
松
木
淳
は
、
１
９
０

あ
つ
し

４
年
（
明
治
37
年
）
山

口
県
の
山
間
部
の
小
さ

な
被
差
別
部
落
に
生
ま

れ
る
。
差
別
と
貧
困
の

た
め
に
小
学
校
も
３
年

生
ま
で
し
か
行
け
ず
、

14
歳
の
と
き
よ
り
仕
事

を
求
め
て
、
臨
時
雇
い

を
し
な
が
ら
職
を
転
々

と
し
さ
す
ら
い
の
旅
を

続
け
る
。

１
９
２
２
年
、
全
国

水
平
社
が
創
立
さ
れ
翌

年
、
山
口
県
水
平
社
も

で
き
る
。
松
木
淳
の
故

郷
の
村
に
も
水
平
社
が

創
立
さ
れ
る
と
20
歳
の

松
木
淳
は
帰
村
し
て
水

平
運
動
に
没
頭
す
る
。

し
か
し
、
厳
し
い
警

察
の
弾
圧
に
よ
り
地
元

の
水
平
社
は
潰
さ
れ
松

木
は
「
要
思
想
観
察
人
」

に
指
定
さ
れ
、
背
後
に

警
察
の
目
を
感
じ
な
が

ら
の
生
活
に
入
る
。

１
９
３
０
年
（
昭
和

５
年
）
、
松
木
は
小
野

田
町
の
姫
井
製
陶
所
で

臨
時
雇
い
と
し
て
働
く
。

実
は
そ
こ
は
姫
井
伊
介

ひ

め

い

い

す

け

の
製
陶
所
だ
っ
た
。

姫
井
伊
介
と
は
、
戦

ひ

め

い

い

す

け

前
、
山
口
県
議
会
で
初

め
て
部
落
問
題
解
決
を

訴
え
て
発
言
し
た
人
物

で
あ
る
。
彼
は
部
落
問

題
解
決
の
た
め
に
「
労

道
社
」
と
い
う
組
織
を

作
り
、
山
口
県
に
お
け

る
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業

（
隣
保
事
業
）
を
実
施

し
て
い
く
第
一
人
者
で

あ
る
。

そ
の
後
、
松
木
は
結

核
が
発
病
し
、
結
核
療

養
所
に
入
る
。
治
療
が

終
わ
っ
た
段
階
で
、
姫

井
伊
介
か
ら
頼
ま
れ
て

大
島
郡
の
久
賀
町
の
部

落
に
入
り
運
動
を
展
開

す
る
。

彼
が
真
っ
先
に
や
っ

た
の
が
、
部
落
の
青
年

た
ち
を
集
め
て
「
ト
ラ

ホ
ー
ム
」
の
治
療
を
や

ろ
う
と
オ
ル
グ
を
し
て

い
く
。
不
衛
生
な
状
態

で
お
こ
る
病
気
で
、
目

が
た
だ
れ
て
き
て
、
目

や
に
が
ひ
ど
く
な
り
、

ひ
ど
く
な
る
と
失
明
す

る
。
別
名
「
部
落
病
」

と
言
わ
れ
る
く
ら
い
、

当
時
は
部
落
に
多
か
っ

た
病
気
だ
っ
た
。

戦
前
・
昭
和
初
期
の

部
落
は
と
に
か
く
貧
し

か
っ
た
。
上
下
水
道
が

完
備
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
少
な
か
っ
た
。
不

衛
生
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
世
間
の
人
は
部

落
を
差
別
す
る
。
差
別

す
る
か
ら
ま
た
貧
乏
に

な
り
、
不
衛
生
に
な
る
。

そ
れ
に
付
随
す
る
病
気

と
し
て
「
ト
ラ
ホ
ー
ム
」

が
つ
き
も
の
だ
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
ト
ラ

ホ
ー
ム
の
生
ま
れ
る
実

態
を
解
決
す
る
こ
と
は
、

当
時
と
し
て
部
落
問
題

解
決
の
最
前
線
の
活
動

だ
っ
た
。

当
初
は
反
対
す
る
青

年
も
い
た
が
、
最
終
的

に
は
み
ん
な
が
賛
成
し

て
青
年
た
ち
が
取
り
組

む
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

を
組
織
と
し
て
し
っ
か

り
や
っ
て
い
こ
う
と

「
島
光
社
」
を
結
成
。

部
落
の
青
年
が
中
心
と

な
り
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
治

療
、
保
育
事
業
、
青
年

教
養
、
職
業
斡
旋
、
生

活
改
善
指
導
な
ど
当
時

と
し
て
は
充
実
し
た
事

業
展
開
だ
っ
た
。

当
時
（
１
９
３
７
年

頃
）
は
、
山
口
県
水
平

社
も
活
動
休
止
状
態
だ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

松
木
淳
た
ち
が
「
島
光

社
」
を
立
ち
上
げ
、
部

落
青
年
た
ち
を
組
織
化

す
る
こ
と
に
成
功
し
た

こ
と
の
意
味
は
大
き
か
っ

た
。
そ
の
後
、
彼
は
人

間
関
係
の
も
つ
れ
な
ど

あ
り
、
結
婚
し
て
山
口

を
去
る
。

松
木
淳
の
後
を
受
け

て
活
動
し
た
の
が
、
大

島

の

住

職

だ

っ

た

桂
哲
雄
だ
っ
た
。
小
さ

か
つ
ら
て
つ
ゆ
う

い
頃
か
ら
社
会
主
義
の

思
想
を
持
ち
、
松
木
淳

の
活
動
に
共
感
し
て
、

協
力
し
て
い
っ
た
。

桂
は
「
島
光
社
」
が

あ
っ
て
も
、
み
ん
な
が

集
ま
る
場
所
が
な
い
。

と
に
か
く
、
集
ま
る
場

所
を
作
ろ
う
と
、
隣
保

館
を
つ
く
る
こ
と
に
取

り
組
む
。
久
賀
の
大
金

持
ち
の
家
に
行
き
頼
み

込
み
、
桂
哲
雄
の
自
費

と
そ
の
金
持
ち
の
人
が

出
し
た
お
金
で
隣
保
館

を
作
っ
た
。

ト
ラ
ホ
ー
ム
（
目
の

治
療
）
は
松
木
淳
が
一

生
懸
命
に
取
り
組
ん

で
い
た
。
し
か
し
、

一
番
の
問
題
は
部
落

の
人
の
仕
事
だ
っ
た
。

日
本
で
は
差
別
が
厳

し
い
、
最
終
的
に
彼

が
選
ん
だ
の
は
満
州

移
民
だ
っ
た
。

単
に
満
州
に
部
落

の
人
を
連
れ
て
行
っ

て
仕
事
保
障
す
る
の

で
は
な
く
、
部
落
の

人
を
50
％
、
部
落
外

50
％
を
連
れ
て
行
く
、

そ
こ
で
寝
食
を
共
に

し
開
拓
を
し
て
く
な

か
で
偏
見
を
解
消
し

て
い
こ
う
と
試
み
た
。

こ
れ
が
「
山
口
村
開

拓
団
」
だ
っ
た
。

し
か
し
、
結
果
は

ダ
メ
だ
っ
た
。
満
州

の
地
で
も
部
落
差
別

は
解
消
さ
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、
も
う

一
度
、
開
拓
団
を
結

成
し
、
今
度
は
部
落

の
人
た
ち
だ
け
を
引

き
連
れ
て
い
く
。

松
木
さ
ん
か
ら
始

ま
っ
た
島
光
社
の
動

き
が
、
桂
さ
ん
に
受

け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は

戦
前
・
戦
後
の
部
落

青
年
の
動
き
を
見
て

も
例
を
見
な
い
。

こ
の
よ
う
な
松
木
・

桂
さ
ん
た
ち
の
動
き

を
見
習
い
、
山
口
の

部
落
青
年
た
ち
も
立

ち
上
が
っ
て
欲
し
い
。
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近
世
の
身
分
制
度
社
会

に
お
い
て
被
差
別
民
衆
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
身
分
支
配
と

圧
迫
を
受
け
て
き
た
の
は
周

知
の
と
お
り
で
す
。
し
か
し
、

一
方
で
人
間
ら
し
く
生
き

よ
う
と
し
て
努
力
し
、
文
化

を
培
っ
て
き
た
の
も
事
実
で

す
。こ

れ
ま
で
、
身
分
制
度
の

説
明
を
す
る
と
き
に
は
、

「
上
見
て
暮
ら
す
な
下
見
て

暮
ら
せ
」
と
、
「
さ
ら
に
貧
し

い
生
活
」
を
部
落
の
人
に
さ

せ
て
「
農
民
の
不
平
不
満
を

そ
ら
せ
た
」
と
教
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
部

落
は
差
別
は
受
け
て
い
た
が
、

「さ
ら
に
貧
し
い
生
活
」
と
い

う
実
態
が
必
ず
し
も
当
て
は

ま
ら
な
い
史
実
が
、
各
地
の

部
落
史
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
示
す
一
例
と

し
て
、
「
被
差
別
部
落
の
人

口
増
」が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
２
０
０
０
年
度
改
訂

の
教
科
書
に
新
し
く
記
述
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

左
上
の
グ
ラ
フ
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
中

期
以
降
、
総
人
口
が
横
ば
い

状
態
で
あ
る
の
に
対
し
「
あ

る
村
」
（被
差
別
部
落
）の
人

口
は
増
加
し
続
け
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
初
期
は
農
村
で

は
新
田
開
発
が
積
極
的
に

進
め
ら
れ
、
そ
れ
に
と
も
な

い
人
口
増
加
が
進
ん
で
い
き

ま
す
。
し
か
し
、
新
田
開
発

が
行
き
詰
ま
る
と
、
家
計
が

頭
打
ち
し
人
口
増
は
停
滞

し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、

本
村
が
ほ
と
ん
ど
増
え
ず
停

滞
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
部

落
の
場
合
は
増
加
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
。

部
落
は
、
積
極
的
に
農
業

に
取
り
組
ん
だ
ほ
か
、
さ
ま

ざ
ま
な
雑
業
、
雪
駄
作
り
や

皮
細
工
な
ど
の
生
産
、
稼
ぎ

が
人
口
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
部
落
の
経
済

力
の
豊
か
さ
を
も
の
が
た
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
部
落
は
、
村
内
で

人
々
が
助
け
合
っ
て
暮
ら
す

と
い
う
『相
互
扶
助
』の
伝
統

が
あ
り
、
さ
ら
に
、
す
ぐ
れ

た
文
化
や
芸
能
を
育
て
て
き

た
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。

長
州
藩
に
お
い
て
も
、
同

じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
「
地

下
上
申
」
や
「
防
長
風
土
注

進
案
」
な
ど
か
ら
、
被
差
別

部
落
の
人
口
増
が
は
っ
き
り

と
わ
か
り
ま
す
。
ほ
か
に
『地

下
上
申
』『風
土
注
進
案
』と

も
に
特
牛
皮
上
納
枚
数
二

枚
五
歩
の
記
載
が
あ
り
ま

す
。
牛
馬
の
処
理
（皮
革
業
）

を
生
業
と
し
て
い
た
こ
と
が
、

こ
こ
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

被
差
別
部
落
の
人
口
増
の

グ
ラ
フ
が
、
今
回
の
改
訂
で

教
科
書
か
ら
姿
を
消
し
て
い

ま
す
。
被
差
別
民
衆
の
経
済

力
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な

資
料
で
あ
っ
た
だ
け
に
大
変

残
念
で
す
。

松木淳・桂哲雄について熱く語る布引敏雄教授

２
月
21
日
に
開
催
さ
れ
た
山
口
県
東
部
地
区
部
落

問
題
研
究
会
第
17
回
講
座
全
体
会
に
お
い
て
、
布
引

敏
雄
・
大
阪
観
光
大
学
教
授
か
ら
「
戦
前
・
部
落
青

年
の
苦
悩
ー
松
木
淳
・
桂
哲
雄
」
と
題
し
て
講
演
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
以
下
、
講
演
の
概
要
を
報
告
す
る
。


