
欝
の
.敏
捷
ビ
該
地
に
於
け
る
聴
殊
の
地
的
楯
件
ど
の
,闘

係
を
:-1
か
に
し
如
何
に
八
強
が
基
の
地
的
婁
境
に
影
響

せ
ら
れ
p
之
れ
に
順
燃
し
著
し
-
は
之
れ
を
支
配
し
た

る
か
の
種
別
な
る
場
令
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事

･/J
な
っ
た
O
A
r
H
は
漸
-
基
本
的
地
丁櫛
的
作
業
を
終
れ

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
作
業
中
乗
付
け
る
考
へ
の

T
端
を
威
し
以
て
後
日
の
研
究

に
資
せ
ん
だ
す
る
の
で

あ
る
｡
(
1九
二
苅
エ
ハ
二
l
)

鍾

束

大
震

災

F
,

)

神

戸

港

大
正
十
二
年
九
月
の
閥
東
大
農
鹿
が
p
紳
声
港
に
如

何
な
る
形
準
を
及
ぼ
し
吾
か
/̂J
M
ふ
こ
/̂J
は
'
興
味
あ

る

山
題
目
た
る
を
失
は
ね
.
附
し
て
そ
れ
は
'
簡
単
に

云
へ
ぼ
横
渚
の
衰
微
に
代
る
紳
声
の
典
隆
で
あ
る
が
､

詳
細
に
観
察
す
れ
ば
'
そ
の
間
に
叉
種
々
の
問
題
が
あ

る
標
で
あ
る
｡

本
篇
に
は
ま
だ
し
て
大
正
十

一
年
以
後
三
ヶ
年
臥
統

計
を
引
用
す
る
｡
選
炭
は
大
正
十
二
年
の
九
月

l
口
で

あ
っ
た
か
ら
.
十
二
年
の
統
計
に
は
貫
凝
離
の
状
態
ビ

麓
英
後
の
状
鰻
ĴJ
が
.
二
ビ

1
の
制
令
で
混
入
舶
殺
し
t

開
架
大
臣
炎
で
剛
戸
汚

西

砲

正

夫

で
敦
ほ
れ
て
屠
る
笠
で
あ
る
｡

元
凍
横
潰
'
神
戸
の
両
港
が
我
が
囲
貿
易
界
の
二
大

闘
･yJ
し
て
束
酉
に
雄
副
し
て
屠
る
三

富
ふ
こ
E
は
､
僅

々
二
三
十
年
雄
の
こ
と
で
'
明
治
の
前
年
に
於
で
は
横

渚
の
盛
況
に
比
し
て
p
神
戸
の
微
々
た

る
状

髄
は
到

底
比
硬
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
即
ち
明
治
元
年

に
於
げ
ろ
戯
易
帝
を
見
る
ビ
P
横
渚
は
金
閣
の
八
割
を

古
め
p
紳
月
は
僅
か
に
四
分
を
占
む
る
に
過
ぎ
な
か
っ

た
｡
明
治
三
年
以
後
翻
月
の
輩
境
捕
著
し
-
P
六
年
に

は
輸
出
入
組
頻
に
劃
し
て
.
横
演
が
七
糾

小
舟
p
紳
声

ニl七

三
七



地

球

山
制
七
分
ど
な
っ
た
｡

そ
し
て
明
治
十
七
年
頃
か
ら
は

横
葛
の
貿
易
は
漸
次
披
少
し
た
に
反
し
て
p
神
戸
は
依

戯
ビ
し
て
将
卸
し
た
の
で
二

手

年
に
は
横
潰
六
割
三

分
'
紳
空

面

八
卦
/̂J
な
-
二

二
十
年
に
横
潰
四
割
六

分
p
和
声
四
劉
四
分
二

二
十

毒

に
横
渚
の
四
割
三
分

に
射
し
て
和
声
四
割
五
分
ど
な
っ
て
始
め
て
其
位
置
が

顛
倒
し
た
.
併
し
こ
れ
は

7
時
的
現
象
で
あ
っ
て
二

二

十
三
年
に
は
両
港
同
率
ど
な
-
二

二
十
四
年
以
後
は
神

戸
は
横
演
の
下
位
に
落
ち
七
大
iE
四
年
ビ
六
年
ビ
は
神

戸
が

7
位
に
上
っ
た
i
け
で
.
そ
の
後
は
常
に
横
渚
が

上
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
怨
る
に
そ
れ
が
雷

管

よ

っ
て
二

二
度
形
勢
は
逆
槽
す
る
に
至
っ
た
｡

J
J
.･LJ
T
∵
]･
.川

t
P
i(11品
､拘
7.也

1'
八
[
0
､
三
四

一q
.竺

七
､
宗

一

7､
四
四
r
毒
九

7､
九
八
r
O
空

言
､
叩
]7115
､
八
三

1,
八
〇
佃
､
一
書
I

1.I､完
エ
､L▲九.0

四､ニ
苔

､
望

三

孟

心
､
〓

1

1,
0
0
?
､
九
3.

.

:I(

1

､山東'd
､O
l!l.?

宍

0
､
克
畑

1,
品

佃
t
o
lrlれ

]､?:
i山ー
]一.I.;1...I,'i

弟
三
幼

望八

三
八

こ
の
表
に
よ
っ
て
見
る
ビ
P
横
潟
は
そ
の
重
囲
に
封

す
る
制
令
か
p
十

仙
年
に
は
四
割
三
分
九
性
で
p
和
声

の
三
割
二
分
二
厘
よ
-
も
ず
つ
ビ
多
か
っ
た
が
p
十
二

年
に
は
急
城
し
て
三
割

7
分
ど
な
-
P
紳
声
の
三
割
九

分
人
煙
よ
rL,
も
滝
か
に
下
っ
た
｡
そ
し
て
大
正
十
三
年

に
は
横
潰
は
擾
典
の
繭
に
つ
い
た
に
も
拘
は
ら
や
'
伸

輔
月
よ
-
も

!
捌
以
上
少
い
ざ
い
ふ
状
況
で
あ
る
0
蓋

し
横
演
が
状
態
に
復
し
て
.
卯
月
を
凌
盈
す
る
の
は
､

陶
数
年
内
の
こ
亡
で
は
あ
る
ま
い
ご
恩
は
れ
る
O

次
に
神
戸
港
の
貿
易
に
就
て
.
今

1
庶
詳
し
-
観
察

し
て
見
る
｡
元
来
こ
の
港
は
輸
入
港
ビ
し
て
名
高
い
港

で
'
輸
入
は
常
に
輸
出
よ
-
-
著
し
-
多
い
｡
そ
れ
が

震
農
の
影
響
./J
し
て
､
愉
人
に
聴
け
る
増
加
は
あ
ま
わ



苓
し
-
な
い
の
に
､
帝
に
輪
的
の
み
が
急
激
な
増
進
-Cn･,

な
し
て
摺
る
こ
E
は
'
前
の
表
で
も

1
迫
-
明
瞭
で
あ

る
が
p
寅
に
次
の

f
表

を
見
れ
ば
よ

-
わ
か
る
Q

珊 PI;ITr:i
計 料

享itlLFIT
幼

t-T rTrl
lLl1日日日川

原 原 同 食
料 料
川 料 製 粗
教 法 淑
T7 FT晶 晶IlnllLl

1.回1..I

金

製

晶

二二

'し∴ -TLl 1:-I.

即
ち
輸
入
村
に
於
で
は
大
k,Jな
鼻
化
が
報
い
の
に
.

輸
出
断
の
増
加
が
著
し
い
褒
め
に
p
嘗
て
は
輸
入
ビ
輸

出
が
三
ビ

山
の
制
令
で
あ
っ
た
も
の
が
.

1
躍
し
て
二

ど

T
の
制
令
ど
な
-
'
輸
入
港
た
る
紳
声
の
特
色
に

一

大
縫
化
を
姉
た
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
東
に
如
何
な
る
種
曲
の
一輪
出
入
晶
が
､
最

も

大
な
る
壁
化
を
沸
し
た
か
を
見
よ
-
O

I;Ill(

- 一･･.･.■←一･･一一 --▲一一J
望 諾 三 望_孟 _義

I-I
.I
-

.

.I-

･iI:-ミ十
0)で咋
精ろ布

同

型
泣
晶

.!
17'韻
0

善 真 言 憾萱を

開
放
大
賢
灘
1}帥
戸
捲

こ
れ
に
よ
っ

て見
る
E
.
輸
入
の
方
は
概
し
て
各
軸

基
準
均
し
て
増
加
し
て
屠
る
の
に
､
愉
出
の
方
は
頗
る

不
揃
で
､
就
中
原
料
用
製
品
の
将
加
は
政
も
著
し
-
て

二
五
〇
蟹

不
し
.
金
製
品
及
び
原
料
品
も
亦
他
の
頻
に

比
べ
る
ビ
制
令
に
将
加
が
甚
し
い
.
そ
こ
で
家
に
抽
出
の
各

晶
別
に
調

べ
て
見
る
に
.十

一
年
分
hCq･J甫
ビ
し
て
の
十
三

年
の
指
数
が
二
肯
以
上
を
示
し
て
居
る
も
の
は
p
原
料

品
中
で
は
厨
綿
厨
綿
糸
､
締
屑
物
'
原
料
用
製
品
中
で

は
薄
荷
膳
･生
糸
.餓
修
竿
板
｡庇
奥
田
p金
製
品
で
は
羽

二
重
･堀
緬
｡富
士
粥
ボ
ン
'-,b
I
･雅
子
･生
食
巾
及
生

シ

二一九

三
九



地

球

-
チ
ン
グ
美

空
布
｡相
恩
洛
巾
｡芋
巾
｡
印
刷
料
紙
･
翫

長
竿
で
p
殊
に
絹
屑
物
は
千
六
育
四
.
羽
二
重
は
.LITL千

四
百
六
十
二
p
富
士
絹
ポ
ン
ジ
ー
は
千
首
二
十
七
.
手

巾
は
千
二
百
七
十
ビ
い
ふ
指
数
を
示
し
､
丑
糸
は
十

i

年
に
絶
無
で
あ
っ
た
か
ら
.
滴
数
無
限
大
/̂J
な
る
わ
け

解
四
番

節
三
耽

莞
〇

四
〇

蓋

し
震
兼

備

に
於

て

p

鎮

糸
の

輸

出

は
構

清
の
猫
古

で
あ

-
.
絹
織

物

も

亦

殆

ん

t
,/J
横

潰

港

の
猫

舌
で
､
大

正
十
叫
年

に
於

で
金

剛

の

約
九

割

を

古

め
'

和
声
は
僅

か
に
八

分

徐

を

青

め

る

に
過
ぎ

な

か

っ

た
O

こ
れ
に
は

弛
堺

的

必

然

の

埋

由

は

比

槙
的

薄

弱

で

'

寧

ろ
よ
-
多

脚

刑.

…

Ⅶ
以

旦

〟

-

歴
史

的

の

影

響

で

あ
っ
た
｡

党

づ

生

糸

貿

易

に

就
て
見
る

ど

.

その抽

出

は

横

潰
開
港
ビ

同時に開始され､

構
潰
神
戸

の両港がその輸出港で
'
明

治二十九年には爾捲̂/Jも
に

生糸検査所が設漉され,Eが

潜時我が団に於ける生糸の

生産は､闘詫及中部地方が

で
あ
る
｡
叉
債
格
の
瓢
か
ら
云

へ
ば
､
蕉
糸
の
八
千
八

百
前
回
､
朋
二
義
の
五
千
武
育
苗
園
､
富
土
崩
ボ
ン
.･rh

I
の
療
千
八
百
苗
圃
等
が
査
輸
出
品
中
の
敢
右
翼
を
古

め
て
屠
る
の
で
あ
る
か
ら
.
要
す
る
に
神
戸
港
の
輸
出

の
増
加
は
､
銀
糸
･JJJ
絹
織
物
の
増
加
に
よ
る
ビ
断
足
し

で
よ
い
わ
け
に
な
る
の
で
あ
る
｡

薫産地で.閥閣地方は微々たるものであったか

ら､従って横鱗の輸出は益々感にな-.帥月は

蓬に落伍して'その槍登別も明治三十三%限-

廃

止されるに至った｡

そ

のF後日霧散軍があ-.放射大戦が起るに至

っ
て
､
本

邦の生糸業は躍進的静展を蓬げ'世嵐山



第

7
の
供
給
園
た
る
に
至
っ
た
が
ー
そ
の
輸
出
は
依
然

ビ
し
て
横
潜
の
狗
占
で
あ
っ
た
O
殊
に
閲
両
地
方
の
生

糸
業
が
大
に
験
逢
し
て
p
囲
兼
地
方
を
凌
駕
す
る
に
至

っ
て
も
.
佃
横
潰
が
そ
の
愉
出
を
狗
占
し
て
層
た
こ
と

は
p
地
域
的
事
情
を
無
現
し
た
不
自
然
現
象
で
あ
っ
た

笠
謡
っ
て
も
よ
い
｡

こ
の
歴
史
的
因
習
を
打
破
し
た
も
の
は
貨
に
闇
米
大

地
震
で
あ
っ
た
O
横
潰
全
滅
5,J
同
時
に
神
戸
が
活
磯
を

始
め
た
P
S員
込
問
屋
が
出
凍
る
P
輸
出
商
が
出
凍
る
｡

十
三
牛

山
月
に
は
市
波
の
検
査
所
も
不
完
盆
な
が
ら
事

業
を
開
始
す
る
.
倉
庫
が
出
凍
る
'
同
業
組
令
が
設
漉

さ
れ
る
0
陣
容
が
次
第
に
整
っ
て
来
た
の
で
.

1
時
横

晋
の
躍
起
連
動
か
ら
P

7
港
iii義
だ
の
二
港
韮
義
だ
の

ど
.可
成
-
何
例
な
問
題
も
起
っ
た
け
れ
で
も
P
兎
も
角

も
現
今
金
輸
堕
尚
の
五
分
の

一
内
外
を
和
声
か
ら
輸
出

閑
東
大
買
汲
1)
納
戸
招

し
っ
ゝ
あ
っ
て
､
年
A,J
共
に
潜
展
の
勢
を
示
し
て
層
る

両
港

輸
出
高
消
長
の
模
様
は
別
表
の
迫
-
で
あ
る
O
こ

れ
に
よ
る
･.･J
農
農
政
後
四
ケ
月
の
紳
声
の
輸
出
は
'
同

期
間
の
横
潟
の
二
割

一
分
を
占
め
､
大
正
十
三
年
中
の

抽
出
高
は
'
神
戸
は
横
清
の

7
割
四
分
､
大
正
十
四
年

の
二
ケ
月
間
で
は
二
割
四
分
}J
な
っ
て
居
る
｡
そ
し
て

紳
声
に
入
荷
す
る
生
糸
の
産
地
は
'
開
両
地
方
を
iiす

す
る
二
だ
勿
静
で
p
就
中
徳
島

･
愛
媛
が
最
も
多
-
.

鹿
見
島
｡宮
崎
｡贋
島
エ
二
重
･和
歌
山
の
各
版
が
之
に
次

冒
.
長
野
も
亦
相
恩
の
数
に
上
っ
て
居
る
｡
そ
こ
で
今

後
の
趨
勢
を
鞄
想
す
る
に
.
少
-
ど
も
聞
酉
に
塵
す
る

生
糸
の
重
畳
ビ
同
額
ま
で
は
､
榊
声
か
ら
輸
出
さ
れ
る

の
が
自
然
で
は
無

い
で
あ
ら
う
か
.
若
し
果
し
て
然
ら

ば
'
神
戸
の
生
糸
輸
出
は
現
在
の
二
槽
乃
至

二
倍
ま
で

も
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡

併
し
乍
ら
現
在
の
魔
で
+.
生
糸
輸
出
港
ビ
し
て
の
横

盛
の
勢
力
は
p
容
易
に
侮
り
難
い
も
の
が
あ
っ
て
p
腐

史
的
の
惰
力
は
中
々
頬
覆
し
そ
う
に
は
見
え
ぬ
｡
神
戸

が
之
に
封
抗
し
得
る
の
は
､
ま
だ
-
1
近
い
赫
雑
に
は

期
待
が
出
雄
ぬ
｡
然
る
に
謂
織
物
に
至
っ
て
は
､
基
礎

ニ

ニ

ー

四

一



地

域

化
の
状
況
が
墓
も
描
潜
で
p
震
英
を

tJ
エ
ポ
ッ
ク
.,J
し

て
横
潰
ビ
紳
声
だ
が
金
-
其
の
位
置
を
交
換
し
た
こ
だ

が
'
別
表
に
よ
っ
て
明
瞭
に
わ
か
る
の
で
あ
る
｡

元
凍
碑
月
港
に
於
け
る
絹
織
物
の
輸
出
は
'
選
炭
前

は
薯
に
微
々
た
る
も
の
で
.
大
正
十

叫
年
の
統
計
に
よ

節
四
番

第
三
班

孟

二

四
二

な
っ
た
｡

殊

に
震
英

前

後

の

ニ
)

ヶ

月
間
p
横
雷

の
輸

出

が
殆

ん
.PF/.J
絶

無

ど
な

っ
た

時

p
神

戸
が
!
渡

し

て
以
前

の
横
潰

よ

-

も
以

上

の
輸

出
高

を

示
した
こ
だ

は
'
薯

に
急
激

驚

-

べ
き

の

婁

化

で
あ

っ

た
.

蓋

し

我

が

随

に
敷

け

る
輸

出

覇

織
物
の
産

地

は
'

閑
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勢 過 出愉 糸 生 港 両

兼

･

奥
親
の
方
面

に
比
較

的

多
-
､
開

蘭

に
は
殆

ん

三

で
ふ
に
足

る
も

の
が
無

い

か

ら
､
横

渚

が
そ

の
圭

な

る
輸

出

港

ど
な

る
の
は

常

前

の
標

で

あ

る
が
二

瓶

升

･
石

川

｡
岐

阜

等

の

羽

二

重

や

富

士

刑

は

'

帥

月

か

ら

輸

出

す

る
方

が

地

堺

的

る
亡
.
横
清
の
九
千
六
百
七
拾
苗
圃
に
射
し
て
神
戸
は

八
百
七
拾
苗
圃
で
､
金
団
に
封
す
る
制
令
は
横
潰
が
八

期
九
分
六
厘
p
神
戸
が
八
分

i
厘
.
紳
月
は
横
渚
の
九

分
除
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
､
大
正
十
二
年
に
は
紳
声
は

横
欝
の
六
割
六
分
に
上
-
p
翌
年
に
は
位
佐
倉
-
泣
晒

し
で
横
活
は
細
田
.の
七
分
を
青
む
る
に
過
ぎ
な
い
標
に

白

熱

で

な

-

で

は

な

ら

ぬ

｡
そ

れ

が

碓

雑

不

便

な

横

漆

を

経

て

居

た

の

は

'

侍

課

の

結

果

商

業

機

観

が

紳

声

方

南

に

不

備

で

あ

っ

た

渇

め

で

あ

る

.

虞

英

は

こ

の

不

自

然

を

仝

-

白

魚

に

踊

ら

し

め

た

｡

否
横

演

の

位

置

を

紳

声

が

奪

っ

て

反

射

に

不

日

然

な

現

象
を
生

じ

っ

＼

あ

る

｡

.即

ち

帥

月

か

ら

抽

出

す

る

滞

織



物
の
産
地
を
見
る
ど
､

0
(U

羽
こ
認

河
井
五
割

､
石
川
三
割
､
川
供
二
割

0
0

c

o

o

O

富
士
細

石
川
四
割
､
一仰
非
二
割
J.
肢
払
拭

松

二

割
､
嗣

止

足

利

二

割

絹
紬

耐
非
六
制
､
映
J…L
三
割
.

竺
玄
ふ
凪
に
p

横
潰
か
ら
抽
出
す
る
を
便

ビす
る
地
方

ま
で
が
p
紳
声
か
ら
輸
出
し
て
屠
る
奇
現
象
を
見
る
の

で
あ
る
O

i
甫
叉
取
扱
業
者
か
ら
云
っ
て
も
P
欧
米
人

の
絹
物
輸
出
商
は
帥
声
丸
剤
p
横
渚
に

一
割
の
制
令
印

投
入
は
六
割
ま
で
帥
声
に
あ
っ
て
輸
出
に
催
事
し
て
屠

a
.
邦
人
の
輸
出
商
も
亦
震
後
.
横
盛
か
ら
神
戸
に
移

晒
し
た
も
の
が
非
常
に
多

い
の
で
あ
る
｡
こ
の
勢
か
ら

考

へ
る
ビ
P
横
渚
が
そ
の
L勢
力
を
軌
回
し
て
p
紳
声
ビ

対
抗
し
得
る
の
画

期
は
､

l
寸
容
易
に
は
来
な
い
こ
と

で
あ
ら
う
｡

そ
こ
で
最
後
に
考

へ
て
見
た
い
こ
E
は
.
霞
英
に
よ

っ
て
生
糸
ビ
絹
織
物
の
輸
出
港
に
大
童
化
を
雑
し
た
が

生
瀬
は
依
然
だ
し
て
横
拓
が
優
勢
で
あ
る
の
に
p
絹
織

物
は
紳
月
の
労
が
非
常
に
優
勢
に
な
っ
た
の
は
何
故
で

あ
ら
-
か
O
叉
生
糸
は
多
少
不
良
熱
に
横
潰
に
集
中
し

絹
織
物
は
反
射
に
帥
月
に
向

つ
て
不
自
然
に
集
中
し
た

陥
放
火
監
灸
だ
帥
戸
碓

の
は
何
故
だ
ら
-
か
O
こ
れ
を
純
然
た
る
地
理
的
現
象

ビ
は
見
る
こ
と
が
出
凍
ぬ
｡
蓋
し
生
糸
の
輸
出
は
横
雷

の
堂
命
で
あ
る
か
ら
P
こ
れ
が
同
役
に
は
死
力
を
義
し

た
が
'
解
職
物
に
至
っ
て
は
七
倍
格
の
瓢
か
ら
云
っ
て

も
左
程
重
薯
で
な
い
か
ら
P
横
渚
の
努
力
が
神
戸
に
及

ば
な
か
っ
た
謂
め
な
の
だ
ら
-
.
人
間
の
意
志
は
百
由

で
あ
る
か
ら
'
岩
境
に
封
す
る
腰
答
が
必
怨
的
で
無

い

の
は
云
ふ
迄
も
な
い
.

こ
れ
は
地
理
的
現
象
を
研
究
す

る
も
の
ヽ
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ
る
｡

本
打

払
欝
す
る
に
あ
i
1リ
､
貿
盟
な
デ
ー
タ
私
提
供
せ
ら
れ
た
押
声
摘

梨
骨
瑞
所
の
好
讃
,仲.多
甜
す
O

蓋

三

四
三


