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ス

の
支
那
進
出
ミ
璽
商
主
義

高

塩

寅

次

郎

暇
同
時
代
に
わ
が
中
周

｡
四
国

･
九
州
の
試
士
蒙
族
が
,
苧

じ

-
八
幡
大
半
横
の
旗
を
潮
風
に
:51.(J
か
器

IL･が
ら
､
支
那
哲
拝
か
ら
涜

-
南
洋

の
巣
ま
で
お
し
派
-
･
日
本
の
威
風
.蒜

か
L
tr-･ゐ
允
頃
か
ら
'
幕

肺
時
代
田
-
圃
J
･J鎖
し
↑
讃
外
讃i
と
の
宛
過
怠

厳

し
tJ
ゐ
1
歯

に
.

詔
外
囲

れ
て
ゐ
た
か
.
そ
の
節
皆
の
仕
方
は
ぎ

-
で
か
つ
た
か
O
今
'

新
来
東
建
設
の
望

景

-
精
砕
の
空
に
ひ
ひ
き
撃
で
U
き
F
欧
瀬
諸
国
の
東
缶
経
済

演
出
の
兵
的
研
究
を
試
み
る
こ
と
は

,
ひ
と
り
涯
古
的

･
憶
書
的
興
味
に
お
も
ね
る
所
以
で
は
な
-
､
よ
っ
て
以
て
他
山
の
石
と
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
.
私
の
研
究
も
･
初
め
は
列
国
の
東
重
罪
済
情
動
の
情
態
を
明
か
に
す
る
こ
と
か
ら
出
立
し
た
が
'
そ
れ
に
は
夏
に
朔
っ
て
歴
史
的
に
そ
の
囲
由

を
究
め
る
こ
と
の
必
要
を
痛
感
し
L
,｡
こ
の

一
簾
は
･T
ギ
リ
ス
の
束
玉
梓
滑
進
出
の
曹
端
か
tT
百
年
の
新
野
を
誇
っ
た
草
原
'
大
束
歪
恥
撃
に
上
り

さ
し
も
の
鋭
然
た
る
若
構

7身

に
し
て

瓦
磯
に
蹄
し
た
ま
で
の
経
緯
と
そ
の
理
論
と
を
究
明

ぜ
ん
J-欲
す
る
意
閲
の

7
部
分
を
祈
す
o
時
代
的
に
は

倫
敦
奮
東
印
度
曾
社
の
設
立
か
ら
'
イ
ギ
-
ス
新
東
印
度
合
証
の
活
動
開
始
に
至
る
間
を
掩
ふ
も
の
で
あ
る
.
そ
れ
に
先
だ
つ
イ
ギ
リ
ス
東
宝
進
出

の
賢
明
期
･
そ
れ
に
織
-
新
東
印
度
骨
社
に
よ
る
蓮
嘩

並
に
そ
の
以
後
の
情
勢
に
つ
い
て
は
､
漸
次
稿
を
進
め
て
近
-
研
究
を
題
め
た
い
と
努
め

て
ゐ
る
｡
便
宜
上
本
常
の
内
容
を
次
の
や
う
に
別
け
る
｡
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イ
ギ
リ
ス
の
支
那
に
封
す
る
経
緯
的

･
政
治
的
進
出
は
'

通
常
鴇
片
数
年

二

八
四
〇
-
四
二
年
)
か
ら
始
要
る
も
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T.U
れ
て
ゐ

･-r

讃
し
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･HL
繁

忙
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:
/
T
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E
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配
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カ

イ
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鯉
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時
期
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劃
す
る
屯
の

l
J,
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--
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rノーTIJPU〇
･17
=TTl'
-1
'てく
JP'T･▼十1
､ノ
ー1
1
.7ヽ
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.

と
考

へら
れ
て
ゐ
る
｡
し
か
し
'
イ
ギ

リ
ス
の
来
朝
進
出
の
取
芽
は
'
欧
に
第
十
六
世
紀
の
後
年
に
お
い
て
邪
し
て
ゐ
た

小
か
の
チ

ユ
ー
ダ
ー
朝
以
爽
~
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
畳
々
企
て
ら
れ
た
新
航
路
探
検
航
海
'
殊
に
東
北
通
路

(N
orLh
Iea
st
pas
s
a

ge)
並
に

西
北
通
路

(N
oth
･w
est
p
a
ssag
e)
に
よ
る
探
検
航
海
は
'
い
づ
れ
も
カ
セ
イ

(支
那
)
若
し
-
は
わ
が
日
本
に
到
達
す
る
こ
と
を
窮

●

極
の
目
榛
と
す
る
も
.の
で
あ
っ
た
｡
か
の

〓
ハ
0
0
年
に
創
設
さ
れ
た
倫
故

(苦

衷
印
度
禽
群
も
､
少
-
と
も
そ
の
初
期
に
お
い
て

は
'
草
に
東
tJIE=
慶
の
香
料
島
の
み
で
な
-
'
更
に
進
ん
で
支
那
や
日
本
に
到
達
し
'
こ
れ
等
の
極
東
諸
国
と
貿
易
関
係
を
開
く
こ
と

を
意
圃
し
て
ゐ
た
｡
彼
等
が
骨
敢
設
立
以
後
僅
々

十
年
あ
ま
い
ゐ

間
に
'
わ
が
平
戸
に
商
館
を
建
設
し
て
ゐ
る
JJ
と
は
'
彼
等
の
意

園
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
1不
し
て
飴
-
あ
る
も
の
で
あ
る
C
そ
の
後
彼
等
は
第
十
七
世
紀
の
後
年
に
至
る
ま
で
､
主
と
し
て
末
印
度

を
中
心
と
す
る
商
業
賓
本
的
活
動
を
営
ん
で
を
り
'
支
部
に
封
す
る
組
織
的
･計
量
的
進
出
清
勤
は
､
第
十
八
世
紀
に
至
る
ま
で
は
殆

ん
ど
み
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
主
と
し
て
'
嘗
捧
イ
ギ
ヮ
ス
の
東
韮
活
動
の
唯

一
の
碍
占
的
機
関
で
あ
っ
た
末
印
度
食

紅
が
'
い
づ
れ
か
と
い
ふ
と
商
業
者
本
的
な
性
格
を
も
っ
て
を
-
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
正
貨
の
輸
出
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
菅
料

･

絹
等
の
専
修
品
の
輸
入
峯

は
そ
の
再
輸
出
に
よ
っ
て
'
莫
大
な
商
業
利
潤
を
収
得
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
ゐ
た
た
め
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
東
印
度
骨
社
は

l
面
に
お
い
て
'
第
十
七
世
紀
以
釆
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
急
速
に
珪
頭
し
葬
っ
た
毛
織
物
工
業
を



中
心
と
す
る
産
業
資
本
の
勢
力
に
ょ
つ
て
､
背
後
か
ら
絶
え
ざ
る
批
判
と
発
願
と
を
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
そ
の
限
-
に
お
い

て
東
ulE:
度
合
杜
の
官
尊
者
達
は
'
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
市
場
を
求
め
る
た
め
に
'
印
度
の
み
な
ら
ず
支
那
及
び
日
本
に
進
出
す
る
念

6T

願
を
つ
ね
に
忘
れ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
'
た
だ
東
印
度
禽
杜
を
導
い
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
商
業
賓
本
的
な
理
念
･
･

そ
れ
は
t
か
の
ト
ー

マ
ス
÷

ン
の
｢
重
商
主
義
｣
理
論
に
よ

っ

て
最
も
明
白
に
代
表
さ
れ
て
ゐ
た

～
が
'
同
食
紅
の
清
動
を
王
と
し
て
東
印
度
の
地
域

に
永
-
廟
厨
せ
し
め
'
イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
の
時
期
を
あ
る
程
度
遁
延
せ
し
め
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
東
印
度
食
紅
の
背
後
に

､-

あ
っ
て
'
絶
え
ず
こ
れ
に
批
判
と
策
助
と
を
輿

へ
て
ゐ
た
産
業
資
本
の
利
害
を
反
映
し
た
重
商
主
義
的
理
念
は
p
東
印
度
曾
社
を
駆

っ
て
F
そ
の
毛
放
物
の
た
め
の
新
し
い
市
場
を
支
部
に
求
め
し
め
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
.
こ
の
や
う
な
情
勢
は
第
十
七
世
紀
末
か

ら
碍
卜
八
粒
紀
初
頭
に
か
け
LT･l政
に
威
黙
し
た
ゥ
ツ7
-
で
韓
日
要

田
耐
i>-
中
r1
1
-

号

1
ギ
リ
ス
り
hEJL叩
催
出
が
.
組
織
的
に
,i-･TJ-舵

精
力
的
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ

上
で
は
.

と
の
や
う
な

東
即
度
合
牢

k
1
通
じ
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
が
'
何
故
に
第
十
八
世
紀
初
頭
i
i
で
延
ば
rU
れ
た

か
.

ま
た
何
故
に
恰
も
そ
の
時
期
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
組
織
的

･
精
力
的
な
支
那
進
出
が
初
ま
つ
た
か
屯

イ
ギ
リ
ス
自
鰹
に
お

け
る
経
済
的

･
政
治
的
聾
展
と
東
印
度
貿
易
の
愛
藩
と
を
瓶
み
つ
1
明
か
に
し
て
み
た
い
｡
こ
の
場
合
'
わ
れ
わ
れ
は
嘗
然

｢
重
商

主
声
一
の
問
題
に
購
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
t
L
か
L
t
わ
れ
わ
れ
の
虞
の
意
園
は
'
イ
ギ
リ
ス
の
支
部
進
出
の
経
済
的
背
景
を
明
か

に
す
る
に
あ
る
の
で
あ

っ

て
.
重
商
主
義
そ
の
も
の
1
畢
史
的
研
究
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡

‖

イ
ギ
-
ス
の
束
監
進
出
の
輩
明
期
に
お
け
る
｢
東
北
通
路
｣
並
に
｢
西
北
通
路
｣
航
滴
に
つ
い
て
は
'
近
-
別
精
を
賛
表
す
る
つ
も
ら
で
あ
る
川

ヽ
′

の

こ
の
期
に
つ
き
イ
ー
ム
ス
･W
い
ふ
O.
r東
印
度
骨
社
の
極
東
に
お
け
る
初
期
の
努
力
は
日
本
と
の
貿
易
の
樹
立
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
た
が
､支
那
と

イ
ギ
リ
ス
の
支
那
造
出
と
重
商
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義
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7
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b
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E
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g
la
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C
h
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a
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L
o
n
don.
)909
.
p
.
i)
.)
｢東
洋
に
お
け
る
商
館
が
支
那
と
の
斑
易
樹
i〃
の
利
益
を
心

に
掛
け
て

ゐ
な
か
っ
た
の
で
は
七
か
つ
た
こ
-
は
'
彼
等
の
手
紙
に
お
い
て
､
歴
々
こ
の
こ
と
に
慣
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
み
て
も
明
か
で
あ
る
｡｣

(D
la
ry
O
f
R
IC
h
l
rd
C
o
n
k
s.
V
ot.i!,
p
.29
∞
｣
.B

E
a
m
e
s)
o
p

c
tt･,
p
1
1･)

｢重
商
主
義
｣
M
erca
n
tLiLsm

の
意
味
内
容
を

1
哉
的
に
決
定
す
る
=
-
は
細
め

て

困

難
で
あ
る
｡
重
商
主
範
の
構
成
的
な
研
究
者

へ
ツ
ク
シ

う･
-

LJL
i･.
fieC
liScilerj
-

Z
pb
L封
完
Lc).は
勤
を
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し
て
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L
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T
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フ
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其
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L
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一In
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ノP
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〕
ー
,

封
土
琵

一
tL
多
転
杓
で
も
-
.
そ
り
中
二
ま
粛
･H
軒
鮭
も
琵
1上
比
対
し
､
改
ま
整
笑

皇
転

に

頃
-

と

､.
ふ
や
う
TJ
.
相
Lp(す
る
賀
缶
を
す
ら
含
ん

で
み
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な

い.
そ
の
詳
細
は
行
諭
の
途
上
に
お
い
て
明
か
と
な
る
で
あ
ら
う
0

〓

ィ
ギ
プ

ス
の
支
部
進
出
の
諸
段
階

東
印
度
倉
紅
設
立
の
昔
時
か
ら
第
十
八
世
紀
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
'
イ
ギ
リ
ス
人
の
支
那
進
出

の
諸
企
画
は
~
便
宜
上

こ
れ
を
四

つ
の
時
期
に
分
け
て
考

へ
る
こ
と
が
で
き
る
.

第

-
期

(
二
ハ
0
0
-

二
八
二
二
年

)
-
東
印
盛
食
紅
設
立
以
後
.

イ
ギ
リ
ス

人
が
極
東

に
進
出
し
た
畢
初
の
企
園
tq
J

一
六

一

三
年

に
+rq
け
る
わ
が
平
戸
の
商
館
建
設
で
あ

っ
た
o
彼
等

の
uI[的
と
す
る
と
こ
ろ
は
'支
部
･
日
本
か
ら
絹
を
獲
得
す
る
と
と
も

に
'

こ
れ
等

の
地
方
に
イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
室

賀
-
榔
-
た
め
の
杭
揚
地
を
つ
-
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡
そ

のた
め
に
､
リ
チ
ャ
ー
ド

･
コ

ッ
ク

ス

(Rich
ard
C
ock
sJ
は
'

〓
ハ
l
五

-
二
二
年

の
間
'
種
々

の
花
動
を
行
ひ
.
若
干
の
支
部
商
人
と
の
間
に
交
易
関
係
を
取

-
結
ぶ
た
め
の
交
渉
を
も
行

つ
た
が
､
イ
ギ
リ
ス
人
の
こ
の
初
期
に

お
け
る
東
洋
進
出
の
努
力
は
t.
卸
蘭
人
の
妨
軍

ア

ン
ポ
イ

ナ



事
件
等
の
た
め
に
挫
折
し
'
爾
香

車
印
度
倉
社
の
封
支
活
動
は
'
約
年
世
紀
間
休
止
の
状
態
に
あ
っ
た
｡

毎

二
期

(
二
ハ
二
三
⊥

六
大
7
&
)
-

し

か
し
'

こ
の
休
止
期
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
人
の
封
支
掃
動
は

仝
-
杜
絶
し
て
ゐ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
東
LuEl鹿
骨
社
は
支
部
を
､
イ
ギ
リ
ス
毛
練
物
の
市
場
'
絹
の
購
買
地
と
し
て
､
貿
易
の
た
め
に
開
か
し
め
や

那

う
と
す
る
断
え
ざ
る
希
望
を
有
し
て
を
り
'
東
uIE=
鹿
骨
酷
に
凝
し
て
ゐ
な
い
所
謂

｢
も
ぐ
り
商
人
｣
(I.n
te【1opers)
も
畳
々
支
那
沿

岸
を
訪
れ
鷲

1
六
二
豆

年
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
特
許
傭
船
で
あ
っ
た
Jロ
ン
ド
ン
暁
が
.
支
部
に
来
航
し
た
畢
郡
の
英
国
船
と
し
て

ヽ

旗
門
に
帝
た
二

六
三
七
年
に
は

｢
も
ぐ
-
商
人
｣
の
組
織
す
る
コ
ー
チ
イ
ー
ン
脅
酷

(C
o･nrteen
A
s
s.
｡iailOn
)
に
展
す
る
四
葦

の
胎
舶
が
'
ウ
ェ
ッ
ブ
ル

(C
ap
L
Rii･lJL･!･ln.･,V
etT(
t
e
l
l

)
の
指
輔
の
下
に
輿
門

忙

乗
航
し
.
を
の
朝
荷
宴

判
却
す
る
と
と
屯
に
T
向
後

こ
む
ナ

tJT岩
.m
iij
L
,写

mR

IJ
っ

{
･L

二Jβ
ト･.
>
-
IRl法
.hJj
.
1J
)
二
O
1-
'=
LI
I■

F
L
.iJ
二
Il
J
.-

.
J

i
ぺ
け

･
pJi
T

`
l｣

.ノ
i

L
:

FTn
ノ
1-
レ
指

h
t
亡<
7ヱ
イ
ノ
,ハ

7月
E
jji季

E
h

=
ノ
El
恥
句
ノ

ィ
ン
ド
雛
を
啓
東
に
選
り

そ
の
外
'
第
十
七
世
紀
前
年
に
お
い
て
少
く
と
も
五
貨
の

｢
も
ぐ
ヱ

胎

(I.n
tert.p
in
g
S
h
ip
s
)
が
贋
東
に
発
航
し
た
と
億
へ
ら
れ

て
ゐ
る
｡
し
か
し
'
某
印
度
舎
敵
は
'
そ
の
財
政
的
困
難
.
オ
ラ
ン

ダ

人
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

の
妨
笥

支
邦
人
の
外
国
貿
易
に
封

す
る
敵
意
等
の
た
め
に
､
そ
の
後
'
約
三
+
五
年
間
は
､
支
部
と
の
貿
易
を
型

止
す
る
た
め
の
何
等
虞
創
な
努
力
を
行
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡

琴

二
期

(
〓
ハ
六
二
-
二
ハ
九
七
年
)
-
-
第
十
七
世
紀
後
年
以
後
に
な
る
と
'

事
情
は
著
し
く
撃
っ
た
O

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
常
数

革
命
は
東
印
度
禽
社
に
と
っ
て
有
利
な
傭
件
を
つ
-
-
出
し
た
｡

1
六
五
七
年
.
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
新
特
許
状
に
よ
る
東
印
度
曾
社

の
改
組
･

一六
六
一
年

､
チ
ヤ
ー

ル

ス

二
世
に
ょ
る
新
特
許
状
の
交
付
等
は
.
東
印
度
食
紅
の
基
礎
豊

苗
圃
な
ら
し
め
宅

同
時
に

｢
も
ぐ
り
商

人

｣

の

瀬

締
･

航
海
催
例
に
よ
る
そ
フ
ン

ダ
人
の
読
李
の
即
席
コ'

貿
易
協
定
に
よ
LO
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
妨
害
の
緩
和
等

イ
ギ
-
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
主
義

第
三
番

五

第

l荻

五

｣~｣



イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
主
義

第
三
番

六

第

一
班

六

は
'
著
し
-
即
東
度
合
社
の
摘
動
を
自
由
た
ら
し
め
た
.
か
く
て
こ
こ
に
､
東
印
度
食
紅
に
ー
芸
支
那
進
出

は
稀
趨
的

に
企
園
せ
ら

れ
る
に
至
っ
た
｡
東
印
度
倉
社
は

1
六
六
四
年
に
ス
テ
ー
ト
姥
を
換
門
に
派
遣
し
た
｡
し
か
し
.
襖
門
及
び
席
末
に
お
け
る
交
易
の

企
圏
は
'
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
妨
害
の
た
め
に
失
敗
に
経
っ
た
｡
そ
こ
で
東
印
炭
禽
社
は
更
に
北
方
に
着
目
L
r.

山
六
七

一
年
､
ク
ラ

ウ
ン
既
と
リ
タ
ー
ン
既
と
を
塞
轡
に
瀕
遺
し
て
貿
易
を
行
は
し
め
ん
JJ
し
た
.
常
時
茎
増
を
支
配
し
て
ゐ
た
鄭
成
功
は
'
オ
ラ
ン
ダ

八
紅

駆

琢
)が
a
l,
lJ
も
忙
イ
ギ
リ
Tf
人
～
L昏
敵
レ･t-U;lポ
し
て
b
rP
･p-
･CH
.'J
･{･
急
の
=
rJ
二
て
f
-'｡1､ロ
｡L'Jb
･ヒ
｣｣
.
.ー
tT
■

-
-オ
い
7｢
..1
∵
叫月
-
.fq
丘L･]γ仙
i;
.
l/
.T
TT1
4

イ
イ
ン
グ

,
イ
ー

グ
ル
親
た
も
っ
て
'
基
準
Ⅲ
ぴ
に
同
じ
-
鄭
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
底
門
と
の
貿
易
を
行
は
し
め
､
そ
の
盛
年
厘

門
に
商
館
を
設
置
し
た
｡
し
か
し
､
東
即
鹿
骨
融
は
､
こ
れ
等
の
場
所
に
お
い
て
も
永
く
貿
易
情
動
を
梢
績
す
る
こ
と
に
成
功
し
な

か
っ
た
Q
と
い
ふ
の
は

1L
六
八

1
年
'
鄭
氏
が
失
脚
し
庭
門
か
ら
追
は
れ
る
と
共
に
'
厘
門
並
に
茎
轡
に
お
け
る
末
印
度
禽
社
の
足

場
.も
亦
喪
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡
彼
等
は

1
六
八
六
年
に
茎
磯
に
お
け
る
商
館
を
放
棄
し
た
｡
厘
門
に
お
い
て
は
清
朝
政
府
と
の
諒

解
の
下
に
貿
易
を
氷
涜
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
が
'
貿
易
を
司
る
支
部
官
憲
の
過
大
な
収
賄
や
支
部
商
人
の
在
荷
の
貧
窮
さ
の
た
め

に
交
易
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
o
こ
1

に
お
い
て
東
印
度
舎
杜
は
'
再
び
床
束
に
お
い
て
支
那
と
の
貿
易
関
係
を
開
く
こ
と

の
努
力
を
試
み
た
｡

〓
ハ
七
三
年
'
川
ク
ー
ン

既
は
茎
樽
と
の
交
易
の
途
上
'
鮮
東
に
投
錨
し
て
貿
易
の
交
渉
を
試
み
た
が
'
プ
リ

チ
ャ

ード
の
研
究
に
よ
る
と
'
東
印
度
食
紅
は
そ
の
外
t

l
六
八
三
年
及
び

1
六
八
九
年
に
も
済
東
に
商
館
を
開
設
す
る
た
め
の
努

力
を
行
っ
て
ゐ
る
.
こ
れ
等
の
諸
企
圏
は
'
常
時
換
門

･
磨
東
に
お
い
て
絶
大
な
勢
力
を
も
っ
て
ゐ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
妨
書
と
'

支
部
官
商
に
rLi
る
貿
易
の
濁
占
'
中
間
搾
取
の
た
め
に
悉
-
失
敗
に
終
っ
た
が
'
こ
の
期
間
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
清
勤

は
'
相
嘗
清
麿
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
｡



翠

第
四
期

(
〓
ハ
九
八
年
以
後
)
･-

東
印
慶
禽
社
の
支
部
進
出
は
既
に
ク
n
ム
ウ

エ
ル
共
和
制
(
1
六
ET.iL

六
〇
年
)
以
後
に
お
い
て
'

可
な
-
額
極
的
な
傾
向
を
示
し
て
ね
た
が
'
そ
れ
は

l
六
九
八
年

(東
堅

二
十
七
年
)'
倫
敦
(常
)
克
郎
産
食
紅
に
封
流
し
て
'
イ
ギ

リ
ス
(蘇
)
東
印
度
禽
社
(E
n
g
Zish
C
oJn
pany
trading
in
to
th
e
E
ast
ln
d
ies)
が
設
立
さ
れ
る
と
と
も
に
'
更
に
決
定
的
な
段
階
に

入
っ
た
O
蓋
し
'
こ
の
新
東
印
度
骨
虻
は
菅
骨
杜
に
比
べ
て
は
る
か
に
多
く
の
産
業
資
本
的
性
格
を
帯
び
て
を
-
､
木
蘭
下
院
の
要

望
を
反
映
し
て
､
常
時
著
し
い
曹
連
を
示
し
た
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
新
し
い
堅
買
市
場
を
､
支
部
に
求
め
や
う
と
積
極
的
な
活
動
を

開
始
し
た
か
ら
で
あ
る
.
新
京
印
度
禽

社
は

一
六
九
九
年
'

マ
ッ
ク
ル
ス
フ
イ
ー
ル
ド

(M
a
ce]e
f
lf1
,I)横
を
漢
門
に
沢
遺
し
'
支

那
官
窯
か
ら
次
の
や
う
な
四
つ
の
特
許
-
i-

(
こ

貿
易
の
jTTLに
由
｡
(
二
)
床
束

へ
進
航
の
自
由

:
(
≡
)
英
商
通
事
の
保
護
u
7(
四
)

彼
等
の
腰
過
I

TNLJ
得
る
こ
し}
院
成
功
し
た
o
尤
も
開
始
に
よ
る
埴
仰
の
軍
港
は
必
す
L
も
成
功
C
｣は
な
-
'
同
船
は
そ
の
積
荷
の

四
分
の
一
を
膏
即
し
た
の
み
で
掃
航
し
た
が
､
こ
れ
を
契
機
と
し
て
p
東
LuF=
露
骨
社
は
毎
年
定
期
的
に
貿
易
船
を
蕨
東
に
派
遣
す
る

や
う
に
な
っ
た
.

1
七
〇
〇
年
に
は
新
案
印
変
食
紅
は
･L･
ラ
ム
ポ
ー
ル

(T
rumb
all)
班
及
び
イ
ー
ト
ン

(Eaton
)
枕
を
舟
山
に
進

航
せ
し
め
'
こ
1

に
お
い
て
も
貿
易
関
係
を
開
い
た
｡

t
七

〇
〇
-
三
年
の
問
に
新
嘗
南
東
印
度
食
紅
か
ら
舟
山
貿
易
の
勉
め
に
派

遣
さ
れ
た
船
舶
は
合
計
十

1
隻
に
上
っ
た
｡
そ
の
間
度
門
と
の
貿
易
も
ま
た
柄
東
印
度
食
紅
に
よ
っ
て
行
は
れ
'

l
六
九
八

-
1
七

〇
二
年

の
間
に
合
計
九
豊
の
胎
舶
が
来
航
し
た
｡
こ
の
新
嘗
両
案
印
度
骨
社
は
'
そ
の
競
争
が
仝
膿
に
不
利
益
を
輿

へ
る
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
'

1
七

〇
二
年
合
併
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
'
JJ
の
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
支
部
進
出
史
上
重
要
な
意
義
を
も
っ
こ
と
VJ
あ
っ

た
｡
イ
ギ
リ
ス
の
安
部
貿
易
は
'
こ
1
に
初
め
て
琵
固
な
基
礎
の
上
に
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
聖

1
七
〇
四
年
頃
か
ら
は
､
済
東
に
乗
っ
て
交
易
す
る
英
国
胎
は
急
速
に
増
加
し
た
'
東
京

(
二
八
九
七
年
)'
厘
門

(
1
七
〇
七
年
)､
舟

イ
ギ
-
ス

の
支
那
進
出
と
豪
商
圭
義

弟
三
番

七

第

一
駅

p

七
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イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
iii義

第
三
巻

八

第

f
既

･

八

山
rJ

七
一
〇
年
)
等
の
東
印
度
禽
社
の
商
館
は
滴
ih/放
菓
さ
れ
､

貿
易
は
唐
東
に
集
中
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
.
英
胎
は
も
は
や
渓

門
に
寄
筋
す
る
こ
と
な
-
直
接
虎
門
に
進
み
.
そ
こ
で
黄
浦

へ
の
入
港
許
可
を
う
る
こ
と
が
で
き
た
｡

1
七

1
八
年
に
は
英
支
間
吃

交
易
慣
例
に
関
す
る
攻
の
や
う
な
協
定

～
-
1(こ
梅
的
監
督
と
即
時
面
接

.か
自
由
p
(
二
)
貿
易
の
自
由
'
(
≡
)
通
草
､奴
僕
等
の
溌

梓
､
解
雇
の
自
由
t
へ
四
)
管
償
人
'
船
長
が
海
淵
析
鵜
的
に
よ
り
田
圃
脂
に
従
粥
す
る
際
'
停
止
胡
し
め
ら
れ
ざ
る
こ
と
i
(
五

)

凡
ゆ
る
胎
材
だ
.如
巌

で
嘩
併
し
-

1.4,u
J
.rJ
(I.∩
)
出
社
前
可
を
要
諦
せ
る
際
郎
時
許
可
す
る
こ
JJ
F
(
七
)
英
人
奴
僕
の
犯
鼎
は
英

人
こ
れ
を
鹿
罰
し
う
る
こ
と
'
(
八
)
海
演
に
お
い
て
天
幕
を
設
け
'
船
旅
を
修
繕
し
う
る
こ
と
'
(
九
)
非
膏
品
の
免
税
'
(
1
0
)

I

机
等
の
器
具
を
自
由
に
商
館
内
外
に
搬
移
し
う
る
こ
と
I

が
結
ば
れ
'
こ
と
に
英
支
通
商
関
係
は

一
膳
'
軌
道
の
上
に
据
ゑ
ら
れ

た
や
う
に
み
え
た
｡
し
か
し
'
床
束
貿
易
が
襲
展
す
る
と
と
も
に
'
英
文
通
商
関
係
に
お
い
て
種
々

困
難
な
問
題
が
生
じ
て
雅
た
｡

公
行
の
成
立
に
よ
る
課
硯
の
引
上
と
貿
易
の
狗
占
'
保
商
制
度
に
rLiる
外
囲
貿
易
業
者
の
歴
迫
'
官
吏
の
腐
敗
と
不
正
等
に
よ
る
通

商
関
係
の
阻
碍
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
等
の
英
支
通
商
の
制
約
は

1
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
'
漸
-
近
代
園
豪
と
し
て
目
覚
め
つ
･
Tあ

っ
た
清
朝
政
府
の
自
己
防
衛
的
手
段
で
あ
っ
た
.

イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
に
封
し
て
畢
初
は
マ
カ
ー
･L･ネ
イ
卿
の
流
通

(
1
七
九
三
年
)
等

の
外
賓
父
渉
に
よ
っ
て
打
開
を
試
み
た
が
'
潮
攻
自
己
の
経
済
的

･
政
治
的
勢
力
を
悼
ん
で
後
進
国
支
那
を
歴
迫
し
搾
敢
す
る
態
度

に
出
で
た
｡
そ
し
て
最
後
に
鵜
片
戦
争

(
7
八
四
C
)-
堅
二
年
)
を
韓
期
と
し
て
'

近
代
的
武
力
藍

且
言

す
る
イ
ギ
リ
ス
L産
業
資
本

の
支
部
侵
略
が
､
公
然
と
行
は
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
0

第
十
八
世
紀
以
前
の
イ
ギ
-
ス
の
支
部
進
出
は
以
上
の
第
三
の
時
期
か
ら
赫
攻
積
極
化
し
､第
四
の
時
期
に
至
っ
て
虞
に
組
織
的
･

精
力
的
な
封
支
進
出
の
段
階
に
入
っ
た
o
然
ら
ば
､
こ
の
や
う
な
教
展
を
必
然
的
な
ら
し
め
た
経
解
的
背
景
は
如
何
な
る
も
の
で
あ



つ
た
か
｡
JJ
れ
を
究
明
す
る
と
と
は
攻
の
問
題
で
あ
る
｡
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E
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a
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.
T
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V
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C
ap
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h
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.
L
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o
n
t9
00
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R
Jc
h
a
rd
C
o
l
,
D
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.)6
1
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2
2
.

L
o
n
d
o
n
t88
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M
.
P
a
sk
eIS
m
ith
.
W
este
rn
73a
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a
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n
s
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J
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a
n
a
n
d
F
o
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o
sa
in

T
o
k
u
g
a
w
a
D
a
y
s.
K
c-b
e
L
93
0.
p
p
-

)
-
6
4
.

-

G;

E
arl
H
I
P
rltC
h
a
rd
､
T
h
e
C
lu
C
ia
l
Y
e
a
rs
o
F
a
(1r)Y
.A
n
g
l?
C
h
in
e
se
R
e
Ta
tio
T].
1750
-

J

E
O
O
.
1
9
3
6
.

p
.
)13
.

即

E
I
H
.
P
ritc
h
a
rd
､
o
p
.
c
lt..
p
.
1忘
.

E

r

E
_
fL
P
ritc
h
a
Jd
,
o
p

c
lt
.
p
.
1)4
.

即

E
.
A
.
p
rltC
h
a
,d
.
o
p
.
c
it.,
p
.
)14
.

0bJn
第
十
八
世
紀
中
頃
以
後
鵠
片
駁
撃
ま
で
の
英
茸
通
商
関
係
に
つ
い
て
は
7
更
に
別
個
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
O
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
藤
田
正
典

｢
十
七
小
八
壮
紀
に
於
け
一L3
英
軍
姐
商
関
係

･1
･
7射
印
濃
密
政
一が,中
心
と
L
L
･-

｣
(
索
Ej
論
叢
弟

叫
朝
)
は
楢
め
て
有
益
fj
研
究
で
あ
る
G

三

イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
と
束
印
度
骨
社

東
印
度
禽
社
の
支
部

へ
の
進
出
凪
動
が
二

六
六

C
年
代
以
前
に
お
い
て
比
較
的
不
宿
濃
で
あ
っ
た
の
は
二

面
に
お
い
て
ポ

ル

ー

ト
ガ
ル
･
オ
ラ
ン
ダ
等
の
イ
ギ
リ
ス
に
封
す
る
講
等
歯
の
妨
害

･
墜
迫
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
､
他
面
に
お
い
て
初
期
の
東
uIZ=
鹿

骨
紅
白
鰭
が
夜
ほ
多
分
に
商
業
賓
本
的
理
念
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
を
-
､
某
印
度
に
お
け
る
香
料
貿
易
か
ら
の
互
大
な
利
潤
の
刈

入
れ
に
次
々
と
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
っ
た
.
而
し
て
.

1
六
六
〇
年
代
以
後
に
お
い
て
間
合
社
の
支
部
進
出
活
動
が
漸
次
積
極
化
し

釆
IE
;

殊
に

〓
ハ
九
八
年
以
後
に
お
い
て
.
そ
の
封
支
蓉
展
が
費
東
を
中
心
と
し
て
漸
-
軌
道
に
乗
り
乗
っ
た
の
は
'
東
印
度
骨
社

が
イ
ギ
リ
ス
園
内
に
お
け
る
置
葉
音
本
の
襲
展
か
ら
刺
戟
と
策
勘
を
受
け
て
'
月
ら
漸
次
近
代
的
な
色
彩
を
も
つ
や
う
に
な
る
IU
主

イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
貢
商
主
義

第
三
巷

九

第

一班

九



イギ-スの支那進出と重商主義第三番10第1鍍70

もに'支部においてその毛織物のための市場を見出さうとする努力を'益々積極的に展関するに至ったからであ

った｡

元来､倫敦東印度食社が設立せられた第十七世紀初頭のイギリスにおいては'毛織物工柴を中心とする近代的
産業資本が漸く芽生へんとしっ･･あったDL一四五四年における議倉の布告によると1.すでにその常時において'

｢:ij閲の何故にましても毛織物の艶経は帝大の職柴であり㍉税鋭.Tt･.T-三の賢し身軽覚蜜の.TLH討iごあ8枚と.されてむり'千千ムデン(C･lmden.I)6077も､毛織物が｢国家の!支柱｣であるこJJ狂指摘してわた.第十六世紀

メ

後年から第十七世紀にかけて'毛織物工業はイギリス産業の基軸として蚤展を蓬げるやうになり'その昔時のイギリスの経済活動は'その少からぬ部分において､この産業を基軸として動いてゐたやうに思はれる｡かの第十六世紀後年以釆度々企てられたイギリス人による東北通路並に西北通路探検航海も'イギリスの毛織物のための放路を聾見することをHI[棲iJするものであった.東印度骨社の設立もまた'東洋に患いてイギリス毛織物のための市場を見出すことを'その重要な目標のlつとしてゐたことは疑ふことができな&ol六〇二年1月十1日の東印度骨社｢組合｣の記録の中には次のやうな一節があった｡｢.～食紅は'若し可能ならばこの王閲の毛放物その他の工荏物の蓮韓と販責にょつて'全然貨幣を要せ.すして東印度貿易を経営せんことを厭へる故に､三･･丁メリカのT部を通過して北西方より､上記東印度に至るべき海路の蔑見に努むることを決議すO若しそれが航海可能ならば'骨杜はこの通路によってFおそら-この王国の毛織物をきはめて自由に販茸しっ1…･･･〔某印度へ〕到

達しうるのであら.ヱtと｡



け
れ
ど
も
東
印
度
食
紅
は
同
時
に
そ
の
性
格
に
お
い
て
'
他
の
反
面
を
も
っ
て
わ
た
｡
そ
れ
は
東
印
度
食
紅
が
少
-
と
も
そ
の
初

期
に
関
す
る
限
-
'
極
め
て
濃
厚
に
有
し
て
ゐ
た

｢
商
業
資
本
｣
的
性
格
で
あ
っ
た
｡

一
五
九
九
年
九
月
二
十
二
日
､
倫
敦
某
印
度

食
紅
を
設
立
す
る
た
め
に
､

ロ
ン
ド
ン
の
フ
ァ
ウ
ン
ダ
ー
ス
･
ホ
ー
ル
に
集
ま
っ
た
も
の
は
レ
ヴ
ア
ン
J･骨
杜
の
J･
-
マ
ス
･
ス
ミ
ス

へT
h
om
as
S
m
ith
)
や
リ
チ
ャ
ー
ド
･
ス
テ
イ
.(
-

(R
ich
ard
S
吾
er)
等
を
含
む

｢
ロ
ン
ド
ン
商
人
｣
で
あ
っ
た
O

一
六
T
五
年
以

乗
束
印
度
食
紅
の
理
事
に
選
ば
れ
'
間
合
社
の
指
導
的
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
ト
ー
マ
ス
÷

ン
(
T
h

o11
12S
irlu
n
)
が
､

ロ
ン
ド
ン
の

▼

-

サ

ー

呉

服

貿

易

商
の
表
に
生
れ
'
自
ら
青
年
時
代
近
東
貿
易
に
従
事
し
た
煙
塵
の
持
主
で
あ
っ
た
と
い
ふ
JJ
と
も
'
東
印
度
禽
社
の
商
業

cT

資
本
的
性
格
を
理
解
す
る

1
つ
の
手
が
か
-
と
な
る
で
あ
ら
う
.
東
印
定
食
杜
は
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
席
出
機
関
と
し
て
の
近
代
的

な
任
持
を
も
負
っ
て
ゐ
た
JJ
同
時
に
'
更
に
そ
れ
よ
り
も
報
い
程
度
に
お
い
て
二
見
洋
の
絹
や
薄
利
近
ヨ
ー
ロ
ツ
.ハ
忙
輸
入
し
て
商

L･JiLT

･7
･I,
r
y
.Idr
,卜
･
;二
･｢
∵
.,.
.･T
∴
.･1.I,.･'∵
･
卜
-:･に
.∵
-
∴
1､
‥
/
.‥
.
･]･二
､.

1‥
1
.T
it
-:
--
,;･∴
-･
.･'･
‥
.
･
･
･･･
,
.!
AII
I
･,･1･
;,
.

せ
′一
て
を
り

tL
カ
も
そ
tL
Jウ
サ
1商
業
肇
iq･郎
遼
憎
相
か
よ
り
Egで

前
置
に
溺
は
れ
で
ゐ
た

や

う
に
恩

はれ
る
e

東
印
度
食
紅
の
初
期
の
航
海
は
'
主
と
し
て
東
印
度
か
ら
の
香
料
類
の
輸
入
に
よ
っ
て
莫
大
な
利
潤
を
畢
げ
て
ゐ
鴬

ク
リ
シ
ュ

ナ

(
B
atK
r
ish
n
a
)
の
研
免
に.
よ
る
と
二

六
〇
八
年
'
東
印
度
食
紅
の
三
葺
の
船
舶
に
よ
っ
て
行
ほ
れ
た
第
三
回
東
洋
航
海
に
お

い
て
は
'
合
計
六
､
0
0
0
硬
の
慣
格
の
戟

･
鉛

･
錫
及
び
毛
織
物
が
輸
出
さ
れ
.
そ
の
代
-
に
原
傭
約
二
〇
､
0
0
0
硬
の
胡
租

･

肉
重
義

･
丁
香
等
が
モ
ル
ツ
カ
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た
｡

こ
の
航

海
の
利
潤

は
出
資
々

本

五
三

五
〇
〇
篠
に

封
し
'
章
に
二
三
四
パ

a

ー
セ
ン
ト
と
い
ふ
高
率
に
上
っ
た
o
こ

の
や

う
な
香
料
炉
の
輸

入
が

如
何

に
莫

大
な

利
潤

を

も
た
ら

し
たか

は'〓
ハ
〇
九
年
昔
時

東
印
度
に
お
い
て
原
慣
二
､
〇
四
八
硬
で
あ
っ
た
丁
香
が
.
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
こ天

･-
二
八
七
帝
で
茸
却

さ
れ
た
と
い
ふ
辛
苦
に
よ

イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
主
義

第
三
者

7
7

第

一
班

〓



イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
主
義

第
三
者

f
二

第

一
就

l
H

つ
て
も
明
か
で
あ
る
｡
こ
の
ヤ
う
な
多
額
の
香
料
炉
の
輸
T<
に
封
し
て
'
イ
ギ
リ
ス
か
ら
は
毛
織
物

･
鉛

･
銭

･
錫
等
の
商
晶
の
恵

に
多
額
の
正
貨
(叙
)
が
輸
出
さ
れ
た
｡
某
即
度
合
敵
は

1
六
二

1
年
､
議
合
に
封
し

｢
二
ハ
0
0
年
の
驚
端
期
か
ら

〓
ハ
二

一
年
十

1
月
二
十
九
日
に
至
る
ま
で
の
聖
等
の
貿
易
状
態
｣
に
つ
い
て
報
告
を
提
出
し
た
が
p
そ
れ

に
よ
る
と
彼
等
は
AJ
の
二
二

牢
問
に

A.f
l
≡
､｣へ
八

山
鳩

の
仕
儀

J
J

三

1
TJ
J
二
二

樺

の
拷

商

品

[
=義

光

L

lT-.や
る
,
O
印
も
輪
=H
晶
中
に
工
朝
が
満
も
多
群
で
あ
-
.
正

貨
の
そ
の
他
輸
出
品
垂
牌

に
剖

す
る
比
率
は
二
割

一
よ
り
倭

か

少

い
だ
け

で

あ

っ
た
o

山
六
C
二
年
乃
室

一
六

山
九
年
の
問
の
東
町

度
合
融
の
輸
出
高
を
止
貨
と
商
品
と
に
屈
別
し
て
示
す
と
攻
の
通
り
で
あ
聖

(風
位

硬

)

･

.;
･

.･}

∴

∴

.i

i

･･:,

..?･

川

∴

∴
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収
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7

1

8

3

6

2

1

｢I
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1
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6

6
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1

1

1

1
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29B,000 152,000

547,626 292,430

こ
れ
に
反
し
て
イ
ギ
リ
ス
商
品
'
殊
に
毛
織
物
の
静
出
高
は
決
し
て
多
-
た
か
っ
た
｡
印
度
は
イ
ギ
リ
ス
の
毛
練
物
の
た
め
の
有

利
な
堅
買
市
場
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
東
印
度
食

紅
は
最
初
は
明
か
に
印
度
に
お
い
て
'
宅
練
物
の
た
め
の
席
汎
た
市
場

を
見
出
き
つ
と
希
っ
て
ゐ
た
｡

1
六
〇
九
年
'

7
イ
ン
チ

(F
inch
)
は
ス
テ
ー
ト
乃
至
丁

グ
ラ
に
お
い
て
販
頁
の
見
込
が
あ
る
と
し

て
'
二
〇
〇
乃
至

二
(∪○
反
の
帯
幅
織
物
を
要
求
し
た
O
ト
ー

マ
ス
･オ
ー
ル
ド
ウ
オ
ー
ス
(
T
ho
m
a
s

A
】dw
o
r
th
)

は
ス
テ
ー
ト
に



お
い
て
｢
年
e
J.〇
〇
〇
反
の
織
布
を
販
費
す
る
｣
希
望
が
あ
る
と
主
張
し
た
｡
し
か
し
JJ
れ
等
の
期
待
は
某
切
ら
れ
た
O
彼
等
は
印

度
が
気
候
そ
の
他
の
傑
件
の
た
め
に
'
必
ず
し
も
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
市
場
と
し
て
好
適
で
は
な
い
こ
と
を
見
出
さ
ぬ
ば
な
ら
な
か

つ
か
｡
印
度
人
に
と
つ
て
は
'
そ
の
気
険
的
保
件
の
た
め
に
毛
織
物
よ
-
も
綿
織
物
の
方
が
適
し
て
ゐ
た
｡
毛
練
物
は
僅
か
に
貴
族

に
よ
っ
て
'
象
の
背
在
や
鞍
の
製
作
に
相
ひ
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
o

二
二

七
年
'
ス
ラ
ー
ト
の
商
館
は
暦
幅
織
物
が

｢
ほ
ん
と

の
裸
硬
と
な
っ
た
｣
と
嘆
じ
た
｡
そ
の
上
､
低
廉
な
オ
ラ
ン
ダ
織
布
の
競
零
も
加
は
つ
て
'
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
輸
出
は
益

々
不
振

と
な
っ
た
o
ス
ラ
ー
･L
へ
P
斡
里
向
は

一
〇
〇
反
と
な
っ
た
｡

一
六
三
〇
年
四
月
十
三
日
附
の
ス
ラ
ー
ト
音
瀞
に
よ
る
と

.
こ

の

二

年
間
と
い
ふ
も
の
は
'
イ
ギ
リ
ス
撒
布
は
全
然
印
度
に
造
ら
れ
な
か
っ
た
.

11
六
五
〇
年
に
お
い
て
ベ
ン
ガ
ル
の
需
要
が
二
〇
乃

至

四
〇
反

忙す
ぎ
な
か
つ
乍
tJ
r(,
全
港
駕
は
'
舗
十
七
世
紀
,a
中
葉
に
お
い
て
も
."
イ
ギ
リ
ス
は
横
顔
小と
し
て
印
綬
に
有
利
放
毛
織
物

ド

市
塙
一灯
見
出
し
て
た
為
カ
/l
た
lJ
JJ
を
耕
す
屯
の
で
あ
る
O

こ
の
ヤ
う
に
末
印
度
命
社
は
'
香
料
類
の
輸
入
は
極
め
て
積
極
的
に
行
っ
た
け
れ
ど
も
'
イ
ギ
リ
ス
の
.毛
織
物
を
印
度
に
輸
出
す

る
こ
と
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
｡
従
っ
て
貿
易
尻
は
逆
と
な
-
'
正
貨
の
流
出
は
益
々
増
大
し
た
｡
か
く
し
て
東
印
度
貿
易
は
'
貴

金
島
を
も
っ
て
す
る
専
修
晶
貿
易
及
び
仲
立
貿
易
と
い
ふ
'
商
柴
資
本
的
性
質
を
多
分

に
帯
び
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

戯
ら
ば
'
こ
の
や
う
な
性
質
を
有
す
る
東
印
度
貿
易
は
'
昔
時
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
界

に
如
何
な
る
影
響
を
輿

へ
た
か
と
い
ふ
に
'

そ
れ
は
次
の
や
う
肇

壷

若
し
く
は
三
重
の
閲
係
に
お
い
て
'
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
考
慮
'
殊
に
毛
織
物
工
業
に
射
し
て
阻
碍
的
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
｡

ヽ
ヽ

第

一
に
'
即
慶
に
封
す
る
毛
織
物
輸
出
の
失
舶
が
.
直
接
イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
工
業
に
打
撃
を
輿
へ
'
そ
の
甚
し
い
失
業
を
買
つ

イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
電
商
車
奇

策
三
春

二
二

第

一班

一
三

-



イ
ギ
-
ス
の
支
那
進
出
と
軍
商
iil義

第
三
巻

一
四

第

T銑

7
円

た
こ
と
は
営
然
で
あ
っ
た
.
蓋
し
'
イ
ギ
-
ス
の
毛
織
物
工
業
は
既
に
第
十
K
世
紀
後
年
に
お
い
て
'
イ

ギリ
ス
の
重
要
な
輸
出
産

業
と
し
て
確
立
さ
れ
'
可
な
-
高
度
の
生
産
力
を
も
っ
て
'
世
鼎
の
各
地
に
そ
の
販
費
市
場
を
求
め
つ
･.
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
弟

二
に
'
東
印
度
貿
易
に
よ
る
正
貨
の
移
し
い
流
出
は
'
イ
ギ
リ
ス
園
内
に
お
け
る
貸
徴
の
快
芝
｡
金
融
の
逼
迫
p
利
子
率
の
沸
騰
に

TEEiF
lu
LP
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楓
出
せ
し
め
尭
=
封

に
貸

闇
不
軌

の

影
響
は

"
常
時
毛
織
物

ユ
米

語
展

の
磯

蓮に
骨
り

1.
産

聖
餐
本
に
封
す
る
需
要
が
増
加
し
て
わ

た
だ
け

に

1
屠
深
刻

で
あ

っ
た
｡
第
三

に
'
東
印
度
貿
易
に
よ
る
香
料
そ
の
他
の
著
移
品
の
輸
入
は
'
人
々

の

｢
滑
賛
性
向
｣
を
増

大
せ
し
め
､
資
本
の
蓄
積
と
再
投
資
と
を
阻
碍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
産
巣
篭
展
に
封
す
る
滑
極
的
催
件
と
な
っ
た
｡
蓋
し
そ
れ
は

昔
時
の
小
産
業
資
本
家
居
の
間
に
行
は
れ
つ
1
あ
っ
た
.
清
教
的
倫
理
に
基
く
勤
勉
と
節
約
を
通
じ
て
の
'
賓
本
蓄
積
の
ま
さ
に
反

封
物
で
あ

っ

た
か
ら
で
あ
る
｡

か
く
し
て
'
第
十
七
世
紀

の初
頭
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
経
済
界
の
不
況
は
'

l
に
仝
-
末
印
度
食
紅
に
よ
る
末
印
度
貿
易
､
殊
灯

そ
の
正
貨
の
輸
出
に
基
EEIす
る

か
の
如
-
恩
ほ
れ
た
｡
そ
し
て
.

〓
ハ
二
〇
年
代
に
お
い
て
'
所
謂

｢
重
商
主
義
者
｣
蓮
の
東
印
度

骨
杜
に
封
す
る
非
難
と
攻
撃
が
薫
カ

と
ま
き
起
っ
た
の
で
あ
る
｡

l
六
二

一年
'
イ
ギ
リ
ス
下
院
に
お
け
る
貨
幣
の
稀
少
に
関
す
る

討
議
に
お
い
て
'
農
民
や
職
人
が
至
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
'
園
内
に
貨
幣
が
統
乏
し
て
ゐ
る
結
果
'
練
機
が
遊
ん
で
ゐ
る
の
に
困
っ

て
ゐ
る
こ
と
､
小
鼻
達
は

｢
農
作
物
の
快
乏
し
て
ゐ
る
允
め
で
は
な
-
貨
幣
の
妖
乏
し
て
ゐ
る
た
め
竺

彼
等
の
契
約
を
堵
み
倒
さ

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
'
等
を
指
摘
し
た

エ
ド
ウ
ィ
ン

･
サ
ン
デ
ィ
ス
卿

(S
ir

Fd
w
in
S
and
ys)o

｢
自
由
貿
易
論
｣
(
T
六
二
二
年
)
に

お

い
て
'
｢
わ
が
国
の
貨
簡
秋
乏
の
特
殊
の
遠
囚
は
'

園
内
に
お
け
る
某
印
度
資
本
の
多
額
の
需
要
で
あ
る
.

何
と
な
れ
ば
'
東
印



度
合
牡
の
資
本
は
多
顔
で
あ
っ
て
･
王
国
の
凡
ゆ
る
他
の
特
殊
な
事
業
か
ら
蒐
集
さ
れ
'
引
き
披
か
れ
'
そ
の
大
部
分
は
輸
出
さ
れ

て
･
今
ま
で
に
五
ヶ
年
以
上
も
そ
こ
に
留
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
J
Jt

と
記
し
て
東
印
度
骨
社
を
攻
撃
し
空

ド
ワ
ー
ド

･
'"
ツ

セ
ル
ド
サ
ン

(E
dw
ard
M
is
selden).
1

そ
れ
等
が
･
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ

た
｡
彼
等
の
非
難
は
就
中
､
正
貨
の
流
出
と

竃

の
警

と
に
集
中
さ
れ
た
.
そ
の
隈
是

お
い
て
彼
等
の
主
張
は
望

芸

讐

義

(Bu)Iion
ism
7
の
外
管

も
つ
て
規
は
れ
て

ゐ
た
け
れ
ど
も
･
そ
の
匿
さ
れ
た
動
機
は
､
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
､
殊
に
毛
織
物
工
業
の
振
興
で
あ
-
'
こ
れ
を
基
軸
と
す
る

l
殻
的

･

経
済
的
繋
柴
の
菅
規
で
あ
っ
た
｡

.LJ
の
や
う
な
非
難
に
封
し
て
.
東
印
変
貿
易
,S
堅
k
,紅
済
的
意
表
を
破
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ー
束
印
定
食
杜
の
立
場
を
群
話
し

や
う
よ
し
た
の
は
･
常
時
岡
倉
敵
の
撃
芸

あ
っ
･i～;
i
-
マ
ス
･
マ
ン
rl
/0
人
1
,あ
っ
た
O
被
は
F
院
を
中
心
卜第

-5
米
印
鹿
骨
舵

政
馨
の
嵐
の
中
に
あ
っ
て
｢
兼

即
藍

芸

論
｣
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O
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･
fro
m

E
n
gland
un-o
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e
E
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sw
erin
g
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d
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Obje
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h
i
ch
are
usual)y
m
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e
ag
a
in
s=
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sam
e)
)62)･)二
束

印
度
貿
易
は
我
が
三
園
の
財
賓
を
油
壷
せ

ず
寧
ろ
そ
れ
を
増
大
す
る
JJ
と
の
論
損
｣
(R
easons
to
p
r
ove
thatthe
T
ra
d
e
fro
m
En
g
land
unto
the
E
ast
rnd
ies
doth
n.
t

consum
e
b
ut
rather
increase
th
e
T
reasure
oニ
h
is
K

i-】g
dom
.
162).).
｢
末
印
度
曾
社
の
請
願
と
抗
帝
｣
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h
e
P
e
titt.n
an
d
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o
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he
G
ove,nor
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d
C
o
m
p
a
ny
of
M
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h
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L
o
nd.n
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g
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the
E
ast･lnd
ies･
4628
).
｢
外
国
貿

易
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
財
賛

～
我
国
の
外
国
貿
易
差
額
が
我
国
の
財
賓
の
基
準
で
あ
る
｣
(E
ngland.s
T
re
l
Snre
b
y
Fo
r
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n

T
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e
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(執
筆
は

二
八二

八
年
前
後
))/を
書

き
､

東
印
度
貿
易
が
必
ず
し
も
イ
ギ
リ
ス
の
財
賓
を
泊
毒
せ
す
､
却
っ
て
こ
れ
を
増
大
せ
し
め
'
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
聾
展
に
寄
輿
す
る

イ
ギ
リ
ス
の
支
部
進
出
と
重
商
吉
報

第
三
者

言

第

1
就

妄



イ
ギ
-
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
書
哉

第
三
番

〓
ハ

第

7
既

一
六

も
の
で
あ
る
こ
と
牢
王
張
し
た
｡

V
ン
は
東
印
度
食
紅
に
よ
る
正
貨
輸
出
に
封
す
る
重
金
主
義
者

津
の
非
難
を
反
駁
し
'
多
額
の
正

貨
を
輸
出
す
る
場
合
に
お
い
て
も
'
そ
れ
に
rLi
つ
て
得
た
商
品
を
再
輸
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
王
国
の

資
産
を
増

加
す
る

こ
と
が

訓

可
能
で
あ
-
'
む
し
ろ
正
貨
の
輸
出
が
大
な
る
ほ
ど
､
貿
易
に
ょ
る
王
国
の
富
は
爺
々
増
加
す
る
と
主
張

し
た
o
彼
は

い
ぶ
'

年

+

寓
篠
の
金
銀
の
輸
出
に
よ
っ
て
昧
質
さ
れ
る
敢
印
度
商
品
は
､
五
十
構
確
ほ
ナ′ゐ

も
の
に
な
;lOUが
'
そ
?
i.1･3･TU
l=.;十
八
寓
砂

は
諾

外

聞
に
将
抽
出
A･J
れ
.
と
の
閥
の
朝
顔
は
大
い
に
相
加
す
る
｡
か
-
の
か
-
竹
園
簡
品
の
璃
輸
出
に
よ
っ
て

｢
王
観
｣

の
賀
麿
が
押
大

す
る
こ
と
は
'
日
園
の
商
品
..
例

へ
ば
毛
織
物
･
錫

･
鉛
等
の
輸
出
に
よ
っ
て
閥
の
資
産
が
増
大
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
と
.
こ

れ

が

､
重
商
主
義
貿
易
理
論
の
典
型
と
考

へ
ら
れ
た

マ
ン
の
J.各
般
的
貿
易
差
額
論
｣
(G
eneral
b
a】ance
.
i
tra
d
e
)
の
模
本
思
想
で

あ

っ
た
｡

固
よ
り
ト
ー
マ
ス
÷

ン

と
経
も
､

イ
ギ
リ
ス
商
品
'

殊
に
毛
織
物
の
輸
出
の
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
.
そ
れ

ど

こ
ろ
か
'
毛
織
物
輸
出
振
興
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
言
論
を
'
わ
れ
わ
れ
は
マ
ン
の
著
作
の
至
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
見
出
す
と
と
が

で
き
る
o

そ
の
限
-
に
お
い
て
､

マ
ン
が
昔
時
の
産
兼
資
本
の
要
求
を
鑑
定
の
前
提
傭
件
と
し
て
認
め
て
ゐ
た
こ
と
は

香
定
し
難

い
o
L
か
L
t
他
面
に
お
い
て
彼
は
東
即
鹿
骨
融
に
よ
る
専
修
品
貿
易

･
仲
立
貿
易
の
意
義
を

一
骨
張
-
主
張
し
て
を
ク
.
こ
の
鮎

に
お
い
て
マ
ン
が
､
そ
の
昔
時
に
お
け
る
商
業
草
本
の
立
場
を
最
も
有
力
に
代
表
し
て
ゐ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
｡

こ
の
や
う
な

マ
ン
の
理
念
は
同
時
に
ま
た
.
そ
の
常
時
に
お
け
る
東
LLi度
合
紅
白
鰻
の
理
念
に
外
な
ら
な
か
っ
た
｡
即
ち
東
印
度

食
紅
は
'
少
-
と
も
第
十
七
世
紀
の
両
岸
に
お
い
て
は
､
イ
ギ
リ
ス
産
業
賓
本
の
期
待
と
要
望
と
に
反
し
て
､
輿

へ
ら
れ
た
貿
易
濁

占
樺
を
利
用
し
つ
･̂
'
正
貨
輸
出
と
香
料

･
絹
の
輸
入
に
･L{
る
莫
大
な
商
業
利
潤
の
追
求
を
梗
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
C
そ
し
て
と
の



こ
と
こ
そ
は
'

こ
の
時
期

に
お
い
て
東
印
度
骨
社
が
そ
の
活
動
を
支
那
に
空
で
伸
長
せ
し
め
な
か
っ
た
こ
JJ
の
賞

の
理
由
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
'

わ
れ
わ
れ
は
前
章
に
お
い
て
東
印
安
倉
虻
が
'

そ
の
支
部
進
出

の
讐

朔

(
二
ハ
O
C
l

〓
ハ
二
二
年
)
に
お
け
る
若
干

の
企
画
を
例
外
.と
し
て
'
第

三
期

(
二
二
ハ
二
年
)
に
書

芸

で
支
那
進
出

に
関
す
る
眼
-
'

休

止
状
態

に
あ
っ
た
こ
JJ
を
み
た
o
そ

れ
は

1
面
に
お
い
て
ポ
ル
⊥
ガ

ル
人
や
オ
ラ
ン
ダ
人
の
勢
力

の
優
越

に
も
基
い
て
ゐ
た
が
'
そ
の
虞
の
甥
由
は
東
印
度
倉
社
が
'
ト

ー
マ
ス
･
マ
ン
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
な
､
-
商
業
資
本

の
理
念
に
よ
っ
て
導
か
れ

て
ゐ
た
た
め
で
あ
っ
た
.

そ
の
限
り
に

お
い
て
東
印
度
骨
社
は
'
イ
ギ
リ

ス
毛
織
物
の
市
場
を
求
め
て
遠
隔
の
支
部
に
胃
槍
を
試
み
る
た
め
の
充
分
な
執
意

を
も

っ
て
ゐ
な

か
っ
た
の
ご
あ
る
o
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マ
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｢
外
国
貿
易
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
肘
蟹
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(岩
波
文
庫
版
)
の
諜
昔
銭
携
桁
早

b
｢
彼
の
家
業
が

･

金
匠

･
呉
服
商

･
近
東

貿
易
商
･
東
印
度
貿
易
商
と
蓮
ん
で
衆
た
こ
と
は
t.･
･･
東
印
度
貿
易
の
資
本
の
出
漁
雪

ア
イ
ビ
カ
ル
に
表
示
し
丁
重

廉
潔
い
も
の
が
あ
る
0｣
と

言
っ
て
,ゐ
q
o
な
は
大
塚
久
雄
氏
も

｢
-
-

東
印
度
骨
鹿
は
'
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
以
降
臨
に
基
本
的
に
は
産
業
資
本
の
た
め
に
原
始
的
蓄
積
の
得
割

を
は
た
す
べ
-
方
向
つ
け
ら
れ
て
は
ゐ
た
が
'
に
も
拘
ら
ず
､
そ
の
素
性
に
お
い
て
､
ま
た
本
性
に
お
い
て
前
期
的
商
薬
資
本
で
あ
し

そ
の
EB

占
は
依
然
JJ.し
て
商
業
資
本
的
な
も
の
で
あ
る
に
嬰
-
は
な
か
つ
た
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と
述
べ
で
ゐ
る
0
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埜
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費
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い
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張

準

袷
氏
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.
マ
ン
の
邦
講
書
に
附
せ
ら
れ
た

｢
解
説
｣
に
お
い
て
.
光
印
度
貿
易
に
拐
-
向
け
ら
れ
た
貸
本
が

｢
全
-

団
円
産
業
資
本
の
循
環
の
圏
外
に
字

り
'
イ
ギ
-
ス
社
骨
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斉
木
か
ら
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純
然
i]
る
抵
除
生

息
醸
し
｣
高

揚
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石
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に
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ギ
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牽
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用
L
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卑
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ゐ
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入
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猫
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ら
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′イギリスの支那進出と市商主義第三番二〇第一班二〇

とな-'その此重は約三七パーセントとなった｡更に1K七六･･八〇年の五年間においては､紙商晶析埋骨四〇五㌧二八標中二二〇.四七二構(五二バ｢セント)とな-'一六八l-八九年の五年間においては結節型向四四五ー六】四確中二云T,･,二七四桜(約五八パー七ノト)竺向まった〇二E(六四-八九中間において宅練物輪jJ=高の

IB･平均釦は攻の13-うな岬加を示してゐるo

l六六四1六八年平均一三へ六〇〇硬〓ハ七｣ハ･-八〇年〝四二'〇九四〃〓ハ八丁･八五年〃'五1･六二五〝

これ等の印度に輸出されたイギリスの毛織物のl部分は'この期問における東印度昏杜の支那･毒麿との貿易

活動に用払られたものと考へられる.

このヤうに東印度食紅はクロムウェル共和制以降において､基本的には産業蟹本のために､その侶侶脊硯の機関たる職能を担ふやうな方向に進んではゐたけれども'それにもかJ.はらす'その本性において'なほ商業資本的であるのに壁りはなかつた｡それは伐然として多額の地金を東印度に流出せしめ'毛織物工業の獲淫を阻碍しそのために絶えず'藍業資本を代表する下院へfI.useofCommons)から手痛い攻彰を加へられてゐたOのみならず､東印度食紅は､1六二三年のアンポイナ事件以釆'香料島との交易を中箱してからは､その商莞資本的な動機から'帝十七世紀後半において品々多量の金巾.モスリン･絹等の織物頬を印産から輸入するやうにな-'こ

･･1に東印定食杜とイギリス産業資本との矛借を1骨張化せしめるに至った.

東印度食紅によるLuE:度からの金巾･モスリン･絹舷物等の輸入は1六五(∪年以後に至って特に急速に増大した｡
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東
印
度
食
紅
が

1
六
七

O
年
頃
か
ら
英
国
品
と
競
宰
す
べ
き
織
物
叛
の
輸
入
を
開
始
し
'
や
が
て

｢
最
大
の

酒
落
着
よ
-
最
早
膿
の
炊
事
婦
に
至
る
ま
で
'
uIE=慶
の
織
物
腔
ど
.
そ
の
身
鰭
を
装
飾
す
る
に
適
す
る
も
の
た
し
と
考

へ
る
｣

に
至

っ
た
結
果
'
そ
れ
は
英
警

器

給
費
を
阻
碍
し
､
人
民
の
職
艶
を
奪
ふ
も
の
で
あ
る
JJ主
張
し
た
｡
同
様
考

ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

若
干

】･

の
も
の
が
'
｢
轍
匠
T

S
L
｢
ロ
ン
下
ン
の
織
匠
N
･C
｣
等
の
麿
名
を
も
っ
て
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
'
か
1
る
東
印
密
貿
易
が
'

如
何
に
'
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
工
柴
の
利
害
JJ
矛
惜
し
た
か
を

不
す
も
の
で
あ
る
.

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
'
と
の
や
う
な
輿
論
に
動
か
さ
れ
て
､
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
を
保
護
す
る
た
め
の

｢
重
商
主
義
的
｣
諸
政
葉
を
珠

用
し
た
.

1
六
六
〇
年
'
チ
ヤ
ー
ル
ス
二
世
の

｢
ト
ン
税
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襟
税
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に
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は
､
印
度
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の
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か
ら
輸
入
さ
れ
る
麻
織
物

･
綿

織
物
及
び
絹
織
物
に
封
し
て
従
術
の
税
率
よ
-
も

｢
丁
度
年
額
｣
"o
ne
f
u)l
m
.yt弓
だ
け
多
-
の
輸
入
税
を
課
す
る
と
と
が
規
定

さ
れ
た
.

1
六
八
五
年
'
更
に
倍
額

1
0

0
榛
に
射
し

一
〇
碑
の
附
加
的
課
税
が
行
は
れ
'

l
六
九
〇
年
に
は
税
率
は
更
に
そ
の
借



初

(
二
〇
バ

ー
セ

/
ト
)

と
な
っ
た
｡

〓
ハ
九
七
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絹
製
口川
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
輸
入
が
禁
止

せ
ら
れ
'
最
後
竺

七

〇
1
年
に
は
‥

(.㌦

シ
ャ

･
印
度
及
び
支
部
か
ら
の
絹
織
物

･
金
巾
幣
を
再
輸
出
の
と
き
ま
で
関
税
委
貞
倉

の
指
定
す
る
倉
庫
に

預
納
す
る

JJ
と
を

強
制

し
､
こ
れ
等
の
商
品
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
怠
け
る
使
用
を
'
二
〇
〇
襟
の
罰
金
を
も
っ

那

て
禁

止
す
る
法
律
が

硬
布
せ
ら
れ
た
.

と
の
や
う
な
東
洋

の
織
物
に
封
す
る
重
商
主
義
的
な
伶
人
制
限
政
策
は
'
東
印
度
骨
社
の
貿
易
情
動
を
甚
し
-
阻
碍
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
｡
彼
等
は
最
早
､
印
度
の
商
品
の
大
量
の
輸
入
に
よ
っ
て
生
す
る
莫
大
な
商
業
利
潤
に
興
る
と
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
｡

彼
等
は
益
荷
の
ま
1

で
婦
航
す
る
か
､
さ
も
な
け
れ
ば
､
到
底
費
用
を
償
は
な
い
や
う
な
支
那
の
陶
器
で
も
積
ん
で
ゆ
-
よ
り
仕
方

が
な
-
な
っ
た
｡
こ
1
忙
東
印
安
倉
社
が
'
第
十
十
世
紀
末
葉
か
ら
茶
々
帯
板
的
に
支
那
貿
易
の
開
拓
に
罪
-
出
す
に
至
っ
た

.L
つ

の
導

因

が
輿

へ

･1Llれ
た
o
r.砕
北
は
披
J#
の
印
米
貿
易
の
､エ
紫
な
部
分
に
お
い
1TJ
利
潤
を
紫
げ
.ĥ,
望
み
が
な
く
JLtIn/
光
れ
て

Tt･
,tiL

>TF

支
那
貿
易
を
変
異
せ
し
め
る
や
う
に
導
か
れ
た
｣
の
で
あ
る
O

,

し
か
も
'
恰
も
そ
の
頃
'

1
つ
の
新
し
い
貿
易
商
品
が
硯
ほ
れ
て
某
印
露
命
杜
の
活
動
を
茶
々
支
那
の
方
に
吸
引
し
た
.
そ
れ
は

茶
貿
易
の
登
場
で
あ
っ
た
｡
印
度
織
物
の
輸
入
禁
止
を
受
け
た
東
LuB
安
食

牡
は
､
こ
れ
に
代
る
べ
き
何
も
の
か
を
求
め
て
ゐ
た
が
'

彼
等
は
そ
れ
を
支
部
の
茶
に
お
い
て
蔑
見
し
た
O
茶
は

1
六
lrハ
〇
年
以
前
に
患
い
て
は
東
印
度
貿
易
品
目
と
し
て
殆
ん
ど
知
ら
れ
て

ゐ
な
か
つ
た
が
'

1
六
六
五
年
､
董
櫓
及
び
東
京
に
商
館
を
建
設
し
て
以
釆
漸
-
輸
入
1t)れ
始
め
た
｡

1
六
六
七
1
八
年
'
バ
ン
タ

ム
の
代
理
商
は

｢
百
封
慶
の
最
長
の
茶
｣
の
連
字
旦
受
け
た
Q
そ
の
翌
年
に
は
.I(
ン
ク
ム
か
ら

t
四
三
封
産
の
茶
が
イ
ギ
リ
ス
に
帝

人
さ
れ
'

攻
の
三
年
間
に
は
三
四
六
封
度
が
.

1
六
八
〇
年
代
の
最
後
の
二
車

間
に
は
五
､0
五
七
封
宴
が
輸
入
さ
れ
た
.

1
六
八

イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
主
義

璽

1巻

.
二
三

第

表

二
三



イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
主
義

第
三
番

二
四

第

一
統

二
四

五
-

一
七
〇
〇
年
の
問
に
お
け
る
輸
入
額
は
三

ハ
六
､
六
〇
1
封
変
で
あ
っ
た
｡

そ
の
頃
'

イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
階
級
の
間
に
茶
に
封

す
る
噂
好
が
急
速
に
普
及
し
っ
-
.

あ
つ
た
が
'
そ
の
間
の
事
情
は
'

1
六
八
五
年

'r
月
'
東
印
度
食
紅
理
事
合
か
ら
フ

オ
ー
ト

･
セ

∴

イ
ン
ト

･
'･,h
n
1
.,,L
に
宛
て
ら
れ
た
攻
の
菩
静
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
0
日
-

｢
茶
は
雷
地
に
お
い
て
蹄
品
と
な
っ
た
｡
わ
れ
わ
れ

は
官
延
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
有
力
な
友
人
忙
1)れ
を
贈
る
機
藷
が
･.ilT
･hC)か
ら
'
在
年
=,In
･六
･C
柁
･S
衆
上
の
茶
を
講
附
ru
れ
尭
5
;

吹
-.td
q1
.づ
け
..
そ
の
中
に
練
魚
の
骨
布
物
を
鼓
も
多
-
含
む
も
の
が
満
も
欣
ば
れ
る
｣
と
O

乗
即
旋
食
紅
は
最
初
は
支
部
の
茶
を
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
貰
っ
て
ゐ
た
が
'
漸
次
こ
れ
を
直
接
支
部
に
率

い
て
買
付
け
る
こ
と
を
試

み
る
ヤ
う
に
な
っ
た
｡

1
六
九
八
年
以
後
'
骨
社
は
支
那
の
商
館
に
封
し
て
'
次
の
や
う
な
茶
の
注
文
を
蟹
し
て
ゐ
る
｡

〓
ハ九
八
年

〓
ハ
九
九
年

7
七
〇
〇
年

普
通
の
第

三
〇
〇
桶

･

三〇〇〝

一
〇
〇
-

一

五
〇

〃

LI-
T-

武

奔

茶
二
桶

八
〇

〃

五

〇
･1
六

〇
〃

こ
の
や
う
な
支
部
に
お
け
る
茶
貿
易
の
商
業
利
潤
が
'
こ
れ
等
の
地
方
に
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
老

爺
々
多
量
に
黄
り
捌
-
必
要
と
結

び
つ
い
て
'
第
十
七
世
紀
末
葉
以
後
に
お
け
る
某
印
度
食
紅
の
支
部
進
出
を
益
々
積
極
的
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
.

と
の
や
う
な
車
展
を
更
に
決
定
的
丘
ら
し
め
た
も
の
は
､

1
六
九
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
(蘇
)
末
印
度
食
紅
の
設
立
で
あ
っ
た
.
こ

の

新
食
紅
の
設
立
を
時
機
と
し
て
'
イ
ギ
-
ス
の
支
部
進
出
は
新
し
い
段
階

(所
謂
第
E
l期
)
に
入
っ
た
の
で
あ
る
｡

元
来
'
東
LllB
度
合

社
は
､
第
十
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
な
ほ
商
業
資
本
的
性
格
を
残
存
せ
し
め
て
を
-
'
そ
の
限
り
に
お
い
て
東
印
度
貿
易
は
イ
ギ

リ
ス
産
美
資
本
の
利
害
と
屡

々
矛
眉

･
衝
突
を
生
じ
た
が
'
JJ
れ
等
の
産
業
資
本
の
攻
撃
が
下
院
を
足
場
と
し
て
痛
烈
に
食
紅
に
加



一

へ
ら
れ
る
と
･と
も
に
'
某
即
座
倉
敢
百
闇
の
内
部
に
お
い
て
も
､

l
六
八

〇
年
代
以
後
に
お
い
て
漸
次
'
紛
孝
と
分
裂
の
徴
が
規
は

れ
始
め
た
?
即
ち
王
政
復
古
以
来
､
玉
梓
と
結
合
し
て
ゐ
た
食
紅
内
部
の
支
配
的
重
役
園
に
封
し
て
'
白
由
主
薬
的
反
射
波
が
擾
頭

し
解
っ
た
の
で
あ
る
.
.-,b
白
サ
イ
ヤ
･
チ
ャ
イ
ル
ド

(1osa-
C
hi1.1)
と
ト
ー

マ
ス
･バ
ビ
ロ
ン
(T
h
o
m
a
s
P
a
pitIon)
を
中
心
と
す
る

バ
ビ
ロ
ン
の
ホ
イ
･i
グ
畳
が
勝
利
を
占
め
,.
そ
の
結
果
と
し
て
膏
東
印
度
合
社
に
封
杭
し
て
､
産
業
資
本
豪
骨
を
背
景
と
す
る
イ
ギ

-
ス
(蘇
)
末
印
度
食
紅
の
成
立
を
み
る
に
至
っ
た
.

新
骨
社
は

1
六
九
八
年
'

イ
ン
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
さ
れ
て
'
｢
イ
ギ
リ
ス
末
tLi皮

骨

社｣
(E
n

glish
C
o
m
p
an
y
tra
d
,n
g
ln
tO
th
e
E
asニ
n
d
ies
)
と
解
し
た

(新
富
南
東
印
度
分
社
は
右

O
i
r牢
に
至
っ
て
qn
併
し
l1
).

L
J
の
新
来
和
食
融
は
.
縦
帝
の
も
の
に
は
し
て
｡
-二

つ
圭
答

L

こ
こ

ニ
Lj
7rl
fh
lu.1,dllV
第
二
J
J7"
.rl
^
｣

.
t7
--
.h
.L
)
.̂
LTJ

e
･

l

.

れ
拭
イ
ギ
リ
ス
酷
柴
'
殊
陀
毛
織
物
H
潔
の
た
め
に
市
場
を
附
耕
し

小

商

品

を

牌
襲
す

る

職

能
変
積
極

的
に
鼎
空

っ
と
す
る
熱
意
に

燃
え
て
ゐ
た
や
う
に
み
え
る
｡
新
東
印
度
食
紅
が
'
支
部
や
日
本
に
お
い
て
'
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
た
め
に
市
場
を
見
出
さ
う
と
し

.
T

て
如
何
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
は
'
脅
杜
の
理
事
か
ら
管
貸
人
に
封
し
て
輿

へ
ら
れ
た
次
の
や
う
な
菩
翰
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
.
殺

し等
は

1
六
九
九
年
に
か
う
書
い
て
ゐ
る
.

｢
わ
が
国
の
毛
織
物
'
そ
S
他
わ
が
国
の
廃
物
や
'
若
し
-
は
そ
の
他
の
ヨ
ト

ロ
ツ
パ
商
品
の
最
大
量
を
責
捌
-
LIめ
に
､
凡
ゆ
る
出
雑
事
LILっ
い

て
'
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
に
役
立
つ
こ
と
は
何
事
で
も
進
言
ぜ
よ
O
わ
れ
わ

れ
は
､
日
本
と
の
貿
易
に
入
る
道
を
開
-
こ
-
が
で
き
.
A
dil従
来

以
上
に
わ
れ
わ
れ
の
毛
織
物
製
品
の
多
量
の
販
路
を
見
出
し
う
る
期
待
か
ら
､
こ
の
北
部
の
定
住
地
リ
ン
ボ
ー

(I.1m
p
O
)
に
射
し
て
非
常
な
希
望

を
抱
い
た
O
こ
の
二
つ
の
希
望
を
詣
刀
は
追
求
す
べ
き
で
あ
-
'

こ
れ
に
関
す
る
明
細
な
聖
二EZと
報
告

と

を
わ
れ
わ
れ
に
輿
へ
ら
れ
た
い
o｣
と
O

ま
た
そ
れ
か
ら

1
年
後
に
も
､
彼
等
は

イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
重
商
主
我

第
三
巻

二
五

第

1
班

二
五



イ
ギ
リ
ス
の
支
那
進
出
と
軍
商
土
器

第
三
番

二

六

第

一
姫

二

六

｢
わ
れ
わ
れ
は
､
わ
が
イ
ギ
リ
ス
製
毛
織
物
製
品
に
封
す
る
斯
学
で
促
進
し
.
骨
加
す
る
こ
と
を
熱
望
L

T

Lt.h
LT
｡
従
っ
て
そ
の
住
居
(支
那
人
)杏

L
T
t
こ
れ
を
尊
重
せ
し
め
る
苧
っ
に
凡
ゆ
る
努
力
を
掃
っ
て
ほ
し
い
Q｣

と
か
き
i
更
に

l
七

1
0
解
に
も

.ノ..

.
IJ

Lt
.㌧
れ
.ハ･..∵
つば
.
･lyr,m
は
朗
家
の
利
品
と
.･11
る
で
あ
ら

H
J

∴

.I.

.1

∴
＼
rT
I
i,
∵
=.
.､
.,
]/
.
････
.

年
々
如
何
な
る
稽
塑

色
各
月
は
数
量
の
毛
織
物
若
し
-
は
そ
の
他
の
イ
ギ
リ

r(
品
が
実
れ
る
か
に
つ
い
て
'
･16に
凡
ゆ
る
ヨ
ー
h
ツ
パ
商
品

に
封

し
て
如
何
な
る
僻
格
で
慮
れ
る
か
等
に
つ
い
て
怠
ら
ず
調
査
す
べ
L
o｣

と
書
き
送

っ
て
ゐ
る
.
新
京
印
度
倉
杜
は
､

7
六
九
九
年

マ
ッ
ク
ル
ス
フ
イ
ー
ル

ド既
を
襖
門
に
造
り
､
聖

1
七

〇
〇
年
に
は
ト
ラ

ム
ポ
ー
ル
競
及
び
イ
ー
,l
ン
既
を
舟
山
に
沢
遺
し
て
支
部
と
の
貿
易
の
開
拓
を
企
て
た
が
､
そ
の
際
'
嶺
等

の
意
園
し
た
と
と
ろ
が

昔
時
益
々
聾
達
し
乗
っ
た
イ
ギ
リ

ス
毛
織
物
工
業
の
た
め
の
寮
汎
な
市
場
を
､
支
郡
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
､
こ

れ
に
よ
っ

て
垂
-
明
白
で
あ
る
.

わ
れ
わ
れ
が
'

新
京
即
鹿
骨
杜
の
設
立

(
二
ハ
九
八
年
)
若
し
-
は

新
嘗
雨
骨
杜
の
合
併

(
一
七
〇

二
年
)
の
時
期
を
も
っ
て
'

イ
ギ
リ
ス
の
支
部
に
封
す
る
組
織
的

･
精
力
的
な
選
出
の
始
期
を
割
き
う
と
思
ふ
の
は
､
こ
の
や
う
な

理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
'
第
十
七
世
紀
末
若
し
-
は
第
十
八
世
紀
初
頭
以
後
に
お
い
て
'
毛
織
物
産
業
資
本
を
背
景
と
す
る
イ
ギ

ヮ
ス
勢
力
の

安
部
侵
入
の
過
程
が
'組
織
甲

精
力
的
に
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
更
に

l
暦
暴
力
的
な
形
態
を
と
り
.

支
部
を
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
た
め
の
半
植
民
地
に
ま
で
緊
縛
す
る
に
至
っ
た
の
は
'
イ
ギ
リ
ス
本
園
に
お
い
て
毛
織
物
工
兼
に
代
る

1

盾
強
力
な
木
綿
工
業
が
護
展
し
'
イ
ギ
リ
ス
の
国
力
が
経
碑
的
に
も
政
治
的
に
も

1
段
と
強
化
さ
れ
た
'
第
十
八
世
紀
末
若
し
-
は
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