
、
一
九
八
六
年
〉
一
八
四
頁
に
拠
っ
た
）
。

前
掲
、
『
前
田
平
一
が
歩
い
た
道
』
四
一
～
四
二
頁
。

同
右
、
四
八
頁
。

九
二
頁
。

六
二
頁
。

四
四
頁
。

川
向
秀
武
編
『
近
代
部
落
史
資
料
集
成
』

（
ご
前
掲
、
『
食
肉
の
部
落
史
』
、
’
九
四
～
’
九
九
頁
。

（
塑
喜
田
貞
吉
「
上
代
肉
食
考
」
（
『
民
族
と
歴
史
』
第
二
巻
第
一
号
、

一
九
一
九
年
七
月
）
、
一
六
二
頁
。

（
”
）
「
葺
合
新
川
貧
民
窟
だ
よ
り
」
（
其
八
）
（
『
神
戸
新
聞
『
一
九
○

六
年
七
月
三
日
付
）
。

（
釦
）
前
掲
、
『
食
肉
の
部
落
史
』
、
六
八
頁
。
「
師
走
の
新
川
生
活
第

一
六
信
新
平
民
の
生
活
」
（
「
神
戸
新
聞
』
、
一
九
○
七
年
一
二

月
二
五
日
付
）
。

（
、
）
同
右
。

（
犯
）
前
掲
、
『
前
田
平
一
が
歩
い
た
道
』
、
二
○
七
～
二
○
八
頁
。

（
銅
）
同
右
、
六
○
頁
。

（
弧
）
「
神
戸
又
新
日
報
」
、
’
九
二
二
年
一
一
月
二
八
日
付
。




