
“
、－

イ

ツ

教
員

杜
会

史
研
究

）←

初
等
教
員
層
形
成
期
に
関
す
る
杜
会
階
層
史
的
考
察

高
　
　
岡

信
　
　
也
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は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
史
研
究
は
、
伝
統
的
な
精

神
科
学
的
H
解
釈
学
的
研
究
に
対
す
る
批
判
を
内
在
さ
せ
な
が
ら
、
特
に
「
教
育
の

杜
会
史
（
ω
◎
泣
巴
α
Q
①
ω
巨
O
津
①
宗
『
■
§
μ
①
｝
自
目
σ
q
）
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
。
「
杜
会
構
造
と
学
校
制
度
」
、
「
経
済
発
展
と
教
育
」
、
「
子
ど
も
の
杜
会
化
の

歴
史
」
等
、
い
ず
れ
も
、
杜
会
史
的
関
心
の
濃
い
著
作
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
事
実

は
、
従
来
の
教
育
史
研
究
と
は
異
質
の
テ
ー
マ
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
に
十
分
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
動
向
が
、
学
問
的
キ
ャ
リ
ア

（
＞
ぎ
宗
冒
赤
9
①
内
胃
ユ
胃
）
を
教
育
学
以
外
の
諸
科
学
、
な
か
ん
ず
く
歴
史

学
、
杜
会
学
、
経
済
学
、
文
化
人
類
学
等
に
お
い
て
形
成
し
た
研
究
者
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
科
学
は
、
こ
れ
ま
で
教
育
学
の
い
わ
ぼ
隣
接

科
学
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
今
や
そ
の
隣
接
諸
科
学
の
側
に
、
杜
会
現
象
と
し

て
の
教
育
に
対
し
て
学
問
的
関
心
を
喚
起
す
る
内
発
的
要
因
が
派
生
し
つ
つ
あ
る
と

　
　
　
　
ド
イ
ツ
教
員
杜
会
史
研
究
H
（
高
岡
）

と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
育
事
象
は
、
教
育
学
に
固
有
の
対
象
と
し
て
存
在
す

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
が
と
り
あ
げ
る
「
学
校
教
師
の
歴
史
」
に
つ
い
て
も
、
上
記
の
研
究
動
向
は

同
様
で
あ
る
。
一
八
世
紀
以
降
の
「
教
育
の
学
校
化
」
過
程
の
中
で
、
教
育
の
一
方

の
当
事
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
「
学
校
教
師
（
ω
O
ぎ
－
－
①
～
胃
）
」
の
存
在
形
態

は
、
杜
会
的
機
能
と
し
て
の
学
校
教
育
に
注
目
を
は
じ
め
た
諾
科
学
の
研
究
者
に
と

っ
て
、
格
好
の
研
究
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
ヵ
巴
完
H
宙
α
自
ま
α
q
の
著
作
『
ド
イ
ツ
教
員
の
杜
会
史
』
　
（
ω
0
N
邑
α
q
易
o
巨
o
ミ
①

宗
『
α
ε
房
9
彗
－
①
～
9
・
H
Φ
O
。
ω
．
）
に
よ
れ
ぼ
、
教
員
史
を
タ
イ
ト
ル
に
も
つ
著

作
、
論
文
は
す
で
に
数
十
点
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
丙
．
ヨ
8
ぼ
グ
『
困
員
α
q
胃
串
一
印
内
も
昌
昌
箏
等
の
著

作
を
ド
イ
ソ
教
員
史
の
古
典
と
し
て
承
認
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
一
九
七
〇

年
以
前
に
出
版
さ
れ
た
著
作
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
教
員
組
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
十
九
巻

合
の
指
導
層
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
人
物
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
、
学
問
的
研
究
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
げ

に
は
い
か
な
い
。
仮
に
そ
の
点
を
置
く
と
し
て
も
、
研
究
対
象
、
方
法
論
の
点
で
い

く
つ
か
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
第
一
に
、
研
究
対
象
が
初
等
教
員
に

隈
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ω
α
旨
尾
に
よ
れ
ぼ
、
学
校
制
度
の
二
重
構
造

に
本
質
的
原
因
を
も
つ
こ
の
対
象
領
域
の
視
野
の
狭
さ
は
、
現
代
西
ド
イ
ソ
の
教
育

の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
「
教
職
の
統
一
（
雲
目
ぎ
岸
O
實
■
①
～
胃
）
」
の
観
点
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
）

克
服
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
従
来
の
研
究
は
、
教
員
組
合
史
と
い
う
労
働

運
動
史
的
側
面
、
な
い
し
は
政
治
史
的
側
面
に
お
い
て
多
く
の
成
果
を
上
げ
て
き
た

が
、
そ
の
成
果
は
二
っ
の
意
味
で
隈
界
を
有
す
る
。
一
っ
は
、
組
合
に
組
織
さ
れ
る
教

員
層
の
意
識
、
行
動
等
は
、
必
ず
し
も
そ
の
時
代
の
教
員
層
全
体
を
代
表
し
て
い
な

い
と
い
う
点
、
第
二
に
、
組
合
指
導
者
層
の
列
伝
史
的
性
格
が
、
教
員
層
全
体
の
杜

会
的
存
在
形
態
と
の
関
連
を
欠
い
た
人
物
伝
に
陥
い
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
教
員
史
研
究
に
お
げ
る
新
た
な
展
開
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
お
い
て

顕
著
と
な
る
。
そ
の
具
体
的
な
成
果
は
一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
集
『
教
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬

と
そ
の
組
織
』
（
－
）
艘
－
①
～
雪
旨
｛
ω
①
｛
烏
O
『
胴
竃
丁
竃
巨
；
）
に
み
ら
れ
る
。

本
著
は
、
冒
彗
守
＆
｝
9
鳥
昌
竃
目
の
編
集
に
よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
教
育
学
会
の

教
育
史
部
門
委
員
会
が
刊
行
す
る
叢
書
の
第
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本

論
文
集
は
、
教
員
史
研
究
の
動
向
を
N
①
岸
ω
O
～
奉
誌
に
書
い
た
句
◎
豪
胃
け
竃
①
く
實

に
よ
っ
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
四
名
の
執
筆
陣
に
よ
る
、
こ
の

時
点
で
の
教
員
史
の
集
大
成
、
す
な
わ
ち
、
く
｛
實
の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ぼ
、

「
教
員
と
そ
の
職
業
組
織
に
関
す
る
理
論
モ
デ
ル
の
、
最
も
精
致
化
さ
れ
た
到
達
・

点
」
と
言
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
本
論
文
集
は
、
ド
イ
ソ
に
お
げ
る
教
職
の
入
職
要
件
で
あ
る
第
二
次
国
家
試
験
お

よ
び
試
補
制
度
に
関
す
る
論
文
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
教
員
組
織
、
具
体
的
に
は
教
員
組

合
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
個
別
教
員
組
合
史
お
よ
び
運

動
史
が
全
体
の
約
五
分
の
四
を
し
め
、
残
り
五
分
の
一
を
組
合
史
研
究
方
法
論
な
い

し
組
合
組
織
モ
デ
ル
に
関
す
る
理
論
研
究
が
し
め
て
い
る
。
個
別
教
員
組
合
史
に
。
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
）

い
て
は
、
す
で
に
霞
句
8
竃
目
、
お
よ
び
軍
①
s
①
－
の
研
究
が
あ
る
が
、
本
論
文

集
の
特
徴
は
、
初
等
、
中
等
教
員
の
い
ず
れ
の
組
合
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
等
の
分
量

を
さ
い
て
検
討
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
の
場
合
、
教
員
組
合
は
初
等
教
員

の
全
国
組
織
で
あ
る
「
一
般
ド
イ
ツ
教
員
組
合
」
を
除
け
ば
各
学
校
段
階
別
、
宗
派

別
、
地
域
別
、
さ
ら
に
中
等
教
員
に
つ
い
て
は
各
教
科
別
の
き
わ
め
て
多
種
多
様
の

組
合
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
本
論
文
集
の
個
別
組
合
史
は
、
代
表
的
組
合

の
組
織
の
態
様
に
つ
い
て
豊
富
な
知
識
を
提
供
す
る
。

　
教
職
集
団
の
歴
史
理
論
な
い
し
研
究
方
法
論
に
関
す
る
論
文
は
、
峯
竃
守
＆

　
　
　
　
　
＾
Ψ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
功

｝
9
鳥
昌
竃
p
｝
乱
昌
目
旨
實
↓
昌
◎
斗
F
ミ
薫
『
＆
｝
『
睾
く
◎
胴
①
－
等
に
よ
っ

て
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
げ
こ
こ
で
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

｝
9
冨
ヨ
旨
胃
↓
彗
o
『
庄
の
論
文
「
教
員
と
そ
の
組
織
の
史
的
分
析
概
念
と
し

て
の
軍
o
げ
ω
9
旨
と
串
o
ぼ
霧
μ
◎
冨
豪
μ
①
昌
畠
」
で
あ
る
。
本
論
文
は
そ
の
表

題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
専
門
職
お
よ
び
専
門
職
業
化
と
い
う
概
念
が
教
職
研

究
の
大
ぎ
な
分
析
概
念
で
あ
る
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
本
論
文
集
が
出
版
さ
れ
る

数
年
前
に
『
歴
史
と
杜
会
』
誌
－
杜
会
史
派
を
代
表
す
る
季
刊
誌
ー
に
∪
昌
㍗

巨
ω
黒
◎
署
が
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
初
等
教
員
に
関
す
る
論
文
を
寄
せ
、
そ
の

中
で
一
九
世
紀
初
等
教
員
の
出
身
階
層
、
教
員
養
成
の
質
、
年
問
所
得
等
を
分
析
し

て
、
結
局
こ
れ
を
セ
ミ
プ
ロ
フ
ェ
ヅ
シ
ョ
ソ
だ
と
論
じ
た
が
、
↓
g
◎
『
ま
は
こ

の
ω
ぎ
君
論
文
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
次
の
よ
う
な
論
点
を
出
し
て
い
る
。

　
ま
ず
↓
g
◎
『
｝
は
、
専
門
職
の
概
念
は
、
こ
れ
ま
で
教
職
研
究
に
お
い
て
絶
え
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ず
使
用
さ
れ
て
い
る
一
般
的
概
念
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
歴
史
分
析
の
概
念

と
し
て
は
、
「
現
代
か
ら
過
去
を
裁
断
す
る
の
に
都
合
の
よ
い
超
歴
史
的
概
念
で
あ

る
」
と
す
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
従
来
の
専
門
職
論
は
、
医
者
、
法
律
家
、
聖
職

者
、
大
学
教
授
等
の
古
典
的
専
門
職
を
モ
デ
ル
に
、
い
く
つ
か
の
専
門
職
と
し
て
そ

な
え
る
べ
き
指
標
を
設
定
し
、
そ
の
指
標
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
教
職
が
専
門
職
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
断
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
概
念
使
用
に
っ
い
て
批
判
を
加
え
な
が

ら
、
↓
竃
O
『
艘
は
、
専
門
職
と
い
う
概
念
は
教
職
も
し
く
は
教
職
集
団
が
め
ざ
し

た
要
求
概
念
、
そ
の
限
り
で
ω
◎
－
－
雪
の
領
域
に
隈
定
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
零
◎
守
ω
乱
s
は
、
史
的
分
析
概
念
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
専
門
職
業
化
串
◎
｛
①
窒
｛
o
冨
－
邑
①
；
σ
q
が
使
用
さ
れ
る
べ

き
だ
と
と
ら
え
る
。
こ
と
ぼ
を
か
え
て
言
え
ぼ
、
一
定
の
時
代
の
教
職
お
よ
び
そ
の

職
業
集
団
を
分
析
す
る
場
合
の
基
本
的
視
座
と
し
て
、
当
該
の
職
業
集
団
の
専
門
的

職
業
集
団
へ
の
移
行
の
努
力
、
す
な
わ
ち
運
動
体
と
し
て
の
側
面
を
分
析
す
る
こ
と

の
方
が
重
要
だ
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
こ
の
よ
う
な
視
座
は
、
彼
自
身
の
学
問
的
キ
ャ
リ
ア
ー
と
密
接
に
か
か
わ
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
杜
会
学
徒
で
あ
り
、
と
り
わ
げ
、
職
業
杜

会
学
に
お
げ
る
職
業
集
団
の
専
門
的
職
業
化
研
究
に
教
職
研
究
の
理
論
的
根
拠
を
求

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
こ
う
し
た
理
論
的
傾
斜
は
、
い
わ
ゆ
る
「
杜

会
史
派
」
の
い
う
杜
会
構
造
史
”
全
体
史
の
下
位
領
域
を
な
す
杜
会
階
層
史
研
究

の
理
論
的
成
果
の
援
用
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
｝
冨
ミ
◎
①
q
①
－
は
、
史
的
唯
物
論
の
観
点
か
ら
教
職

1
1
小
市
民
プ
チ
ブ
ル
と
規
定
し
て
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ソ
と
し
て
の
教
職
と
い
う
と

ら
え
方
自
体
を
小
市
民
的
存
在
形
態
、
あ
る
い
は
そ
の
表
現
だ
と
述
べ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
教
員
杜
会
史
研
究
H
（
高
岡
）

こ
う
し
た
観
点
の
違
い
は
同
じ
史
料
に
対
す
る
解
釈
の
違
い
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る

が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
教
職
な
い
し
そ
の
集
団
の

研
究
と
い
う
も
の
が
、
杜
会
階
層
史
的
視
座
を
欠
い
て
は
成
立
し
な
い
と
い
う
共
通

の
指
摘
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一

九
世
紀
初
頭
に
か
げ
て
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
ー
－
ド
イ
ツ
に
お
け
る
初
等
教
員
を
対
象
と
し

て
、
教
員
組
織
形
成
の
杜
会
階
層
史
的
基
盤
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
民
衆
の
子
弟
に
何
が
し
か
の
知
識
、
技
能
を
教
え
、
そ
の
報

酬
と
し
て
教
授
料
を
得
た
り
、
ま
た
は
そ
れ
と
み
あ
う
だ
け
の
給
与
を
得
て
い
た
人

人
は
、
当
然
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
教
職
集
団
の
成
立
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い

る
。
十
八
世
紀
初
頭
か
ら
積
極
的
に
開
始
さ
れ
る
啓
蒙
専
制
君
主
の
初
等
民
衆
教
育

政
策
の
存
在
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
学
校
教
師
と
い
う
職
業
が
何
ら
か
の
形
で
成
立

し
て
い
な
け
れ
ぼ
、
こ
う
し
た
政
策
の
遂
行
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
十
八
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
ー
ー
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
民
衆
教
育
の
直
接
の

担
い
手
で
あ
っ
た
教
師
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た

い
。
こ
の
作
業
は
、
単
に
、
十
八
世
紀
と
い
う
一
つ
の
時
代
の
教
師
の
状
況
を
把
握

す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
十
九
世
紀
以
降
の
初

等
学
校
教
師
の
性
格
を
大
き
く
規
定
す
る
歴
史
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
整
理
と
い
う
意

味
、
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
ら
の
名
目
的
な
地
位
と
実
質
的
な
地
位
の
、
な
い
し
は
そ
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
十
九
巻

れ
へ
の
杜
会
的
評
価
の
鼓
行
的
性
格
を
規
定
す
る
い
わ
ぼ
教
職
と
い
う
職
業
の
「
素

姓
」
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
資
料
一
、
（
一
七
二
二
年
七
月
三
一
日
付
レ
ス
ク
リ
プ
ト
）

　
　
「
当
地
（
東
プ
ロ
イ
セ
ン
ー
引
用
者
）
の
内
身
け
實
お
よ
び
ω
g
巨
昌
乱
g
實

　
　
に
は
、
仕
立
職
人
、
鍛
冶
屋
、
車
大
工
、
大
工
職
人
以
外
の
何
人
も
採
用
す
べ

　
　
か
ら
ざ
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
資
料
二
、
（
一
七
三
八
年
レ
ス
ク
リ
プ
ト
）

　
　
「
仕
立
て
職
人
た
る
者
は
何
人
も
内
募
8
『
お
よ
び
ω
9
邑
昌
9
g
實
以
外

　
　
の
い
か
な
る
副
業
も
許
可
せ
ざ
る
べ
き
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
資
料
三
、
（
一
七
五
四
年
ミ
ン
デ
ソ
学
校
令
第
八
条
）

　
　
「
教
師
の
職
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
は
…
…
地
方
監
督
（
ω
ξ
實
ぎ
け
雪
－

　
　
宗
津
）
　
　
（
地
方
宗
務
・
教
育
行
政
担
当
の
官
吏
－
引
用
者
1
）
が
試
験
を

　
　
行
な
い
こ
の
成
績
証
明
を
も
と
に
詮
考
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
…
…
（
後

　
　
略
）
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ

資
料
四
、
（
ミ
ン
デ
ン
学
校
令
第
二
〇
条
）

　
　
「
教
師
は
、
万
般
の
事
に
つ
い
て
そ
の
直
属
す
る
説
教
師
の
助
言
と
指
導
に
服

　
　
す
べ
き
こ
と
。
そ
れ
故
教
師
は
自
己
の
職
務
に
関
す
る
一
切
の
事
項
に
つ
い

　
　
て
、
説
教
師
の
要
求
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
、
報
告
を
な
し
、
ま
た
教
授
法
そ
の

　
　
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
教
師
か
ら
指
導
を
受
げ
る
義
務
が
あ
る
こ
と
。

　
　
…
…
（
後
略
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動

資
料
五
、
（
一
七
六
三
年
地
方
学
事
通
則
第
一
六
条
）

　
　
「
教
師
は
学
校
に
お
い
て
、
自
己
の
家
事
作
業
に
児
童
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

　
　
い
。
ま
た
通
常
の
定
め
ら
れ
た
授
業
時
問
に
自
分
の
手
職
あ
る
い
は
そ
の
他
の

　
作
業
を
や
っ
た
り
、
そ
の
問
妻
に
授
業
を
代
行
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な

　
　
い
。
L

　
以
上
の
資
料
か
ら
ほ
ぼ
次
の
事
実
が
う
か
が
え
る
。

　
ω
村
落
に
お
け
る
学
校
教
師
は
、
教
会
の
雑
役
夫
　
　
教
会
の
最
下
層
の
役
職
、

　
　
寺
男
　
　
を
兼
任
し
た
こ
と
。

　
②
手
職
人
の
副
業
と
し
て
教
職
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
げ
仕
立
て
職
人

　
　
が
中
心
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
（
資
二
）
か
ら
仕
立
て
職
で
生
計
を
立
て
え
な

　
　
い
下
層
手
工
業
者
の
副
業
で
あ
る
こ
と
。

　
③
説
教
師
の
権
限
下
に
教
職
が
明
確
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ω
採
用
に
つ
い
て
は
試
験
制
度
を
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
、
初
等
諸
教

　
　
科
の
教
科
内
容
に
関
す
る
知
識
で
十
分
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
知
識
を

　
　
彼
ら
が
ど
こ
で
獲
得
し
た
か
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
。

　
㈲
（
資
五
）
は
禁
止
事
項
で
あ
る
が
、
こ
の
条
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
教
師
が
通

　
　
常
ど
の
よ
う
な
教
授
活
動
を
実
際
に
行
な
っ
て
い
た
か
が
推
察
で
き
る
。
こ
う

　
　
し
た
禁
止
事
項
を
も
り
こ
む
こ
と
を
地
方
の
学
校
監
督
官
は
強
く
要
望
し
て
い

　
　
た
と
。

　
以
上
要
す
る
に
。
、
十
八
世
紀
の
教
職
は
、
一
般
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
。
、
実
質
的

に
は
教
会
権
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
、
穴
募
け
胃
職
と
の
兼
務
を
義
務
づ
げ
ら
れ
た

目
彗
｛
奉
①
寿
實
の
副
業
と
し
て
営
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
国
法
に
お
げ
る
学
校
の
国
家
施
設
化
と
い
う
法

制
的
整
備
も
、
教
会
の
既
得
権
の
主
張
の
前
に
、
初
等
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
実
質

化
さ
れ
ず
に
十
九
世
紀
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
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三
二

　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
統
治
に
象
徴
さ
れ
る
啓
蒙
専
制
国
家
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
本
質
は
、

周
知
の
通
り
、
強
大
な
グ
ー
ツ
ヘ
ル
と
弱
小
の
商
業
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
と
の
勢
力
不

均
衡
を
、
両
者
か
ら
超
越
す
る
国
王
権
力
が
諮
意
的
操
作
を
く
り
か
え
し
、
一
定
の

安
定
状
況
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
主
義
政
治
体
制
の
温
存
を
は
か
る
と

い
う
、
封
建
的
支
配
の
変
種
で
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
的
封
建
支
配
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
保
守
的
で
あ

り
、
現
に
あ
る
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ィ
セ

ソ
国
家
は
、
1
9
世
紀
初
頭
、
ナ
ポ
レ
オ
ソ
に
よ
る
外
圧
に
よ
っ
て
、
杜
会
変
革
的
な

衡
撃
、
す
な
わ
ち
、
国
家
に
。
よ
る
封
建
的
く
び
き
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
市
民
革
命

の
洗
礼
を
受
け
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
こ
の
衝
撃
に
対
し
て
一
定
の
対
処
、
す
な
わ

ち
、
現
状
維
持
的
た
国
家
の
意
志
と
、
そ
の
く
び
き
か
ら
離
れ
て
進
歩
を
め
ざ
す

杜
会
の
論
理
と
を
結
合
す
る
と
い
う
仕
方
で
近
代
化
を
志
向
し
た
。
す
な
わ
ち
、
プ

ロ
イ
セ
ン
改
革
と
呼
ぼ
れ
る
「
上
か
ら
の
革
命
」
と
い
う
道
で
あ
っ
た
。

　
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
の
中
心
人
物
F
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
農
民
解
放
令
、
都
市
条
令

等
政
治
的
、
経
済
的
諸
制
度
の
変
革
、
近
代
化
を
次
々
に
実
行
す
る
中
で
、
と
り
わ

け
近
代
的
市
民
の
育
成
を
目
的
と
す
る
教
育
改
革
を
重
要
施
策
の
一
つ
と
し
て
と
り

あ
げ
る
。
彼
は
改
革
の
意
義
を
国
家
の
復
興
と
み
た
し
て
い
た
が
、
そ
の
決
定
的
要

因
と
し
て
の
民
衆
の
覚
醒
を
自
ら
の
改
革
事
業
の
「
人
格
的
基
礎
」
と
述
べ
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
に
フ
ン
ボ
ル
ト
等
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
プ
ロ
イ
セ
ソ
教
育
改
革
の
課

題
は
、
端
的
に
言
え
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
枠
内
で
の
民
衆
の
市
民
意

識
の
覚
醒
に
あ
っ
た
。
　
　
し
か
し
そ
の
場
合
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

ド
イ
ツ
教
員
社
会
史
研
究
H
（
高
岡
）

は
、
少
な
く
と
も
思
想
な
い
し
理
念
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
国
家
と
杜
会
、
す
た
わ

ち
、
言
い
か
え
れ
ぼ
、
封
建
制
の
時
代
に
確
立
さ
れ
た
大
量
の
官
僚
群
を
か
か
え
た

国
家
の
現
象
形
態
と
杜
会
と
が
同
質
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

こ
と
が
ω
昌
α
q
弩
津
の
表
現
に
従
え
ば
、
「
プ
ロ
イ
セ
ソ
教
師
の
悲
劇
の
基
底
」

と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
特
殊
プ
ロ
イ
セ
ン
的
な
状
態
か
ら
い
か
な
る
事
態
が
生
じ
た
か
を

当
時
の
教
師
に
関
わ
る
重
要
な
施
策
と
み
ら
れ
る
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
主
義
の
導
入
の

間
題
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ベ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
の
メ
ト
ー
デ
を
「
人
間
の
内
的
本
性
に
基
づ

く
方
法
…
…
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
諸
力
を
内
か
ら
発
展
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る

高
貴
な
生
活
原
理
を
喚
起
し
、
一
切
の
一
面
的
陶
冶
を
さ
げ
る
方
法
」
と
し
て
高
く

評
価
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
理
解
の
問
題
は
か
た
ら
ず
し
も

ペ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
そ
の
も
の
の
正
当
な
理
解
と
同
義
で
は
た
い
。
む
し
ろ
プ
ロ
イ
セ

ン
当
局
の
ペ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
理
解
は
、
そ
れ
を
受
げ
入
れ
る
側
の
都
合
に
よ
っ
て
一

定
の
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
ペ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
理
解
の
一
面
性
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
次
の
二
点
を
指
摘
し
て

お
く
。

　
第
一
点
は
ベ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
と
プ
ロ
イ
セ
ン
側
と
に
お
け
る
民
衆
（
く
o
寿
）
の
意

味
の
相
違
に
つ
い
て
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
ド
イ
ツ
国
民
に
告

ぐ
」
の
講
演
に
触
発
さ
れ
て
ペ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
に
傾
倒
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
フ
ィ

ヒ
テ
に
お
い
て
民
衆
と
は
、
ω
昌
α
q
胃
串
の
表
現
に
よ
れ
ぼ
、
「
国
家
に
よ
っ
て
陶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

冶
さ
れ
、
さ
ら
に
管
理
さ
る
べ
き
名
も
な
き
郡
衆
」
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
ペ
ス

タ
ロ
ヅ
チ
ー
に
お
げ
る
産
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
な
い
し
、
産
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー

ト
に
転
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
べ
き
都
市
下
層
市
民
と
い
う
明
確
な
意
識
か
ら
は
か



蝸

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
十
九
暴

げ
離
れ
た
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
ズ
レ
は
、
本
質
的
な
意
味
で
主
権

を
も
っ
て
杜
会
を
構
成
す
る
主
体
が
い
か
な
る
人
々
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
別
々
の
解
答
を
用
意
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
教
育
政
策
の
レ
ベ
ル
に
引
き
も
ど
せ

ば
、
学
校
制
度
の
二
重
構
造
の
温
存
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
初
等
教
員
養
成
と
中
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯛

教
員
養
成
の
分
離
と
い
っ
た
現
象
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
二
点
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
主
義
の
技
術
主
義
的
変
質
の
間
題
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
当
局
の
初
等
教
育
改
革
は
、
第
一
に
教
員
養
成
施
設
（
－
⑦
～
①
易
①
昌
－
－

畠
『
）
の
設
立
に
よ
る
教
師
の
質
の
向
上
と
、
第
二
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
の
学
園

へ
の
研
修
生
の
派
遣
に
よ
る
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
主
義
の
導
入
と
い
う
二
つ
の
施
策
を

も
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
ジ
ュ
フ
ェ
ル
ン
が
研
修
生
派
遣
に
際
し
て
述
べ
た
周
知
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

と
ば
は
、
当
局
意
図
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
示
し
て
く
れ
る
。
ジ

ュ
フ
ェ
ル
ン
に
と
っ
て
ペ
ス
タ
ロ
ヅ
チ
ー
と
は
、
民
衆
教
育
の
技
術
を
そ
の
天
才
的

思
考
に
よ
っ
て
自
ら
体
現
し
た
一
個
の
す
ぐ
れ
た
実
践
家
で
あ
っ
た
。
再
び
教
育
政

策
の
レ
ベ
ル
で
こ
の
こ
と
を
確
認
す
れ
ぼ
、
勺
◎
a
註
旨
ω
①
昌
ぎ
賢
設
立
時
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰

る
－
・
岩
箒
◎
筍
の
教
養
主
義
的
な
設
立
案
の
排
除
お
よ
び
内
・
N
巴
胃
に
よ
っ

て
経
営
さ
れ
た
模
範
学
校
の
教
育
実
践
に
お
け
る
技
術
主
義
的
傾
向
へ
の
賛
辞
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吃

れ
へ
の
財
政
的
援
助
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
以
上
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
主
義
導
入
の
性
格
を
二
つ
の
側
面
か
ら
み
て
き
た
が
、
こ

の
こ
と
は
、
教
職
に
対
し
て
い
か
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
第
一

に
、
ω
9
巨
旨
9
9
胃
か
ら
ω
9
邑
－
⑦
～
胃
へ
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

よ
う
な
、
一
定
の
意
味
で
の
専
門
職
と
し
て
の
教
職
の
成
立
と
い
う
い
わ
ぼ
プ
ラ
ス

の
側
面
が
考
え
ら
れ
る
。
か
た
ら
ず
し
も
充
分
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の

拡
充
に
よ
っ
て
専
門
的
教
育
を
受
げ
た
教
師
が
、
徐
々
に
ふ
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

そ
の
よ
う
な
教
師
達
が
、
自
ら
「
偉
大
な
民
衆
教
育
の
技
術
に
関
わ
っ
て
」
い
る
こ

と
を
自
覚
し
、
シ
ュ
タ
ィ
ン
の
い
う
「
臣
民
根
性
を
精
神
的
、
道
徳
的
に
克
服
す

　
㈱る

」
た
め
の
、
教
育
と
い
う
国
家
的
事
業
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
誇
り
に
感
じ
始
め

た
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
事
業
に
関
わ
る
か
れ
ら
が
公
的
な
尊
敬
を
う
げ
る

立
場
に
立
っ
た
こ
と
は
、
教
職
と
い
う
職
業
が
自
立
へ
の
足
が
か
り
を
つ
か
ん
だ
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
か
ら
多
く
の
教
師
の
論
文
や
書
簡
の
中

に
教
職
意
識
（
－
①
～
①
｝
①
考
目
専
ω
①
ぎ
）
と
い
う
こ
と
ぼ
が
自
ら
の
職
業
へ
の
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

り
方
、
意
識
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
教
師
の
側
の
熱
狂
と
同
時
進
行
し
た
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
事

態
も
考
慮
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
先
に
若
干
ふ
れ
た
ω
①
昌
ぎ
實
教
育

に
お
げ
る
教
育
内
容
の
慎
重
な
制
限
の
問
題
で
あ
り
、
主
と
し
て
教
会
の
側
か
ら
す

る
教
員
の
進
歩
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
等
で
あ
っ
た
。
例
え
ぱ
「
時
代
の

堕
落
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
聖
職
老
向
芭
①
ユ
執
筆
の
論
文
は
、
民
衆
の
道
徳
的

荒
廃
を
指
摘
し
そ
の
原
因
を
＜
O
寿
窒
｝
巨
①
に
お
け
る
知
育
偏
重
の
教
育
、
と
り

わ
げ
実
科
系
諸
教
科
に
向
げ
ら
れ
る
教
科
目
の
過
重
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
基
底

に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
げ
る
自
由
主
義
的
教
育
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。

　
教
会
の
側
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
批
判
に
も
ま
し
て
、
教
師
に
と
っ
て
は
文
都
省
、

宗
務
り
公
教
育
局
を
頂
点
と
す
る
文
部
行
政
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
官
僚
主
義
が
最
も
大

き
な
対
立
物
と
な
る
。
す
な
わ
ち
例
え
ば
、
一
八
二
〇
年
、
二
四
年
の
文
部
省
通
達

は
、
教
員
の
任
命
に
際
し
て
、
成
績
証
明
、
人
物
証
明
に
加
え
て
そ
の
人
物
の
政
治

的
傾
向
に
っ
い
て
の
意
見
書
を
作
成
し
提
出
す
る
こ
と
、
お
よ
び
現
職
教
員
の
政
治

行
動
、
言
動
に
っ
い
て
厳
重
な
監
視
の
目
を
向
げ
る
こ
と
を
地
方
監
督
（
ω
ξ
實
1

ま
け
雪
宗
葦
）
に
命
じ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
指
導
要
領
と
も
い
う
べ
き
詳
細
な
教
科
課
程
お
よ
び
教
授
案
を
規
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定
し
、
こ
れ
に
対
し
て
教
師
の
側
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
全
く
与
え
な
い
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
言
動
に
及
ん
だ
教
師
に
対
し
て
は
服
務
命
令
違
反
の
か
ど
で
直

ち
に
減
俸
等
の
処
置
が
と
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
処
置
は
、
教
師
の
公
的
発
言
の
み
な

ら
ず
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
会
合
た
い
し
教
師
同
志
の
雑
談
の
類
い
ま
で
そ
の
対
象

と
さ
れ
、
先
行
諸
研
究
に
お
い
て
は
、
地
方
監
督
の
命
を
受
け
た
ス
パ
イ
の
存
在
を

う
か
が
わ
せ
る
指
摘
さ
え
な
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
を
中
心
と
す
る
十
九
世
紀
初
頭
の
教
員
政
策
の
転
換
と

教
職
の
お
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
次
の
諸
点

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
理
念
の
レ
ヴ
ヱ
ル
で
み
れ
ぼ
プ
ロ
イ
セ
ソ
改
革
に
よ
る
「
上
か
ら
の
近
代

化
」
に
よ
っ
て
、
初
等
教
育
は
そ
れ
ま
で
の
身
分
制
に
も
と
づ
く
い
わ
ゆ
る
民
衆
教

育
か
ら
近
代
的
市
民
の
育
成
と
い
う
意
味
で
の
国
民
教
育
へ
と
変
貌
し
た
。
こ
う
し

た
変
貌
は
、
教
職
を
従
来
の
副
業
的
教
師
像
か
ら
解
放
し
、
一
定
の
専
門
的
職
業
へ

と
向
上
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
が
教
師
の
自
已
理
解
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
教
師
の

職
業
意
識
を
表
現
す
る
5
～
胃
げ
①
考
自
葎
8
ぎ
な
る
こ
と
ぼ
に
示
さ
れ
る
よ
う
な

教
職
の
専
門
職
性
志
向
が
明
確
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
改
革
の
現
象
形
態
す
な
わ
ち
政
策
隊
行
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け

る
そ
の
性
格
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
の
導
入
の
性
格
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
国
家
の
教
育
要
求
の
枠
内
に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
国
民
の
育
成
を
目
的
と
し

た
。
こ
の
限
界
は
、
教
職
の
専
門
職
化
の
内
実
と
も
い
う
べ
き
教
科
課
程
編
成
の
裁

量
権
を
教
師
の
側
に
全
く
認
め
な
い
官
僚
的
教
育
支
配
の
形
を
と
っ
て
教
師
の
前
に

あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
期
お
よ
び
そ
の
直
後
の
時
代
の
教
師

は
、
理
念
的
な
い
し
名
目
的
意
味
で
の
地
位
の
向
上
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は

逆
に
そ
う
で
あ
る
が
故
に
そ
の
実
質
的
地
位
と
の
か
い
離
を
強
く
意
識
し
だ
す
の
で

ド
イ
ツ
教
員
杜
会
史
研
究
H
（
高
岡
）

あ
る
。
巾
昌
帽
員
ま
の
指
摘
に
従
え
ぱ
、
「
当
時
の
教
師
達
は
、
よ
う
や
く
、
自
ら

の
職
業
意
識
と
そ
の
職
業
の
現
実
態
と
の
問
に
心
理
的
ア
ソ
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
を
感

　
　
　
鋤

じ
始
め
た
。
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

三

　
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
教
員
組
合
成
立
の
た
め
の
教
師
の
側
の
心
理

的
な
い
し
精
神
的
状
況
、
し
た
が
っ
て
教
職
集
団
の
主
体
的
条
件
を
規
定
す
る
基
盤

＜表1＞

K1ein－Deren（東プロイセン）Seminarの1816年入学
者の職業（○印手工業者）
　　　　　　　　　　　（K．Fischer，S．27f．より作成）

仕立て職人○ 109名 桶製造業○ 1名

靴 屋○ 21 レース製造業○ 1
家具職人○ 5 外　科　医 1
織 （綿） 工○ 4 農場監理人 1
車 大 工○ 4 ボタソ製造業○ 1
／く

ソ 屋○ 2 飾り職人○ 1
錠 前 屋○ 2 蹄　鉄　工○ 1
製 紙 工○ 2 鞍製造業○ 1
織 （毛） 工○ 2 真ちゅう細工職○ 1
毛皮加工業○ 2 タバコ製造業○ 1
手袋製造業○ 2 庭 師○ 1
商 業 2 鉛　管　工○ 1
農 業 2 ガラスエ○ 1

他，傷痩軍人　1名　無職　69名　　計242名

　・手工業者の総数165名（68．2％）

　・仕立て職人　　109名（全体の45％，手工業者中66％）

　・副業をもつ者　172名（71％）
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
十
九
巻

の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
直
接
に
教
師
の
要
求
運
動
の
必
然
性
を
導

き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
教
師
の
側
に
生
じ
た
、
理
想
と
現
実
の
か
い
離
が

も
た
ら
す
心
理
的
圧
迫
感
は
、
さ
ら
に
教
師
が
目
々
お
か
れ
た
生
活
の
中
で
増
幅
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
組
織
化
の
必
要
性
の
認
識
へ
と
至
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
十
九
世
紀
前
半
期
に
お
い
て
教
師
の
実
態
に
つ
い
て
み
て
お

こ
う
。

　
ま
ず
教
師
の
供
給
母
体
と
な
る
杜
会
階
層
に
つ
い
て
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
関
す
る
限
り
現
職
教

師
に
っ
い
て
の
統
計
資
料
は
十
分
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
留
昌
ヲ
弩

入
学
生
お
よ
び
在
籍
者
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
〈
表
1
V
は
ら
①
ま
ー
∪
實
彗
（
東

プ
ロ
イ
セ
ン
）
の
入
学
者
の
職
業
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
事
実
が
確

認
で
き
る
。

　
ω
入
学
者
二
四
二
名
中
手
工
業
者
は
一
六
五
名
、
率
に
し
て
六
八
・
二
％
を
占
め

　
　
る
。
と
り
わ
げ
仕
立
て
職
人
は
、
全
体
の
四
五
％
を
占
め
、
手
工
業
者
中
六
六

　
　
％
を
占
め
る
。
十
八
世
紀
の
諸
法
令
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
傾
向
は
依
然
と
し
て

　
　
十
九
世
紀
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

　
②
副
業
を
も
っ
者
－
二
四
二
名
中
一
七
二
名
に
達
し
そ
の
比
率
は
七
一
％
に
達
す

　
　
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
に
専
念
で
き
る
老
は
三
〇
％
弱
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な

　
　
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
彼
ら
の
多
く
が
卒
業
後
も
副
業
を
つ
づ
げ
る
こ
と
が
確
実

　
　
で
あ
る
。

　
次
に
教
師
の
収
入
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
〈
表
2
V

　
ω
当
時
の
教
師
の
平
均
年
収
は
都
市
部
で
二
二
一
タ
レ
ー
ル
、
農
村
部
で
八
六
タ

　
　
ー
レ
ル
余
で
あ
り
、
さ
ら
に
両
地
域
と
も
平
均
年
収
以
下
の
教
師
が
過
半
数
を

　
　
占
め
て
い
る
。

＜表2＞

1819年学校統計による教員の年収

　　　　　　　　　b．農　　村市a．都

分 類
教員数 ％

分 類
（ターレル） （ターレル）

　　　　　　　，教員数1

％

50以下 122人 3
10以下 323人 1．78

50■100 493 13 10一 20 857 4．72

100－150 742 20 20一 40 2，277 12．60

150－200 692 18
40一 60 2，826 15．57

200－250 556 15 60一 80 2，957 16．29

250－300 392 11
80－100 2，833 15．54

300－350 261
100－130 2，418 15．09

7
4 2

130－150 1，152 5．76
350－400 158

3 1
150’180 1，086 5．43

400－450 114
180－200 420 2．10

450－500 59 1 3
500－550 37 1

200－220 256 1．28

104 3
220－250 253 1．31

550－600

7 0 2
250－300 244 1，22

600i650

3 0 1
300■350 132 O．7

650－700

3 0 1
350－400 84 0．43

700－1，200
400－450 12 O．06

計 ■3，745 i 100 450－500 6 O．03

計 18，146 100

ω
農
村
部
に
お
い
て
は
現
物
支
給
（
食
料
、
暖
房
用
燃
料
等
）
に
よ
る
若
干
の
収

　
入
増
が
み
こ
ま
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
状
況
は
、
都
市
部
に
お
げ
る
未

　
熟
練
労
働
者
（
土
木
工
事
）
の
平
均
年
収
二
四
八
タ
ー
レ
ル
（
一
八
二
四
年
）

　
よ
り
低
額
で
あ
り
、
農
村
部
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
　
（
目
雇
い
農
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夫
）
の
年
収
一
二
〇
タ
ー
レ
ル
よ
り
も
か
な
り
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

資
料
五

　
　
「
あ
る
村
落
学
校
教
師
は
、
十
九
世
紀
三
〇
年
代
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
い
て
、

　
年
問
約
八
五
タ
ー
レ
ル
す
な
わ
ち
二
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
ラ
イ
麦
の
等
価
物

　
　
を
受
け
と
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
日
当
り
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
当

　
時
の
人
は
考
え
た
、
た
だ
教
師
の
『
極
端
な
生
活
苦
』
を
除
去
す
る
だ
け
で

　
も
、
田
舎
で
は
少
な
く
と
も
二
〇
〇
タ
ー
レ
ル
、
都
市
で
は
三
〇
〇
タ
ー
レ
ル

　
が
年
々
必
要
で
あ
ろ
う
と
。
…
彼
ら
の
収
入
は
、
さ
ら
に
穀
物
価
格
の
急
激
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈎

　
上
昇
に
よ
っ
て
大
き
な
目
減
り
を
覚
悟
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
」

資
料
六

　
　
「
彼
ら
の
食
事
は
、
塩
味
の
な
い
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
く
ら
い
は

　
　
必
要
と
さ
れ
る
最
低
程
度
に
あ
ぶ
ら
で
味
つ
け
さ
れ
た
黒
パ
ン
つ
き
ス
ー
プ
、

　
　
あ
ら
び
き
小
麦
の
ダ
ソ
ゴ
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
入
っ
て
い
る
え
ん
麦
が
ゆ
、
…

　
　
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
い
く
ら
か
良
い
水
準
に
あ
る
も
の
で
も
、

　
　
週
に
ほ
と
ん
ど
一
度
も
肉
の
っ
っ
ま
し
や
か
な
一
切
れ
さ
え
食
卓
に
み
ら
れ

　
ず
、
焼
き
肉
な
ど
は
大
低
の
人
は
た
だ
話
と
し
て
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

　
　
　
絢

　
　
る
“

資
料
七

　
　
「
い
た
る
所
で
、
没
落
し
た
仕
立
て
職
人
、
織
工
、
等
や
退
役
軍
人
、
農
民
、

　
　
等
が
教
育
と
い
う
神
聖
に
し
て
高
貴
な
仕
事
を
汚
し
て
い
る
。
民
衆
の
陶
冶

　
　
は
、
無
知
で
粗
暴
で
、
半
ぼ
飢
え
た
人
々
の
手
の
中
に
あ
る
。
…
学
校
は
一
部

　
牢
獄
と
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
…
。
」

資
料
五
お
よ
び
六
は
、
農
村
経
済
史
に
お
げ
る
記
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
教
師

の
収
入
の
劣
悪
さ
は
、
と
り
わ
け
一
八
三
〇
年
代
の
農
村
窮
乏
化
の
代
表
的
事
例
と

　
　
　
ド
イ
ツ
教
員
杜
会
史
研
究
H
（
高
岡
）

し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
の
困
①
；
｝
實
q
○
げ
①
ま
胃
α
q
は
、
領
主
峯
買
干

昌
；
彗
に
対
し
て
村
落
学
校
の
教
員
の
実
態
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
資
料
八

　
　
「
多
く
の
村
々
で
、
教
師
と
穴
身
け
胃
　
は
同
一
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら

　
　
そ
の
両
方
の
収
入
に
よ
っ
て
も
家
計
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
困
難
に
感
じ
実

　
　
際
、
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
収
入
は
、
本
来
き
わ
め
て

　
　
重
要
な
こ
の
仕
事
を
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
人
々
の
手
に
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
最

　
　
も
卑
し
い
人
々
に
あ
て
が
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
検
約
の
た
め
か
あ
る
い
は
貧
窮
の
た
め
か
、
教
師
の
妻
は
、
暖
房
の
き
い
た

　
　
教
室
を
我
が
家
と
心
得
て
お
り
、
彼
女
は
そ
こ
で
糸
を
紡
い
だ
り
、
自
分
の
子

　
　
の
世
話
を
や
い
た
り
し
て
い
る
。
時
に
は
野
菜
洗
い
さ
え
そ
こ
で
や
っ
て
い

　
　
る
。
さ
ら
に
最
も
よ
く
な
い
こ
と
に
、
彼
女
は
た
い
て
い
の
場
合
、
た
ち
の
悪

　
　
い
、
ヒ
ス
テ
リ
ヅ
ク
な
女
で
あ
る
。
…
…
貧
し
い
教
師
は
、
自
分
に
対
す
る
の

　
　
の
し
り
や
悪
口
に
全
く
文
句
を
言
わ
ず
に
聞
い
て
い
る
か
、
さ
も
な
く
ぱ
、
激

　
　
し
い
怒
り
に
燃
え
て
や
り
返
す
か
で
あ
る
が
、
も
し
そ
ん
な
こ
と
で
も
し
よ
う

　
　
も
の
な
ら
、
周
囲
の
小
言
や
の
の
し
り
は
た
ち
ま
ち
殴
打
と
た
っ
て
彼
の
顔
め

　
　
が
げ
て
と
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。
・
…
：
」

　
以
上
の
断
片
的
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
教
員
の
実
態
か
ら
次
の
諸
点
が
指
摘
で
き

る
。　

ω
内
身
け
胃
職
と
の
兼
業
が
以
前
と
し
て
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
。

②
収
入
の
劣
悪
さ
に
よ
っ
て
教
員
志
願
者
の
質
が
思
う
よ
う
に
上
が
ら
な

　
　
と
O

㈹
村
落
内
に
お
け
る
教
師
の
地
位
が
き
わ
め
て
低
い
こ
と
。

い

㌧
」
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
十
九
巻

　
以
上
、
簡
単
に
，
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
期
、
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
教
師
の
実
態
を
み
て

き
た
が
、
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
一
般
的
解
釈
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
ろ

う
O　

す
な
わ
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
改
革
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
教
師
に
対
し
て
そ
の
職

業
的
自
立
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
い
う
意
味
で
一
定
一
の
貢
献
を
な
し
た
が
、
し
か

し
そ
の
よ
う
な
示
唆
は
、
教
師
の
お
か
れ
た
現
実
の
変
革
に
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分

結
び
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
副
業
と
し
て
の

教
職
の
像
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
払
拭
さ
れ
る
こ
と
な
く
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
教
師
は
都
市
に
お
い
て
は
小
規
模
手
工

業
者
ー
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
エ
業
の
進
展
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
ヘ
の
転

落
を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
つ
あ
る
都
市
下
層
階
層
1
の
手
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
同
時
に

農
村
に
お
い
て
は
、
農
民
解
放
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
所
有
農
地
あ
る
い
は
小
作
地
を

奪
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
小
屋
住
農
民
へ
の
転
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

下
層
農
民
な
い
し
在
村
手
工
業
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、
十
八
世
紀
末
か
ら
、
一
八
三
〇
年
代
に
か
げ
て
の
教
師
を
め
ぐ
る
状
況

を
、
簡
単
に
み
て
き
た
。
最
後
に
、
教
職
集
団
形
成
の
要
因
と
い
う
観
点
か
ら
、
再

度
要
約
し
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
プ
ロ
ィ
セ
ソ
改
革
期
に
醸
成
さ
れ
は
じ
め
た
教
職
の
理
想
と
、

現
実
の
か
い
離
と
い
う
現
象
は
、
そ
の
後
の
時
代
の
進
展
に
と
も
た
っ
て
さ
ら
に
そ

の
構
造
を
固
定
化
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
一
定
の

専
門
的
教
育
を
受
け
、
自
ら
の
職
業
的
役
割
を
強
く
認
識
し
た
教
師
達
－
一
八
三
〇

年
に
は
全
教
員
の
半
数
が
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
と
な
る
ー
は
、
そ
の
職
務
の
重
要
性
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
杜
会
的
処
遇
が
ぎ
わ
め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
こ
と
に
強
い
批

判
の
目
を
向
げ
始
め
る
。
さ
ら
に
。
そ
の
よ
う
な
意
識
は
、
彼
ら
の
元
来
の
出
身
階
層

す
な
わ
ち
産
業
革
命
の
進
展
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ヘ
の
転
落
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
小
規
模
生
産
者
層
の
階
級
意
識
に
よ
っ
て
さ
ら
に
補
強
さ
れ
、
階
層
上
昇
へ
の
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯛

向
性
を
さ
ら
に
強
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
意
識
構
造
と
は
一
応
別
個
に
、
一
八
三
〇
年
代
に
お
こ
る

急
激
な
物
価
上
昇
に
よ
っ
て
、
教
師
の
経
済
的
窮
乏
が
進
行
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
教
師
達
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
各
地
に
、
自
然
発
生
的
た
共

済
組
合
制
度
を
形
成
し
て
い
る
。
例
え
ぼ
、
埋
葬
金
積
立
て
制
度
－
実
際
は
こ
の
積

立
金
は
低
利
で
教
師
に
貸
し
っ
け
ら
れ
る
ー
寡
婦
共
済
制
度
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
自
助
組
織
は
、
そ
の
後
、
職
員
組
合
成
立
の
有
力
な
核
組
織
と
な
り
、
教
員

組
合
の
組
織
化
過
程
に
少
な
か
ら
ず
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
。

　
一
八
四
〇
年
代
に
お
げ
る
教
員
組
織
の
成
立
の
実
態
お
よ
び
教
職
集
団
の
意
識
構

造
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
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