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伊
藤
久
志
著
『
近
代
日
本
の
都
市
社
会
集
団
』

　

高
嶋
修
一

　
「
都
市
社
会
集
団
」
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
語
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
近

世
都
市
に
お
け
る
基
本
的
な
共
同
体
で
あ
っ
た
「
町
」
の
系
譜
を
ひ
く
地

縁
集
団
お
よ
び
そ
の
連
合
体
、
そ
れ
か
ら
商
人
に
よ
る
「
仲
間
」
の
系
譜

を
ひ
く
職
縁
集
団
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
幕
末
維
新
期
か
ら
第
二
次

大
戦
期
あ
る
い
は
戦
後
ま
で
の
間
に
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
か
を
見
る

と
い
う
の
が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。

　

本
編
は
三
部
か
ら
な
り
、
第
一
部
（
第
一
～
三
章
）
は
個
別
の
町
を
、

第
二
部
（
第
四
～
六
章
）
は
そ
れ
ら
の
連
合
体
（
連
合
町
）
を
、
そ
し
て

第
三
部
（
第
七
～
九
章
）
で
は
同
業
組
合
を
扱
っ
て
い
る
。
主
要
な
論
点

は
、そ
れ
ら
の
組
織
が
ど
の
程
度
の
空
間
領
域
を
カ
バ
ー
し
て
い
た
の
か
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な

社
会
階
層
の
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
で
あ
る
。
と
り
わ

け
関
心
の
強
い
の
が
最
後
の
点
で
、「
有
力
者
」
と
「
非
有
力
者
」
と
い

う
二
つ
の
社
会
階
層
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
集
団
へ
の
参
加
の
仕

方
や
両
者
の
関
係
に
着
目
す
る
。
以
下
、
内
容
を
紹
介
す
る
。

　

第
一
章
は
「
明
治
期
地
方
都
市
に
お
け
る
個
別
町
の
再
編　

―
川
越
を

〔
書
評
〕
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事
例
と
し
て
―
」
で
あ
る
。
近
世
の
町
に
お
い
て
は
、
公
役
負
担
の
義
務

を
負
う
家
持
＝
有
力
者
が
フ
ル
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
具
え「
狭
義
の
町
内
」

を
構
成
し
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
店
借
＝
非
有
力
者
を
も
含
め
た
生
活

共
同
体
と
し
て
の
「
広
義
の
町
内
」
も
存
在
し
、
こ
う
し
た
二
重
構
造
に

照
応
し
て
内
部
組
織
も
重
層
的
で
あ
っ
た
。
維
新
後
、
公
役
が
消
滅
し
生

活
共
同
体
と
し
て
の
性
質
が
前
景
化
し
た
こ
と
で
、
店
借
上
層
の
表
店
も

「
狭
義
の
町
内
」
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
重
層
性
は

存
置
さ
れ
、
町
の
役
員
を
引
き
続
き
家
持
層
が
務
め
た
り
、
費
用
負
担
に

お
い
て
明
治
半
ば
に
等
級
制
が
設
定
さ
れ
た
り
し
た
と
い
う
。

　

第
二
章
「
明
治
末
期
～
大
正
初
期
の
町
総
代
会
」
は
、
町
の
代
表
で
あ

る
町
総
代
を
扱
う
。
二
十
世
紀
初
頭
に
各
地
で
設
置
さ
れ
た
町
総
代
会
は

市
議
会
な
ど
に
比
べ
民
主
的
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
自
治
体
史
等
で
の

こ
れ
ま
で
の
評
価
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
の
調
べ
た
姫
路
・
静
岡
・

下
関
の
事
例
に
よ
れ
ば
、町
総
代
会
は
あ
く
ま
で
有
力
者
の
集
団
で
あ
り
、

上
水
道
敷
設
や
電
灯
市
営
化
な
ど
に
関
す
る
言
動
は
必
ず
し
も
一
般
市
民

の
世
論
と
一
致
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
組
織
は
所
得
税
調
査

委
員
の
選
出
や
盂
蘭
盆
会
時
期
（
決
済
の
期
限
）
の
変
更
な
ど
有
力
者
の

利
害
に
か
か
わ
る
事
項
に
お
い
て
、
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た
と

い
う
。

　

第
三
章
「
昭
和
期
に
お
け
る
都
市
地
縁
集
団
の
再
編
と
単
位
町
内
会
」

は
、
全
戸
加
入
の
町
内
会
設
置
を
義
務
付
け
た
一
九
四
〇
年
内
務
省
訓
令

の
影
響
を
検
討
す
る
。
訓
令
で
一
町
内
会
に
つ
き
百
戸
前
後
と
い
う
戸
数

規
模
の
標
準
が
設
定
さ
れ
た
結
果
、
狭
範
囲
・
少
戸
数
の
町
会
が
存
在
し

て
い
た
旧
市
域
で
は
組
織
の
合
併
減
少
が
、
広
範
囲
・
多
戸
数
の
町
会
が

存
在
し
て
い
た
新
市
域
で
は
そ
の
分
割
増
加
が
実
現
す
る
は
ず
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
旧
市
域
で
は
政
府
の
思
惑
通
り
に
は
事
が
進
ま

ず
、狭
い
範
囲
で
の「
生
活
共
同
体
」（
事
実
上
の
個
別
町
）が
存
続
し
た
。

全
戸
加
入
で
組
織
の
平
準
化
が
進
ん
だ
一
方
で
町
内
会
費
が
傾
斜
配
分
さ

れ
る
な
ど
階
層
性
も
温
存
さ
れ
、
そ
う
し
た
重
層
性
は
戦
後
も
長
く
保
た

れ
た
と
い
う
。

　

第
四
章
「
明
治
期
東
京
市
に
お
け
る
町
組
織
形
成
と
氏
子
集
団
」
は
、

日
枝
神
社
の
氏
子
組
織
に
関
す
る
史
料
を
用
い
て
、
明
治
十
年
代
に
制
度

上
は
否
定
さ
れ
た
個
別
町
が
そ
の
後
も
実
質
的
に
存
続
し
、
ま
た
そ
れ
ら

の
連
合
体
で
あ
る
連
合
町
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
日
枝
神
社
の

氏
子
組
織
に
は
個
別
町
レ
ベ
ル
の
氏
子
総
代
が
お
か
れ
、
連
合
町
単
位
の

組
織
も
設
定
さ
れ
た
。
明
治
二
十
年
代
以
降
も
、
連
合
町
組
織
は
「
氏
子

大
総
代
」
を
選
出
し
て
各
種
祭
礼
へ
の
列
席
参
拝
を
さ
せ
た
。
こ
う
し
た

事
柄
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
も
存
続
し
た
が
、
一
方
で
地
域
代
表
性
の
希

薄
な
「
常
置
委
員
」
が
神
社
運
営
の
実
務
に
関
与
す
る
な
ど
、
変
化
も
生

じ
た
と
い
う
。
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第
五
章
「
明
治
期
大
阪
市
に
お
け
る
町
組
織
形
成
と
氏
子
集
団
」
は
、

大
阪
天
満
宮
の
氏
子
集
団
を
扱
う
。
明
治
期
の
大
阪
に
お
い
て
も
、
制
度

的
な
裏
付
け
は
な
く
と
も
個
別
町
が
寄
付
金
の
納
付
な
ど
に
お
い
て
基
礎

単
位
で
あ
り
続
け
、
連
合
町
組
織
も
存
在
し
た
。
明
治
二
十
年
代
以
降
、

個
別
町
レ
ベ
ル
の
代
表
者
選
出
方
法
や
位
置
づ
け
が
い
っ
た
ん
不
統
一
と

な
っ
た
が
、
二
十
世
紀
に
入
る
と
再
建
さ
れ
た
。
連
合
町
組
織
も
こ
れ
と

同
様
の
経
過
を
た
ど
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
近
代
に
お
け
る
町
や
連
合
町

は
、
近
世
の
組
織
が
そ
の
ま
ま
存
置
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に

も
注
意
が
促
さ
れ
る
。

　

第
六
章
は
「
昭
和
期
に
お
け
る
都
市
地
縁
集
団
の
再
編
と
町
内
会
連
合

会
」
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
内
務
省
訓
令
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
町
内
会
連

合
会
の
範
囲
は
、
大
都
市
（
た
だ
し
東
京
以
外
）
で
は
通
学
区
に
合
致
し

て
い
た
。
そ
れ
は
数
的
合
理
性
の
ほ
か
、
防
空
や
国
民
精
神
総
動
員
運
動

な
ど
複
数
の
目
的
と
整
合
的
で
あ
っ
た
。活
動
内
容
は
情
報
伝
達
、配
給
、

慰
問
袋
・
国
債
割
当
な
ど
で
あ
り
、
夜
警
な
ど
個
別
町
よ
り
も
広
域
な
範

囲
で
の
活
動
へ
の
補
助
も
行
っ
た
。
戦
後
も
早
い
時
期
か
ら
こ
の
よ
う
な

町
内
会
連
合
会
が
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。

　

第
七
章
「
明
治
期
大
都
市
に
お
け
る
同
業
組
合
の
形
成
―
薬
業
組
合
を

事
例
と
し
て
―
」
は
、
近
世
の
大
坂
（
阪
）・
京
都
の
薬
業
を
事
例
に
、

業
態
別
に
組
織
さ
れ
た
仲
間
（「
分
離
型
」
組
織
）
か
ら
近
代
の
同
業
組

合
（「
同
居
型
」
組
織
）
へ
の
転
換
を
論
じ
る
。
問
屋
・
仲
買
・
脇
店
（
小

売
）
の
区
別
は
幕
末
か
ら
流
動
化
し
つ
つ
あ
り
、
明
治
期
に
は
「
同
居
型
」

組
織
で
あ
る
準
則
組
合
が
制
度
化
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
組
織
の
中
心

は
有
力
者
＝
卸
商
で
、
費
用
負
担
に
も
等
級
制
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
内
部
組
織
と
し
て
卸
商
中
心
の
「
下
部
組
」
が
設
置
さ
れ
、
決
済
期

限
を
取
り
決
め
た
り
違
反
者
を
取
り
締
ま
っ
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
象

は
、
地
縁
集
団
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
理
解
で
き
る
と
い
う
。

　

第
八
章
は
「
明
治
後
期
～
大
正
初
期
の
実
業
組
合
連
合
会
」
で
あ
る
。

東
京
に
あ
っ
た
東
京
商
業
会
議
所
は
商
社
・
卸
売
商
（
有
力
者
）
中
心
の

組
織
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
中
小
商
工
業
者
（
非
有
力
者
）
の
利
害
を
す

く
い
上
げ
る
た
め
二
十
世
紀
初
頭
に
実
業
組
合
連
合
会
（
実
連
）
が
発
足

し
た
。
同
会
は
、
双
方
の
階
層
に
と
っ
て
適
合
的
な
活
動
を
行
う
「
同
居

型
」
組
織
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
方
都
市
で
も
商
業
会
議
所
と
別
に
商
業

組
合
連
合
会
が
設
置
さ
れ
、
地
域
差
は
あ
れ
総
じ
て
非
有
力
者
の
利
害
を

反
映
し
た
活
動
を
行
っ
た
と
い
う
。

　

第
九
章
は
「
昭
和
期
に
お
け
る
職
縁
集
団
の
再
編
と
商
業
組
合
」
で
あ

る
。
近
代
以
降
整
備
さ
れ
た
同
居
型
組
織
は
昭
和
初
期
に
変
容
し
、
大
都

市
で
は
小
売
が
卸
に
対
抗
し
て
分
離
型
組
織
を
設
立
し
た
。
戦
中
期
に
は

卸
と
小
売
の
兼
業
が
政
策
的
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
分
離
型
組
合
が
府

県
レ
ベ
ル
へ
の
広
域
化
を
伴
っ
て
全
国
で
整
備
さ
れ
、
配
給
機
構
と
し
て
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機
能
し
た
。
ま
た
、
戦
後
も
戦
中
か
ら
の
連
続
性
が
強
い
事
業
協
同
組
合

が
設
立
さ
れ
た
。

　

本
書
の
利
点
は
、
近
世
由
来
の
都
市
が
近
代
以
降
ど
の
よ
う
な
歴
史
を

た
ど
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
社
会
集
団
と
い
う
視
点
か
ら
一
貫
し
た
像
を

提
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
近
代
都
市
史
研
究
に
お
い
て
は
昨
今
、
吉
田
伸

之
氏
が
リ
ー
ド
し
て
き
た
近
世
都
市
史
研
究
と
の
接
合
を
意
識
す
る
成
果

が
相
次
い
で
実
を
結
び
つ
つ
あ
る（

1
（

。
そ
の
特
徴
を
最
大
公
約
数
的
に
言
え

ば
、
人
々
の
様
態
を
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
観
察
し
、
そ
こ
に
社
会
構
造
を
読

み
取
ろ
う
と
す
る
方
法
に
あ
る
。
そ
れ
は
ご
く
基
本
的
な
作
業
の
よ
う
で

あ
り
な
が
ら
、
史
料
的
な
裏
付
け
の
難
し
さ
も
あ
り
意
外
な
ほ
ど
進
ん
で

い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
、
著
者
は
全
国
の
一
次
史
料

や
公
刊
資
料
、
自
治
体
史
や
団
体
の
年
史
な
ど
を
渉
猟
し
、
断
片
的
と
さ

え
思
え
る
よ
う
な
小
さ
な
情
報
を
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
事
態
を
整

合
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　

各
章
の
議
論
を
総
合
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
素
描
が
可
能
と
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
「
町
」
や
「
仲
間
」
と
い
っ
た
組
織
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け

身
分
制
の
解
体
と
と
も
に
構
成
員
を
増
や
し
た
こ
と
で
平
準
化
し
て
い

き
、
必
要
に
応
じ
て
連
合
組
織
も
形
成
し
た
。
ま
た
、
二
十
世
紀
に
入
る

と
市
街
地
の
拡
大
に
よ
り
広
域
化
も
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
。だ
が
一
方
で
、

「
有
力
者
」
と
「
非
有
力
者
」
と
い
う
社
会
階
層
の
重
層
性
は
温
存
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
有
力
者
を
中
心
と
し
た
組
織
運
営
が
行
わ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
事
実
上
の
「
分
離
型
」
内
部
組
織
が
生
み
出
さ
れ
た
り
し
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
構
造
は
戦
後
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
諸
社
会
集
団
は
、
制

度
上
の
位
置
づ
け
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
臨
機
に
変
化
し
な
が
ら

主
体
と
し
て
の
同
一
性
を
保
持
し
続
け
、
制
度
の
外
側
で
残
存
し
て
い
っ

た
こ
と
に
な
る
。
本
書
の
冒
頭
で
著
者
が
諸
集
団
の
連
続
性
に
着
目
す
る

と
宣
言
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

顧
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
か
つ
て
は
立
場
や
主
張
の
違
い
を

超
え
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
昭
和
戦
前
期
に
町
内
会
が
再

編
さ
れ
た
際
に
「
醇
風
美
俗
」
な
ど
の
語
を
伴
い
つ
つ
そ
の
起
源
が
近
世

の
五
人
組
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
た
故
で
あ
っ

た
。
一
九
四
〇
～
五
〇
年
代
に
多
く
の
支
持
を
集
め
た
講
座
派
歴
史
学
や

丸
山
学
派
は
、
都
市
を
直
接
の
対
象
に
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
仮

に
こ
う
し
た
現
象
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
「
半
封
建
的
」
な
社
会
構
造

が
ボ
ス
政
治
と
い
う
形
で
温
存
さ
れ
た
と
い
う
否
定
的
な
評
価
を
下
し
た

は
ず
で
あ
る
。
国
家
主
義
に
せ
よ
、
そ
れ
と
正
反
対
の
立
場
に
せ
よ
、
連

続
性
に
着
目
す
る
点
は
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
研
究
に
お
い
て
は
、
一
見
前
近
代
の
残

滓
と
映
る
も
の
が
近
代
に
入
っ
て
再
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調

す
る
議
論
が
主
流
と
な
り
、
そ
れ
以
前
の
よ
う
な
「
半
封
建
探
し
」
は
下
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火
と
な
っ
た
。
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』（
一
九
七
三
年
）

は
そ
の
代
表
例
と
言
え
る
し
、そ
れ
以
外
で
も
た
と
え
ば
東
条
由
紀
彦
は
、

地
縁
や
職
縁
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
た
「
近
代
」
の
「
同
職
集
団
」
に
つ

い
て
、
そ
れ
ら
が
近
世
の
身
分
集
団
に
起
源
を
も
っ
た
こ
と
、
両
大
戦
間

期
以
降
に
解
体
し
て
社
会
が
「
現
代
」
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
主
張
し
て

い
る（

2
（

。
こ
う
し
た
研
究
と
本
書
の
結
論
と
は
対
照
を
な
し
て
お
り
、
そ
の

意
味
で
は
先
祖
返
り
と
も
言
え
る
面
を
持
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
書
の
意
図
は
単
純
な
議
論
の
揺
り
戻
し
に
あ
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
そ
の
叙
述
か
ら
は
著
者
が
諸
社
会
集
団
を
決
し
て
不
変
の
存

在
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
右
の
要
約

に
も
あ
る
よ
う
に
、
近
世
の
組
織
は
幕
末
維
新
の
過
程
で
い
っ
た
ん
弛
緩

し
た
の
ち
明
治
中
期
ま
で
に
再
建
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
連
合
組
織
も
目
的

に
応
じ
て
再
編
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
昭
和
戦
前
期
に
諸
集
団
が
大
き
な

変
化
を
経
験
し
た
こ
と
も
、
随
所
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
慎
重
な
態
度
は
、
当
然
な
が
ら
著
者
に
対
す
る
反
論

を
も
惹
起
す
る
。
十
九
世
紀
末
の
氏
子
集
団
や
二
十
世
紀
の
町
内
会
は
た

し
か
に
近
世
以
来
の
「
町
」
の
空
間
領
域
を
利
用
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
た
と
え
空
間
的
範
囲
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る

社
会
関
係
が
同
質
で
あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
。
諸
集
団
の
構
成
員
た
ち

は
た
し
か
に
自
ら
の
組
織
の
起
源
を
遠
い
過
去
に
求
め
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
当
事
者
た
ち
が
主
観
的
に
は
連
続
性
を
意
識
し
て
い
て
も
、
そ

れ
が
実
は
心
情
的
な
接
木
に
過
ぎ
ず
、
客
観
的
に
み
れ
ば
変
質
し
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
十
分
に
あ
り
得
よ
う
。

　

こ
う
し
た
疑
問
を
並
べ
る
と
結
局
、
著
者
の
い
う
連
続
と
は
一
体
何
の

連
続
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
き
あ
た
る
。
言
い
換
え
れ
ば

本
書
の
議
論
の
射
程
は
、
連
続
か
断
絶
か
と
い
う
問
題
を
超
え
て
、「
人

間
集
団
の
自
己
同
一
性
を
担
保
す
る
も
の
は
何
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う

な
も
の
は
実
在
す
る
の
か
」と
い
う
領
域
に
ま
で
伸
び
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
は
何
も
町
や
同
業
組
合
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
そ
の
他
の
集
団
に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
た
と

え
ば
「
国
」
な
ど
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

念
の
た
め
申
し
添
え
れ
ば
、
本
書
は
決
し
て
今
の
よ
う
な
抽
象
的
な
議

論
を
振
り
か
ざ
す
書
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
緻
密
な
実
証
を
一
つ
一
つ

味
わ
う
の
が
正
当
な
読
み
方
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
評
者
の

勝
手
な
読
み
込
み
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
可
能

で
あ
る
の
は
本
書
が
「
近
代
日
本
都
市
史
」
と
い
う
狭
い
研
究
分
野
の
枠

内
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
多
く
の
人
々
に
議
論
を
提
供
し
得
る
業
績
た
る
が

ゆ
え
で
あ
る
。
諒
と
さ
れ
た
い
。

（
Ａ
５
判
、
三
四
八
頁
、
雄
山
閣
刊
、
二
〇
一
六
年
二
月
発
行
、
定
価

七
〇
〇
〇
円
＋
税
）
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森
田
貴
子
『
近
代
土
地
制
度
と
不
動
産
経
営
』（
二
〇
〇
七
年
）、

佐
賀
朝
『
近
代
大
阪
の
都
市
社
会
構
造
』（
二
〇
〇
八
年
）、
松
山

恵
『
江
戸
・
東
京
の
都
市
史
』（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
2
）�

東
條
由
紀
彦
『
製
糸
同
盟
の
女
工
登
録
制
度
』（
一
九
九
〇
年
）
な

ど
。


