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骨

の
同
郷
性

に
現
れ
た
る

｢
北
東
｣

出
身
者

支
那
社
食
に
於
て
は
t

i
般
的
に
自
然
的
な
原
因
に
基
-
犀
潟
性
が
強
い
O
即
ち
血
隷
と
か
地
線
と
か
が
あ
ら
ゆ
る
社
食

･
職
某

の
伸
に
蔭
透
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
の
一
例
と
し
て
北
京
市
の
市
腐
骨
の
合
点
に
つ
い
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れ
に
よ

る

･～
.
柴
任
と
同
郷
性
と
に
は
深
い
関
係
が
あ
っ
て

'或
る
種
の
業
種
は

特
に
或
る
地
方
.
或
る
願
の
出
身
者

に
弼
占
さ
れ

て
ゐ
る
と
云
ふ
事
茸
が
示
さ
れ
る
｡
そ
の
地
方
や
願
も
決
し
て
北
京
に
近
い
塵
で
は
な
く
て
'
却
て
速
く
山
東
と
か
山
西
と
か
に
離

れ
て
ゐ
る
虞
か
ら
釆
た
も
の
が
多
い
｡
此
の
傾
向
の
殊
に
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し
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も
の
を
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げ
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と
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よ
っ
て
見
る
と
'

或
る
菜
種
に
つ

い
て
は
他
聞
の
者

他
願
の
者
な
T,IJ
は
到
底
そ
の

仲

間

に
這
入
る
.LJ
と
が
出
束
な

い

JJ
い

ふ
印
象
を
張
-
輿

へ
古
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こ
れ
が
原
因
に
は
色
々

あ
ら
う
0
例
へ
ば
原
料
'
生
産
､
造
斡
'
消
費
或
は
そ
の
他
の
自
然
的
'
慶
史
的

F

な
事
情
に
基
-
も
の
で
あ
ら
う
｡
併
し
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
JJ
l
に
は
深
く
は
這
入
ら
な
い
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こ
･J
で
主
と
し
て
問
題
と
す
る
の
は
'
寧
ろ

｢
北
京
｣
出
身
者
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
｡
多
-
の
者
が
殆
ん
ど
稚
方
出
身
者
で
'
ま
た

地
方
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
-
と
し
て
ゐ
る
か
に
見
え
る
｡
そ
の
中
に
あ
っ
て
北
京
出
身
者
と
敢
て
云
つ
て
ゐ
る
の
は
ど
う
云
ふ

種
雛
の
人
で
あ
ら
う
か
｡
ど
う
云
ふ
業
種
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ
こ
と
に
興
味
が
牽
か
れ
る
.
併
し
そ
の
敦
は
意
外
に
少
-
て
､
市
商
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の
合
点
と
し
て
僕
に
五
二
八
名
に
過
ぎ
な
い
O
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ほ
こ
の
外
に
市
商
骨
に
加
入
し
な
い
も
の
も
相
首
に
あ
ら
う
け
れ
ど
も
代
表
的

な
此
校
的
大
き
い
巣
箱
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既
に
市
商
倉
の
合
点
と
な
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
大
勢
を
束
ふ
に
左
し
て
影
響
は
な
い
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北
京
出
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の
公
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九
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つ
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い
ま
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の
概
要
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の
大
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と
共
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せ
ば
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仇
ち
'
如
何
な
る
業
種
の
も
の
が
'
北
京
出
身
者
に
於
て
比
較
的
多
-
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
'
即
ち
北
京
出
身
者
は
如
何
な
る
業

種
に
多
い
か
と
云
ふ
に
'
右
表
の
中
か
ら
羊
肉
業
'

野
鮮
具
業
'
紙
蛭
業
'

金
鎌
首
肺
葉
､
珠
賓
玉
石
業
.
古
玩
兼
及
び
官
業
が

ヽ
ヽ
ヽ

特
に
奉
げ
ら
れ
る
と
息
ふ
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
は
何
れ
も
大
腰
に
於

て
都
合
的
な業
種
で
あ
る
か
ら
'
経
て
雷
然
に
北
京
出
身
者
に
於

て
多
く
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
｡

こ
れ
ま
で
が
従
姉
の
私
の
考
へ
で
あ
っ
た
.
と
こ
ろ
が
後
に
重
く
別
の
と
こ
ろ
か
ら
'
こ
の
間
題
を
解
-
蛙
が
輿
へ
ら
れ
た
o

〓
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の
職
業
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に
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.
回
教
徒
の
問
題
を
取
扱
っ
て
ゐ
る
中
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
曙
光
が
見
え
た
.
初
め
は
重
く
想
像
も
及
ば
な
い
こ
と

ヽ
ヽ
ヽ

で
あ
っ
た
が
'
茸
は
前
掲
の

｢
北
京
｣
出
身
者
と
あ
る
の
は
そ
の
多
-

が
回
教
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あ
る
の
だ
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ま
づ
北
京
の
回
教
徒
に
つ
い
て
概
述
し
よ
う
｡
北
京
に
回
教
徒
が
初
め
て
蓬
入
っ
て
釆
た
の
は
何
時
の
こ
ろ
で
あ
る
か
｡
こ
れ
は

ヽ
ヽ

勿
論
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
｡
併
し
支
那
金
牌
と
し
て
回
教
が
初
め
て
這
入
っ
て
来
た
の
は

唐
代
の
末
'
西
暦
八
世
紀
の
初
め
頃
と

さ
れ
て
ゐ
る
O
そ
し
て
北
京
に
は
采
の
太
宗
の
華

ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
方
面
か
ら
国
人
が
釆
て
定
住
L
t
今
の
北
京
牛
得
の
題
辞
寺

(清
鼻
寺
)
が
そ
の
頃
建
て
ら
れ
た
と
云
ふ
｡
そ
の
頃
か
ら
攻
第
に
回
教
徒
が
西
方
か
ら
禾
-
'

貿
易
を
営
む
も
の
も
多
-
漸
-
に
し

ヽ
ヽ

て
社
食
的
勢
力
を
待
'

元
代に
至
っ
て
は
特
に
著
し
く
所
謂
色
目
人
の
尤
た
る
も
の
と
し
て
'
政
治
上
に
も
認
め
ら
れ
宗
古
人
に
代

ヽ
ヽ

っ
て
統
治
階
級
と
さ
へ
な
-
漢
人
を
交
配
し
た
o
明
代
に
な
っ
て
は
政
治

･
軍
事

･
科
単
の
諸
方
面
に
回
教
徒
か
ら
人
材
を
出
し
た

が
'

LJ
の
唄
か
ら
却
っ
て
著
し
-
摸
化
せ
ら
れ
た
.

そ
し
て
人
種
も
言
語
も

姓
名
も
職
柴
も
県
人

と
融
化
す
る
傾
向
を
生
じ
た
の

ヽ
ヽ

で
'
そ
れ
以
鶴
は
人
裸
に
も
文
化
に
も
そ
れ
群
厳
辞
に
隈
別
す
る
こ
と
は
出
奔
な
く
な
っ
た
｡

肩
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於
で
は
'
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徒
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同
氏
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に
は
此
の
傾
向
が
著
し
い
｡
職
柴
に
つ
い
て
も
.
今
日
で
は
官
鼎
に
出
る
も
の
は
少
-
I.
主
と
し
て
限
ら
れ
た
る
業
種

の
範
囲

内
に

立
て
革
=
;

其
の
他
大
牛

は
所
謂
小
旗
努
エ

･
苦
力
と
な
-
下
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

最
近
に
於
け
る
北
京
市
の
国
民
の
総
数
は
'

昭
和
十
四
年
の
借
銭
北
支
経
構
調
査
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
､

戸
数

1
0
'
1
0
0
'

人
口
四
六
､
0
0
0
と
さ
れ
て
ゐ
る
｡

JJ
れ
を
詳
し
-
業
種
別
に
見
る
こ
と
は
出
奔
な
い
が
'

特
に
商
業
関
係
に
つ
い
て
国
民
が
比

ヽ
ヽ
ヽ

較
的
多
-
ゐ
る
も
の
は
'
そ
の
動
機
に
二
つ
の
理
由
が
あ
る
.
そ
の
T
つ

は
宗
教
的
理
由
で
.
回
教
の
教
義
か
ら
規
定
さ
れ
た
生
滑

を
皆
ま
ん
が
た
め
で
あ
る
.
そ
こ
で
自
ら
食
糧
品
'
旗
館
､
飯
店
な
ど
食
に
関
係
し
た
実
務
に
た
づ
さ
は
る
も
の
が
多
い
｡
ま
た
教

養
と
近
代
的
資
本
主
義
と
の
衝
攻
か
ら
次
第
に
歴
迫
さ
れ
.
蓬
に
小
坂

･
努
工
に
墜
ち
る
も
の
が
多
い
と
も
見
ら
れ
る
O
も

7
つ
の

北
京
回
教
徒
の
職
業

第

7懸

七
三
九

第

三
水

二
二
二



宵'
7

北
京
回
教
徒
の
職
業

第

1
巻

七
四
〇

第

三
択

二

1
四

理
由
は
'
歴
史
的

･
文
化
的
な
滑
革
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
唐
宋
以
後
回
教
徒
が
這
入
っ
て
奔
た
の
は
'

ト

ル
キ
ス
タ

ン
'
ペ
ル
シ

ャ
'
ア
ラ
ビ
ア
等
か
ら
北
は
陸
路
.
南
は
海
路
を
煙
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
際
の
物
資
も
自
ら
そ
の
方
面
か
ら
運
輸
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
｡
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
回
教
徒
は
自
ら
支
那
の
西
北
部
に
住
む
も
の
が
多
-
､
そ
の
米
持
も
道
輸

"
畜
産
等
に
関
係
す
る
も
の

が
多
い
こ
と
に
な
?
た
o
更
に
珠
賓
､
1H
石
'
象
牙
'
地
髭
､
香
料
等
の
エ
薮
に
た
づ
さ
は
る
も
の
が
多
い
｡

か

-
て
今
日
北
京

10
回
民
の
職
半
は
'
大
憎
に
&
'
て苗
庄

･
運
輸

二
浪
岨唱
8
工
嘩
等
に
関
係
す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
o
こ
れ

に
つ
い
て
上
相
浦
城
北
支
経
解
調
査
所
が
昭
和
十
凶
年

一
月
以
降
調
査
し
た
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
ま
づ
t

＼ノT畜
産
関
係
-

に
つ
い
て
o

(
イ
)

孝
行は
業
者
二
八
〇
戸
あ
る
中
'
二
'
三
を
除
き
殆
ん
ど
全
部
が
回
教
徒
で
あ
,sl
t
羊
肉

･し

ヽ
ヽ

柴

同

業
公
舎

(民
国
十
二
年
設
)
は
二
三
四
戸
の
骨
良
を
占
め
る
｡

(
ロ
)
牛
行
に
つ
い
て
は
回
民
が
特
に
多
い
が
'
牛
版
及
牛
店
は

北
京
市
外
に
多
く

生
反
荘
は
概
ね
国
民
'
牛
鍋
妨
同
業
公
舎
(民
国
二
十
七
年
)
の
骨
貞
二
十
五
戸
は
全
部
回
民
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ

ヽ
ヽ

れ
ら
は
屠
宰
業
を
桑
皆
し
て
ゐ
る
.

(
ハ
)

蛇
行
に
つ
い
て
は
'
買
付
は
殆
ん
ど
回
民
で
あ
る
o
蛇
行
同
業
公
曾

(属
国
十
六
年
)

は
初
め
は
二
〇
〇
戸
位
回
民
柴
者
が
あ
つ
た
が
'
貴
近
で
は
不
垢
の
た
め
減
っ
て
四
〇
月
飴
-
.
催
し
舵
子
輸
送
菓
者
は
殆
ん
ど
漠

ヽ
ヽ
l

民
で
あ
る
｡

(
lt)
願
馬
行
は
回
民
二
十
三
戸
'
漢
民
四
声
'
贋
馬
業
同
業
公
舎
は

民
間
二
十
年
設
立
で
'
回
民
は
全
部
這
入
っ
て

ヽ
ヽ

ゐ
る
｡
絡
舵
や
羊
の

(
ホ
)
野
毛
業
は
二
十
七
月
あ
る
が
'
概
ね
回
民
で
あ
る
.

(
へ
)
難
行
は
八
〇
月
の
内
凶
民
は
六
〇
戸
位
｡

ヽ
ヽ
l

(
ト
)

鶏
卵
業
は仲
買
が
二
十
七
戸
あ
る
内
五
戸
で
あ
る
o

(
チ
)
鴨
業
は
百
三
'
四
十
月
の
円
四
'
五
十
戸
を
lE
め
る
｡
鴨
栗
岡

巣
公
舎

(属
国
十
五
年
)
に

は
殆
ん
ど
全
部
が

加
入
し
て

ゐ
る
.

-ヽノ

ヽ
ヽ
l

二
道
輸
閲
係
-

(

イ

)

大
事
行
の
業
者
は

凡
そ
七
'

八
百
戸
あ
る
が
､
回
民
は
そ
の
年
数
三
百
月
と
云
ほ
れ
て
ゐ
る
.
大
車
夫

′t



ヽ
ヽ
ヽ

公
骨
が
回
民
間
に
あ
つ
た
が
民
国
廿
三
年
に
解
散
さ
れ
た
.

(
ロ
)
手
事
業
即
ち
手
押
車
の
軍
師
教
は
全
市
三
'
四
千
あ
る
が
'
そ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

の
内
回
民
の
所
有
は
約
四
分
の

一
で
あ
る
｡

(
ハ
)
人
力
宰
糞
の
業
者
は
六
'
七
十
人
あ
る
が
'
そ
の
殆
ん
ど
が
国
民
で
あ
る
｡
但

し
そ
れ
に
雇
傭
さ
れ
る
革
夫
は
漢
民
が
七
割
'
国
民
些

二
割
に
過
ぎ
な
い
O

)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

三
工
垂
関
係
-

(イ
)
珠
蟹
玉
右
葉
は
-
回
民
移
入
の
初
め
か
ら
国
民
の
家
業
と
な
っ
た
｡
殊
に
清
朝
に
於
て
賓
玉
を
珍
重
し

.′.＼

た
の
で
自
ら
隆

盛
と
な
っ
た
｡
現
在
は
併
し
な
が
ら
僅
に
漠
居
柴
者
が
二
百
三

二
宇

戸
回
民
が
六
十
二
'
三
戸
で
あ
る
.
民
闘
二

ヽ
ヽ

十
五
年
に
同
柴
公
舎
が
設
け
ら
れ
た
が
仝
部
回
民
で
あ
る
｡

(
a
)
盲
現
業
の
多
-
も
上
記
業
者
が
粂
脅
し
て
ゐ
る
｡

(
ハ
)
離
操

業
の
業
者
は
精
々

大
き
い
も
の
が
十
三
'
四
11
あ
る
が
.
E

T
昭

は

そ

の

円

五

'
六
戸
に
過
LhJ
な

い
O
(

?

I.)

象
牙

､細
工

)

柴

は

'

ヽヽ

紙
数
四
十
七
'.
八
lE
;.
工
人
百
四
i
tJ･1.,十
人
ra
中
F
lrLLuijは
七
へ
八
戸
､
lr
l人
二
十⊥
1.'
二
..人
で
あ
る
O
(

ホ

ン
轄

㌍
l
架

LtJ

つ.
((v

l

浅

､

ま
づ
涜
花
柴
者
が
百
二
.

≡
T
f
謹
rleTiL
K
匡
Lrd.に
≡
T
飴
lL
J

朋
貿
者
は

八
十
悩
f
虎
ア
･･ヰ

iEi
民

は

十
匹
,
TP.tiit
で
諺
N

.J-

ヽ

ヽ

(
へ)
玩
具
店
は

三
十

儲
戸
'
そ
の
円
回
民
は
十
戸
で
あ
る
｡

)

ヽ
ヽ

E
I食
糧
関
係
-

(
イ
)
米
酢
業
の
同
業
公
骨
は
民
国
十
六
年
設
立
､
合
点
は
五
百
R
.
そ
の
内
五
十
戸
が
回
民
と
云
ふ
o
(
ロ
)

l11

ヽ

ヽ

雑
粗
菓
に
つ
い
て
は
'

五
つ
も
の
同
業
公
舎
が
あ
る
ー

陸
昧
'
難
根
椎
樟
'
根
穿
.
遥
輸
貸
構
､
難
根
鰐
紐
等
｡
JJ
の
内
雑
株
経

紀
同
柴
公
舎
に
の
み
回
民

1
戸
あ
る
に
過
ぎ
な
い
｡

(
イ
)
魚
業
に
つ
い
て
は
'
同
業
公
舎
に
加
入
す
る
も
の
百
五
十
戸
の
内
回
民

ヽ
ヽ

僅
か
に

1
u
;

未
加
入
者
盲
験
戸
の
円
同
氏
九
戸
D

(
ニ
)
英
行
業
k

つ
い
て
は
'

ま
づ
菜
販
で
あ
る
が
'

そ
の
大
部
分
が
摸
民

で
'
回
民
は
僅
か
に

1
割
'
同
じ
-
鰹
紀
は
折
清
末
ま
で
殆
ん
ど
大
牢
を
回
民
が
占
め
て
ゐ
た
が
攻
常
に
減
少
し
'
現
在
で
は
茶
柴

ヽ
ヽ
l

同
業
公
舎

(
民
国
二
十
六
年
)
に
加
入
す
る
四
十
月
が
全
部
回
民
で
あ
る
.

(
ホ
)
滴
括
醤
業
は
仝
市
に
三
PI藤

戸
あ
る
が
'
そ
の

北
京
回
教
徒
の
職
業

第

1
巷

七
四

7

第

三
既

≡

五



√汲
雷
管
～

北
京
回
教
礎
の
職
業

第

7
巻

七
四
二

第
17,況

二

1

六

.

内
国
民
は
五
戸
に
過
ぎ
な
い
｡

(
へ
)
茶
業
は
百
四
十
戸
の
内
'
同
業
公
骨
に
加
入
し

て
ゐ
る

も
の
雪

1十
戸
の
内

回

民
柴
者
は
任

ヽ
ヽ
ヽ

に

1
戸
､.
未
加
入
二
.

三
戸
に
過
ぎ
ぬ
O

(
I
)
乾
鮮
果
菜
の
経
紀
は
､
清
末
民
初
ま
で
は
回
民
が
猫
占
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
次

第
に
秦
へ
､

今
日
乾
鮮
果
菜
同
業
公
倉
の
倉
員
九
十
五
戸
中
'

回
属
は
十
11声

に
過
ぎ
な
い
o

更
に
拝
具
柱
は
公
骨
加
入
者
九
戸

中
回
民
二
戸
.
同
じ
-
小
骨
は
公
骨
層
二
十
四
声
中
阿
児
四
声
]

未
加
入
者
四
'
五
十
月
の
中
的
年
数
は
即
民
で
あ
る
.
乾
鼎
柴
は

_-
p-

た
作
男

托
幸

男

菊
乍
当
匝

葺

壬

雀

を
,Tt.
荷
稲
し
て
託
メ諒

iEi庚
は
た
た
i,

(

言

)
午

判
明

商
業
者
は
的
ヒ
十
戸
あ
10
が
､
そ
の
中

'.こ
り

]｣′1I
I
J⊥｣ヒ
.1J
,二.こll
,一.TI
I-
L･
L
■-
･-l(
′

I
-
､ゝ
-
-

1

回
民
業
者
は
十
二
､
三
声
で
あ
る
G

.ヽ.

ヽ
ヽ

五
旅
館
､
飯
荘
-

(
イ
)

旅
館発
着
の
主
な
も
の
一
五
〇
戸
の
中
'
回
民
業
者
は
四
n
;

そ
の
他
に
小
さ
い
も
の
七
-
八
戸
あ

く～

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

る

Q

(ロ
)
餌
荘
業
に
し
て
回
民
の
粁
皆
に
な
る
も
の
雪

1十
飴
戸
､
そ
の
内
商
骨
に
暴
す
る
も
の
iハ
戸
で
あ
る
.
(
ハ
)
構
削

(寡

千
)
輔
は
'
同
業
公
舎
が
民
団
十
七
年
に
組
粒
さ
れ
た
が
'
骨
貞
百
十
戸
の
中
'
回
民
は
十
五
戸
'
倉
員
外
で
も
同
氏
は
な
ほ
四
十

ヽ
ヽ

飴
戸
を
見
田
す
｡

(
ニ
)
焼
餅
輔
は
首
乗
回
民
の
碍
占
で
あ
る
｡
そ
の
教
は
計
る
こ
と
が
出
奔
な
い
程
多
-
あ
る
が
'
漠
民
は
そ
の

ヽ
ヽ
ヽ

1
割
に
過
ぎ
な
い
｡

(
ホ
)
頁
零
食
業
は
'
塁
茎
を
窒
-
も
の
で
あ
る
が
'
全
市
の
稚
数
は
数

へ
難
い
が
'
七
'
八
割
は
回
民
で
あ

る
と
云
ふ
｡

)

ヽ
ヽ

六
其
他
1

主
な
る
も
の
を
挙
げ
る
と
'
(
イ
)
紙
蛭
輔
は
全
市
十
Ztl'
四
声
仝
部
紙
煙
業
同
柴
公
舎
に
加
入
し
て
ゐ
る
o
昔
の
娩

′.＼

ヽ
ヽ

輔

か

ら

括
業
し

た
も
の
が
多
い
｡
傍
ら
小
額
貨
幣
の
食
襖
を
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
､所
謂
煙
錘
輔
で
あ
る
｡
(
ロ
)
蝿
輔
は
晴
夫
ま

で
は
全
市
四
百
戸
位
あ
っ
て
'
そ
の
八
'
九
割
を
回
民
が
占
め
て
ゐ
た
け
れ

ども
'
今
日
は
仝
-
衰
微
し
て
'
回
民
僅
か
に
四
月
に

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

過
ぎ
な
い
｡

(
ハ
)
香
料
柴
は
'
全
部
回
民
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
敦
は
四
十
月
位
｡

(
三
)
障
料

(
陸
幕
)
店
は
仝
市



ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

十
三
月
中
回
民
四
戸
O
(
求
)
棚
鋼
業
は
百
三
十
飴
戸
の
中
国
民
九
戸
｡
(
へ
)
手
巾

(
タ
オ
ル
)
業
に
回
民
の
た
づ
さ
は
る
も
の
七

ヽ
ヽ
ヽ

戸
｡

(
卜
)
硲
堂
柴
は
約
二
盲
｡
そ
の
公
骨
(民
国
七
年
)
に
加
入
せ
る
も
の
六
十
徐
戸
'
そ
の
中
回
民
加
入
者
五
戸
'
禾
加
入
者
五
､
六

ヽ
ヽ
l

戸
に
過
ぎ
な
5
,.
多
-
は
漢
人
経
営
で
あ
る
が
'
今
日
な
ほ
回
民
経
営
と
稀
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
興
味
あ
る
｡

(
チ
)
打

設
兄

(屑
)
光
に
は
二
種
あ
る
｡
小
鼓
兄
は
や
1
上
等
の
古
道
具
等
藍

月
払
'
大
鼓
兄
は
全
く
の
層
買
払
で
あ
る
が
'
前
者
は
二
百
八
十
静

戸
の
内
回
民
は
首
二
十
騎
戸
｡
後
者
は
四

百
四
十
戸
計
-
の
円
､
回
民
は
首
五
十
五
戸
で
あ
る
｡

(
リ
)
石
鹸
業
は
四
十
戸
の
中
回

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

民

五
戸
O

(
ヌ
)
煤
廠
に
し
て
回
民
経
営

の
も
の
三
u
;

(ル
)

電
料
業
雪

1+
戸
の
中
'
回
民
六
戸
｡

(
オ
)
鼻
糞
に
つ
い
て
は

ヽ
ヽ

北
京
市
郊
外
に
回
民
業
者
約
七
百
月
あ
る
が
'
そ
の
大
部
分

は
自

作
農
で
あ
る
｡

(
ワ
)
等
朽
謹
者

は
二
十
二
.
三
戸
あ
る
が
.
そ

つ
LP
rET｢竜
王
十
tJT
0

ヽヽ
ヽヽ

三

｢
北

京
｣

出
身
者
と
回
教
徒

右
の
如
く
北
京
回
教
徒
に
関
す
る
満
鉄
調
査
に
よ
れ
ば
､
数

へ
ら
れ
た
同
業
公
舎
十
五
の
骨
月
的

1
八
八

〇
名
の
中
､
国
民
五
七

〇
名
で
あ
る
o
JJ
れ
以
外
に
も
未
加
入
の
者
は
鯛
首
に
在
る
｡
な
ほ
公
命
名
の
記
し
て
な
い
兼
寿
を
三
十

l
積
寒
げ
て
ゐ
る
が
'
そ

の
中
の
回
民
は
約

二

四
六
五
名
と
な
っ
て
ゐ
る
.
之
ら
を
以
て
直
ち
に
先
き
に
示
し
た
市
商
骨
の
同
柴
公
骨
に
関
す
る
調
査
と
比

較
す
る
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
｡
何
と
な
れ
ば
､
第

1L
に
両
者
の
調
査
は
そ
の
目
的
が
違
っ
て
ゐ
る
o
即
ち
市
商
倉
の
は
同
業
公

舎
を
.
浦
餓
の
は
回
教
徒
を
夫
々

調
査
す
る
に
あ
る
｡
従
っ
て
そ
の
客
鱈
も
寅
狭
二
様
に
取
ら
れ
る
事
に
な
る
.
ま
た
自
ら
喰
払
蓬

北
京
回
教
徒
の
職
光

第

l
巻

七
四

三

第

三
択

二
1
七



北
京
回
教
徒
の
職
共

第

1
番

七
四
四

第
三
銑

二
一
八

っ
て
も
来
る
.
市
商
骨
で
は
公
倉
敷
七
十
六
程
を
畢
げ
て
ゐ
る
が
r
端
銭
で
は
莫
れ
と
し
て
名
節
を
奉
げ
て
ゐ
か
も
の
は
伴
に
十
五

種
で
あ
る
｡
両
も
後
者
の
笹
げ
て
ゐ
る
も
の
1
中
に
牛
鍋
坊
と
蛇
行
と
が
あ
る
が
'
そ
れ
は
市
摘
骨
の
調
査
で
は
公
舎
に
数

へ
ら
れ

て
ゐ
な
い
｡
調
査
の
年
次
の
差
異
に
よ
る
.
市
繭
骨
で
は
公
骨
と
L
t
浦
按
で
は
そ
れ
と
し
て
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を
馨
げ
て
ゐ
な
い
も
の
は
十

1
箇
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i
･,打
設
非
牙
し
て
み
る
こ
と
が
わ
か
る
U
そ
れ
は
北
京
出
身
者
･J
回

教彼
との
附
聯
で
あ

る
｡

そ

こ
で
ま
づ
両
調
査
の
円
'
比
較
的
虹
似
し
て
ゐ
る
も
の
で
T
公
舎
の
名
を
馨
げ
て
あ
る
も
の
を
比
較
す
る
と
'

業
種

市
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満
餓
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査
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〇
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〇
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浦
助
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壁
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二
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十
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あ
る
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五

に
'
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二
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と
あ
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三
に
と
つ
小10
以
下
同
じ
0
倍
括
弧
内
は
公
骨
夫
加

･･J
･小
rJ

こ
れ
ら
の
業
種
に
つ
い
て
は
大
鰐

｢
北
京
｣
出
身
者
と

｢
回
敏

徒
｣
と
の
問
に
は
極
め
て
苓
擢
な
関
係
が
あ
る
JJ
と
を
示
す
C
殆

ん
ど
そ
の
全
部
又
は

一
部
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
か
-
て
発
き
に
市
商
脅
調
査
に
よ
る
北
京
出
身
者
の
比
較
的
多
い
も
の

七
つ
を
巷
げ
た
が
､
そ
の
中
で
羊
肉
業
'
珠
肇
玉
石
業
､
紙
煙
業
'
乾
鮮
果
菜
の
四
つ
は
右
表
に
ょ
つ
て
虹
に
説
明
し
得
た
と
思
ふ
O

ヽ
ヽ
_

な
ほ
残
り
の
三
つ
-
1

古
玩
業
､
金
銀
首
師
業
~
営
業
の
中
'
盲
玩
兼
は
珠
賛
玉
石
業
者
が
兼
営
す
る
も
の
が
多
い
と
満
鉄
調
査
に
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於
て
も
云
っ
て
ゐ
る
｡
ま
た
金
銀
首
飾
業
も
殆
ん
ど
同
棲
で
あ
ら
う
｡
従
っ
て
前
二
者
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こ
れ
で
説
明
が
つ
-
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に
残
っ
た
富
兼

に
つ

い
て
は
'
そ
の

l
部
分
は
紙
煙
業
者
の
乗
皆

た
る
煙
鍔
輔
と
の
閲
聯
が
あ
る
｡
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た
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分
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回
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徒
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し
て
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営
'
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興

し
て
ゐ
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が
多
-
あ
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思
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れ
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確
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な
い
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別
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護
る
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れ
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る
が
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査
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車
連
相
手
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工
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あ
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合
社
等
の
所
謂
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あ
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あ
る
｡
(枯
野
円
は
北
東
出
易
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こ
れ
ら
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何
れ
も
双
方
が
喉
仏
迷
っ
て
わ
る
わ
lfJ.
と
れ
ら
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比
較
す
る
と
と
は
出
奔
な
い
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も
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較
す
る
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賓
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も

の
に
つ
い

て
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､
可
成
り
閲
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あ
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と
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ふ
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と
が
わ
か
る
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殊
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羊
肉
業
.
珠
等
玉
石
業
p
硲
堂
兼
'
旗
店
兼
'
香
料
業
'
囲
薬
業
'
宰
行
に
放
て
ま
た
乾
拝
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業
'
純
増
菜
'
無
根
粧
紀
業
'

乾
具
雑
貨
柴
､
鴨
業
.
賎
厳
.
新
薬
柴
等
に
は
'
そ
の
大
部
分
又
は

1
部
分
に
回
教
徒
を
含
む
と
云
ふ
JJ
と
が
地
罪
る
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こ
れ
を
先
き
に
示
し
た
北
京
回
教
徒
の
特
殊
な
る
業
種
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す
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も
の
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鴨
)
二
食
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に
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す
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､
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邦
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賓
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'
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四
堪
冊
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店
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'
煤
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分
つ
て
見
る
も
'
何
れ
も
よ
-
そ
の
閲
塀
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
.

か
-
て
北
京
に
あ
る
回
数
律
は
'
琴

不
す
べ
き
故
郷
を
持
た
な
い
.
そ
こ
で
敢
て

｢
北
京
｣
出
身
者
を
以
て
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す
る
の
で
あ
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.
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所
謂

｢
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戸
ツ
子
｣
な
ど
と
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に
す
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し
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潮
っ
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考

へ
て
見
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'

似
た
棟
な
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ぜ
ら
れ
な
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も
な
い
.
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