
に
依
っ
て
近
世
の
筥
済
荘
の
虚
数
や
、
食
費
支
給
の

購
役
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。

　
　
中
世
後
期
農
村
の
経
済
的
構
造
．
と

　
　
そ
の
変
遷

　
相
模
国
柳
川
郷
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
昭
聯
縞

入
年
の
成
稿
で
あ
る
。
柳
川
郷
に
は
永
正
四
年
、
慶
長

十
六
年
、
廓
兄
永
十
七
年
の
検
地
帳
が
保
存
さ
れ
て
い

る
の
を
利
用
し
て
、
嘗
っ
て
乙
木
荘
の
研
究
に
用
い

た
の
と
同
様
な
研
究
法
に
依
り
、
颪
二
十
年
以
上
に

亙
る
長
い
期
先
に
亙
る
柳
川
郷
の
経
済
的
構
造
の
変

化
を
明
ら
か
に
し
た
。
村
民
一
戸
毎
に
そ
の
保
有
す

．
る
照
畠
屋
敷
の
面
積
を
計
出
し
、
そ
れ
を
基
に
し
、

統
計
的
数
字
を
基
礎
に
し
た
所
論
が
大
き
な
説
得
力

を
持
つ
た
の
は
当
然
で
、
敗
戦
後
頓
に
盛
ん
と
な
っ

た
検
地
帳
の
研
究
は
こ
の
刺
激
に
因
っ
た
も
の
と
雪

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
粗
雑
な
紹
介
で
著

者
に
対
し
て
誠
に
申
訳
な
い
が
、
今
後
荘
園
研
究
に

志
ざ
す
も
の
に
飯
っ
て
は
こ
の
書
が
必
ず
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
書
で
あ
る
こ
と
は
推
察
し
て
頂
け
る

か
と
思
い
、
紹
介
の
筆
を
執
っ
た
次
第
で
あ
る
。
．

　
　
〔
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最
近
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
研
究
は
、

ト
イ
ン
ビ
イ
的
「
断
続
」
説
を
修
正
し
、
そ
れ
が
数

世
紀
に
わ
た
る
着
々
と
し
た
進
歩
の
結
果
で
あ
り
、

何
ら
．
「
革
命
」
的
な
も
の
で
は
な
く
、
　
「
連
続
」
的

な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
小
松
芳
喬
教
授
は

『
英
国
産
業
革
命
史
』
に
お
い
て
、
　
「
連
続
」
説
を

支
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
「
十
八
世
紀
後
人
－
以
降

の
英
国
の
経
済
的
発
展
の
速
度
が
全
般
的
に
見
て
著

し
く
増
大
し
、
特
に
工
業
の
飛
躍
的
発
達
が
、
農
業

を
『
国
罠
生
活
の
主
流
で
は
な
く
、
そ
の
淀
み
』
に

し
た
こ
と
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
こ

に
産
業
革
命
と
名
付
け
て
も
適
当
な
変
化
が
見
ら
れ

た
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
　
（
三
〇
四
頁
）

し
か
し
産
業
革
命
を
資
本
主
義
成
立
の
立
場
か
ら
み

て
ゆ
く
と
き
、
単
に
技
術
的
援
軍
や
、
経
済
構
成
の

変
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
の
質
的
変
化
を
呼
び
お

こ
し
た
こ
の
一
つ
の
大
き
な
動
き
を
、
農
業
里
心
へ

と
い
弓
よ
弓
な
純
経
済
的
な
観
点
か
ら
分
析
し
て
ゆ

く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
5
な
立
場
に
立
つ
と
・
ぎ
「
後
進
国
ロ
シ
ア

に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
が
工
業
を
建
設
す
る
前

に
’
換
言
す
れ
ば
産
業
革
命
を
完
遂
す
る
前
に
ツ
ア

ー
リ
ズ
ム
と
心
申
し
て
し
ま
っ
た
。
…
…
第
一
次
五

ヶ
年
計
画
は
実
に
塵
業
革
命
の
国
家
権
力
を
以
て
す

る
促
進
で
あ
っ
た
。
」
（
猪
木
正
道
『
ロ
シ
ア
革
命

史
』
一
一
山
ハ
｝
血
、
　
二
七
〇
百
ハ
）
　
と
い
う
よ
≧
り
な
目
四
解
曽
か

生
れ
る
。
或
は
又
「
ロ
シ
ア
の
産
業
革
命
は
一
八
九

〇
年
代
か
ら
一
つ
の
特
徴
あ
る
発
展
段
階
に
入
っ
て

い
る
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
一
八
四
〇
年
代
以

降
、
繊
維
土
業
部
門
の
ご
と
き
も
の
に
お
い
て
機
械

生
産
が
散
発
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
纂
実
は
あ

る
が
、
一
八
七
・
八
○
年
の
頃
ま
で
は
、
な
お
家
内

工
業
の
勢
力
が
圧
倒
的
に
大
で
あ
る
。
」
　
（
鈴
木
工

高
『
産
業
革
命
』
【
五
七
百
ハ
）
と
し
、
　
「
ロ
シ
ア
ば

資
本
主
義
的
産
業
革
命
に
つ
ま
つ
い
た
の
ち
に
お
・
い

て
、
社
会
主
義
計
國
経
済
の
も
と
に
、
そ
の
産
業
革

命
を
驚
異
朗
な
る
速
度
と
規
模
と
に
お
い
て
強
行
し

た
う
」
（
同
上
三
頁
）
と
い
う
よ
5
な
説
が
生
れ
て
く

る
．
．　

ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
は
た
し
て
産
叢
が
草
命
が
行
な

わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
行
な
わ
れ
た

八
九
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欝

評

と
し
て
も
一
入
六
一
年
の
農
奴
解
放
以
後
、
十
九
世

紀
の
末
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
従
来
我
国
に
お
け
る
ロ
シ
ア
史
の
研
究
は

未
開
叛
の
ま
ま
放
観
せ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
説
が
、

事
実
の
具
体
的
な
分
析
に
も
と
ず
か
ず
に
行
な
わ
れ

て
、
あ
や
し
ま
れ
ぬ
状
態
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
史
研
究

の
一
資
料
と
し
て
、
近
着
の
『
歴
史
の
諸
問
題
』
誌

上
に
発
表
さ
れ
た
ヤ
ツ
ン
ス
キ
イ
の
論
文
を
簡
単
に

紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

一

　
こ
の
論
文
は
次
の
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い

る
。　

一
　
ソ
ヴ
ェ
ト
史
学
界
に
お
け
る
ロ
シ
ア
産
業
草

　
　
　
命
の
研
究
。

　
2
　
産
業
革
命
の
意
義
。

　
3
　
ロ
シ
ア
産
業
箪
命
の
具
体
的
な
分
析
と
結

　
　
　
論
。

　
こ
こ
で
ま
ず
産
業
箪
命
の
定
義
に
関
す
る
ヤ
ツ
ソ

ス
キ
イ
並
に
ソ
ヴ
ェ
ト
史
学
界
の
見
解
か
ら
の
べ
て

ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
彼
は
ソ
ヴ
ェ
ト
史
舶
子
　
界
の
慣
↑
習
一
に
従
っ
て
ま
ず

『
ソ
同
盟
共
産
党
小
史
』
に
そ
の
根
鍵
を
も
と
め

る
．
、
『
産
業
革
命
は
手
工
業
的
生
産
用
具
か
ら
機
械

へ
の
移
行
で
あ
り
、
手
工
業
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
｛
、

生
産
か
ら
機
械
的
工
場
生
産
へ
の
転
化
で
あ
る
。
』

（
党
史
…
一
八
頁
）
　
「
従
っ
て
産
藁
革
命
は
生
産
力

の
発
展
の
歴
史
的
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
生
産
力
は

生
産
関
係
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
」
（
五
一

頁
）
生
塵
力
の
発
展
は
必
然
的
に
生
産
関
係
の
変
化

を
も
た
ら
す
隷
か
り
で
な
く
、
逆
に
生
産
関
係
は
又

生
産
力
の
発
展
に
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
産
業
革
命

は
一
、
生
産
に
関
す
る
技
術
の
面
と
、
二
、
生
塵
関

係
に
関
す
る
社
会
機
構
の
面
か
ら
研
究
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
す
る
。
　
（
彼
は
こ
の
論
文
の
副
題
を
「
生

産
力
と
生
産
関
係
の
相
互
作
用
の
問
題
に
よ
せ
て
」

と
し
て
い
る
。
）
「
抜
術
面
と
は
、
手
で
器
具
を
使
っ

て
働
く
労
働
者
の
分
業
に
基
い
て
い
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ

ク
チ
ャ
か
ら
、
蒸
気
で
運
転
さ
れ
、
労
働
〃
者
に
よ
っ

て
操
作
さ
れ
る
分
業
の
行
な
わ
れ
る
工
場
へ
の
転
化

で
あ
る
。
」
（
五
二
頁
）
工
業
の
技
術
革
命
と
交
通
の

按
術
革
命
は
交
通
の
按
術
革
命
を
も
た
ら
し
、
そ
れ

に
と
も
な
っ
て
金
属
の
需
要
が
著
し
く
増
大
す
る
と

共
に
機
械
の
需
要
の
増
加
は
新
た
に
機
械
製
造
工
業

を
生
む
に
い
た
る
。
　
「
産
業
革
命
以
後
は
従
来
の
消

費
物
資
の
生
産
と
な
ら
ん
で
、
ま
す
ま
す
生
産
手
段

の
生
産
が
…
増
大
し
て
ゆ
く
。
」
（
五
二
頁
）

九
〇

　
こ
の
よ
5
な
機
械
の
使
矯
は
生
産
過
剰
危
機
を
も

た
ら
す
の
で
あ
る
が
、
社
会
機
構
の
面
と
し
て
は
農

民
の
土
地
か
ら
の
離
脱
と
工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
形

成
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
運
動
の
発
生
を
あ
げ
、
更
に

「
ズ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
却
、
時
代
に
は
麦
配
階
級
は
な
お

費
族
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
聞
で
は
実
入
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
第
一
位
で
あ
っ
た
。
産
業
草
占
は

産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
形
成
を
促
進
し
、
そ
の
蓄

積
の
増
大
を
5
な
が
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
第
一

人
者
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
重
大
な
こ
と

は
国
内
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
社
会
的
役
割

が
急
激
に
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
」
（
五
四
頁
）
と

し
て
い
る
．
、

　
彼
は
研
究
上
の
注
意
と
し
て
次
の
点
を
あ
げ
て
い

る
。　

ー
ソ
ヴ
ェ
ト
の
史
家
は
生
産
関
係
の
発
墨
の
研
究

　
　
に
の
み
熱
心
で
、
生
産
力
の
発
達
を
お
ろ
そ
か

　
　
に
し
て
い
る
。

　
2
技
術
革
命
の
進
行
は
不
均
等
で
あ
る
．
、
「
従
つ

　
　
て
は
じ
め
は
工
業
の
各
部
分
の
研
究
を
、
つ
い

　
　
で
主
体
と
し
て
そ
れ
が
国
昆
経
済
の
発
展
に
お

　
　
よ
ぼ
し
た
影
響
を
、
さ
ら
に
国
内
に
も
た
ら
し

　
　
た
社
会
的
変
革
の
分
析
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な

（　190　）



　
い
。
」
（
五
五
買
）

3
生
産
の
変
化
と
発
展
は
『
常
に
生
産
力
の
変
化

　
と
発
展
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
生
産
用
具
の
変
化

　
と
発
展
か
ら
は
じ
ま
る
。
』
（
党
史
二
七
頁
）

　
「
こ
こ
か
ら
、
産
業
革
命
の
開
始
は
機
械
の
普

　
及
か
ら
は
じ
ま
る
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
…

　
開
始
と
は
各
々
の
部
門
に
お
い
て
、
一
つ
で
は

　
な
く
、
多
く
の
工
場
が
新
し
い
資
本
主
義
的
技

　
術
を
組
織
的
に
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
み
な

　
し
う
る
。
叉
完
了
と
は
、
あ
る
部
門
に
お
い

　
て
、
新
し
い
技
術
が
古
い
技
術
を
第
二
義
的
な

　
も
の
に
お
い
や
り
、
そ
れ
に
相
応
す
る
社
会
秩

　
序
の
変
革
を
も
た
ら
し
た
時
期
で
あ
る
と
い
い

　
5
る
。
」
（
五
五
頁
）

4
一
国
に
お
け
る
産
業
草
命
の
完
成
と
は
、
主
要

　
な
生
産
部
門
に
お
い
て
、
大
工
場
が
当
該
部
門

　
生
産
物
の
大
部
分
を
生
産
す
る
よ
う
な
時
期
で

　
あ
る
。

二

　
つ
ぎ
に
ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
け
る
産
業
革
命
の
研
究
に

お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
レ
ー
ニ
ン

の
『
ロ
シ
ア
に
一
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
』
で
あ

る
。
レ
ー
ニ
ン
は
ロ
シ
ア
の
工
業
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ

書

評

パ
と
同
様
、
そ
の
資
本
主
義
的
発
展
の
過
程
に
お
い

て
次
の
三
段
階
を
経
過
し
た
と
す
る
。
　
『
小
商
品
生

産
（
少
規
模
の
、
主
と
し
て
農
民
の
手
工
業
）
－

資
太
丁
主
晶
義
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
…
工
場
（
大
規

模
な
機
賊
的
工
業
）
』
　
（
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
三
巻
四

七
五
買
）
レ
ー
ニ
ン
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
か
ら
工

場
へ
の
移
行
を
ロ
シ
ア
工
業
の
資
本
主
義
化
に
お
け

る
重
要
な
段
階
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し

「
産
業
革
命
」
な
る
言
葉
は
用
い
て
は
い
な
い
。
叉

研
究
の
テ
ー
マ
に
従
っ
て
そ
の
範
囲
を
農
奴
解
放
後

の
資
本
主
義
の
発
達
に
限
定
し
て
い
る
。
　
「
し
か
し

彼
が
産
業
箪
命
な
る
一
言
葉
を
ロ
シ
ア
に
も
適
用
し
得

る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
叉
彼

の
見
解
と
し
て
ロ
シ
ア
の
産
業
革
命
が
一
八
六
一
年

の
農
奴
解
放
以
後
に
は
じ
ま
る
と
す
る
の
は
大
き
な

誤
り
で
あ
る
。
」
（
四
九
頁
）

　
そ
の
後
レ
ー
ニ
ジ
の
見
解
に
従
っ
て
産
業
革
命
を

研
究
し
た
の
は
ズ
ロ
ー
ト
ニ
コ
フ
と
ス
ト
ル
ミ
ー
リ

ソ
で
あ
る
。
ズ
ロ
ー
ト
ニ
コ
ブ
は
『
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク

チ
ャ
か
ら
工
場
へ
』
（
歴
史
の
諸
問
題
』
一
九
四
九
、

一
一
一
一
二
号
）
に
お
い
て
、
産
業
抗
命
は
十
九
世

紀
の
三
〇
年
代
に
は
じ
ま
り
、
一
八
六
一
年
の
改
革

以
後
に
完
了
し
た
と
し
て
い
る
．
、
「
産
業
革
命
は
数

十
年
を
要
し
、
特
に
改
草
前
は
非
常
に
そ
の
テ
ン
ポ

が
お
そ
か
っ
た
。
」
之
に
対
し
、
　
ス
ト
ル
ミ
ー
リ
ン

は
『
ロ
シ
ア
の
塵
業
革
命
』
　
（
一
九
四
四
）
に
お
い

て
一
七
五
〇
1
一
八
二
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
と
一
八

一
九
i
一
八
六
九
年
代
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
棉
花
の

輪
入
状
況
を
比
較
し
、
一
八
六
六
年
の
手
織
機
と
機

械
織
機
、
機
械
の
輸
入
と
国
内
生
産
の
変
化
を
考
察

し
、
　
『
産
業
革
命
に
お
け
る
決
定
的
な
進
展
期
は
ほ

ぼ
一
八
三
〇
i
一
八
六
〇
年
で
あ
る
。
農
奴
制
の
存

在
に
も
か
か
わ
ら
ず
産
業
革
命
は
大
規
模
に
、
急
テ

ン
ポ
で
行
な
わ
れ
た
。
一
八
四
五
一
六
三
年
の
労
働

生
産
性
の
上
昇
は
こ
の
年
に
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
』
（
同
書
二
一
頁
）
と
結
論

し
て
い
る
。
そ
の
後
現
れ
た
二
三
の
論
交
に
お
い
て

も
「
問
題
の
解
決
は
ま
だ
わ
ず
か
し
か
な
さ
れ
て
お

ら
ず
、
た
だ
産
業
革
命
が
農
奴
解
放
前
に
は
じ
ま

り
、
解
放
後
に
完
了
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
。
」
（
五
一
頁
）
よ
ろ
な
状
況
で
あ
る
。

　
ヤ
ツ
ソ
ス
キ
イ
は
ス
ト
ル
ミ
ー
リ
ソ
の
説
に
対
し

「
彼
は
四
〇
1
五
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
の
工
業
に
行
な

わ
れ
た
組
織
的
進
展
の
規
模
を
過
大
評
価
し
て
い

る
」
と
批
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
論
交
に
お
い
て
も

「
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
産
業
発
展
に
関
す
る
史
料
を

九
一
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書

評

分
析
し
、
産
業
草
命
の
時
代
区
分
と
、
そ
の
特
徴
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
霞
的
」
と
し
つ
つ
も
「
問
題

を
提
起
し
、
そ
の
特
徴
を
要
約
し
、
解
決
の
為
の
大

略
の
方
針
」
（
四
八
頁
）
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
い
て
も
ロ
シ
ア
産
業
革
命
の
研
究
は

な
お
充
分
解
決
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
よ
5
で
あ

る
。
以
下
順
を
追
っ
て
具
体
的
な
分
析
を
の
べ
る
こ

と
に
す
る
。三

．

　
ヤ
ツ
ン
ス
キ
イ
が
と
り
上
げ
た
の
は
「
国
民
経
済

に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
二
つ
の
部
門
i
一
進

ん
だ
木
綿
工
業
と
お
く
れ
た
製
鉄
業
」
　
（
五
六
頁
）

で
あ
る
。

　
1
木
綿
工
業
一
「
改
」
軍
（
一
入
六
一
年
の
農
奴

解
放
）
前
の
工
業
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
演
じ
、

按
術
的
に
進
歩
し
て
い
た
の
は
木
綿
工
業
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
自
由
な
賃
金
労
働
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

て
い
た
。
　
（
こ
こ
に
い
弓
自
由
と
は
後
述
す
る
如
く

経
営
者
に
対
す
る
自
由
で
あ
っ
て
、
労
働
者
そ
の
も

の
は
な
お
農
奴
で
あ
り
、
そ
の
主
人
（
地
主
）
に
対

し
て
は
不
自
由
で
あ
っ
た
）
こ
の
部
門
に
お
い
て
技

術
革
命
が
一
番
先
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
塀
、
そ

れ
は
生
産
過
程
の
種
々
な
段
階
（
紡
績
、
織
布
、
捺

染
と
仕
上
）
に
お
い
て
、
種
々
な
る
時
期
に
行
な
わ

れ
た
。

　
木
綿
工
業
は
す
で
に
一
八
世
紀
に
お
い
て
、
輸
入

キ
ャ
ラ
コ
の
捺
染
か
ら
は
じ
ま
り
、
一
入
世
紀
に
は

輸
入
紡
糸
に
よ
る
織
布
工
業
が
発
生
し
て
い
る
。
こ

の
両
部
門
は
長
い
三
面
商
品
生
産
及
び
マ
ニ
フ
ァ
ク

チ
ャ
の
形
が
続
け
ら
れ
た
が
、
紡
績
は
一
番
最
後
に

発
生
し
、
最
初
か
ら
毒
筆
的
工
場
生
産
と
し
て
現
わ

れ
た
。
（
官
営
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
ロ
フ
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク

チ
ャ
が
一
七
九
入
年
に
開
設
し
、
最
初
馬
力
と
水
車

を
動
力
と
し
て
ジ
ェ
ニ
ー
紡
績
機
が
用
い
ら
れ
た
が

す
ぐ
蒸
気
機
関
を
使
用
す
る
）
労
働
生
産
性
は
一
八

〇
五
年
を
一
と
す
れ
ば
、
一
八
一
〇
一
二
・
三
、
一

入
二
〇
1
七
、
一
入
三
〇
1
一
四
、
一
八
四
一
i
二

二
）
す
で
に
一
入
一
二
年
の
祖
国
職
業
ま
で
に
モ
ス

コ
ー
を
隔
心
と
し
て
私
的
企
業
が
機
器
を
用
い
て
紡

績
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
モ
ス
コ
ー
の
大
火

に
よ
り
全
滅
し
、
一
八
三
五
年
に
い
た
っ
て
事
態
は

よ
〉
つ
や
く
一
変
し
た
。
特
に
一
八
四
二
年
イ
ガ
リ
ス

に
お
い
て
綿
業
機
械
輸
出
禁
止
令
が
廃
止
さ
れ
て
か

ら
は
ロ
シ
ア
の
紡
織
業
は
大
い
に
発
展
し
、
織
布
、

捺
染
企
業
主
が
紡
績
工
場
を
建
設
し
は
じ
め
、
一
入

四
五
年
に
は
じ
め
て
棉
花
の
輸
入
を
越
え
、
五
〇
年

九
二

代
に
は
織
布
業
者
は
主
と
し
て
国
内
産
の
紡
糸
を
使

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
捺
染
工
業
に
お
い
て
は
一
入
二
〇
年
代
に
三
一
が

普
及
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
が
、
比
較
的
長
く
手
捺

染
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
五
〇
年
代
末
に
は

機
械
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
動
力
と

し
て
馬
力
や
水
車
が
蒸
気
に
代
え
ら
れ
た
の
は
一
般

に
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
叉
、
力
織
機

は
農
奴
解
放
前
か
ら
現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
普
及
は

お
そ
く
、
解
放
前
に
は
主
と
し
て
織
布
マ
ニ
ュ
フ
ァ

ク
チ
ヤ
に
お
け
る
手
織
機
と
結
び
つ
い
て
、
分
散
形

態
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
一
八
五
九
年
に
は
機
飯
織

布
は
な
お
全
産
額
の
こ
割
に
す
ぎ
ず
、
分
散
形
態
が

一
般
に
消
減
し
た
の
は
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
る
。

　
工
業
の
機
械
化
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
生
産

過
剰
危
…
械
は
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
ま
ず
木
綿
工
業
に

あ
ら
わ
れ
た
．
、
一
入
六
七
年
の
危
機
の
二
心
を
な
し

た
の
は
木
綿
工
業
で
あ
り
、
一
入
七
三
年
に
お
い
て

も
形
は
よ
り
複
雑
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
木
綿
工
業

は
大
き
な
打
撃
を
・
つ
け
た
。
叉
一
八
六
一
年
の
解
放
、

前
に
自
由
な
賃
労
働
に
基
く
常
嫁
労
働
者
が
形
成
さ

れ
は
じ
め
て
い
る
。
彼
等
は
主
と
し
て
農
奴
農
民
か
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ら
募
集
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
農
業
と
の
結
び
つ

き
ほ
き
わ
め
て
弱
く
、
或
は
全
く
離
脱
し
て
い
る
者

も
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
等
は
身
分
的
に
は
な
お
農
奴

で
あ
り
、
そ
の
賃
金
の
一
部
を
年
貢
と
し
て
地
主
に

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
資
本
家
と

地
主
か
ら
二
重
に
搾
取
さ
れ
、
そ
の
意
昧
で
は
な
お

「
前
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
」
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
に

転
化
す
る
の
は
農
奴
解
放
以
後
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
2
　
製
鉄
業
一
製
鉄
業
に
お
け
る
技
術
革
命
と

は
鍛
鉄
炉
お
よ
び
他
の
よ
り
完
成
さ
れ
た
設
備
の
普

及
、
蒸
気
機
関
と
水
力
タ
ー
ビ
ン
に
よ
る
水
車
の
廃

止
で
あ
る
。
ウ
ラ
ル
の
官
営
カ
マ
・
ボ
ト
キ
ン
工
場

で
は
一
八
三
七
年
に
右
の
よ
弓
な
経
過
が
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
一
八
六
一
年
前
に
お
い
て
は
鍛
鉄
炉

は
半
ば
に
達
し
た
の
み
で
あ
り
、
製
鉄
業
が
大
発
展

を
す
る
の
は
六
〇
i
七
〇
年
代
の
鉄
道
建
設
期
を
必

要
と
し
、
そ
の
後
一
八
八
二
年
に
は
銑
鉄
炉
は
約
一

割
に
減
少
し
て
い
る
。
動
力
の
変
革
は
さ
ら
に
お
く

れ
た
び
変
革
前
に
は
永
車
の
利
用
は
八
八
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
一
八
八
二
年
に
お
い
て
も
中
央
工
業
地

帯
に
お
い
て
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ウ
ラ
ル
で
は
半
ば

以
上
に
達
し
て
い
た
。
製
鉄
業
に
お
い
て
は
自
由
賃

金
労
働
者
は
割
合
に
少
く
、
解
放
前
に
は
な
お
前
プ

書

評

ロ
レ
タ
リ
ヤ
で
あ
っ
た
。

　
四
〇
年
代
か
ら
は
じ
ま
る
汽
船
の
普
及
、
六
〇
1

七
〇
年
代
に
は
じ
ま
る
鉄
道
建
設
に
と
も
な
い
、
鉄

の
需
要
は
著
し
く
増
大
し
た
が
、
国
内
で
は
そ
れ
に

応
ず
る
こ
と
が
出
来
ず
、
鉄
の
輸
入
が
激
増
し
た
。

そ
れ
が
改
善
さ
れ
た
の
は
八
○
年
代
末
、
南
方
の
鉄

工
業
が
発
達
し
て
か
ら
で
あ
る
。
一
方
機
械
の
生
産

も
河
川
汽
船
の
製
造
を
も
つ
て
確
立
さ
れ
、
　
一
入
七

八
年
に
は
国
内
汽
船
の
三
分
の
二
を
製
造
し
た
。
機

関
車
、
客
車
・
の
製
造
は
や
や
後
れ
、
六
〇
一
七
〇
年

代
の
鉄
道
建
設
は
輸
入
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
国
内

の
需
要
を
充
た
し
た
の
は
七
〇
i
入
○
年
代
に
お
い

て
で
あ
る
。
工
作
機
械
の
製
造
は
さ
ら
に
お
く
れ

た
。
工
作
機
械
生
産
の
夫
発
達
は
十
月
革
命
ま
で
の

ロ
シ
ア
工
業
の
特
徴
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
弓
な
観
点
か
ら
ヤ
ツ
ソ
ス
キ
イ
は
「
ロ

シ
ア
は
大
工
業
に
お
い
て
機
械
技
術
が
手
工
業
的
技

術
を
第
二
義
的
な
も
の
と
し
た
の
は
一
九
世
紀
の
八

○
年
代
は
じ
め
に
お
い
て
で
あ
る
」
　
（
六
二
頁
）
と

す
る
。
つ
ま
り
技
術
革
命
は
三
〇
年
代
の
後
半
か
ら

八
○
年
代
の
初
頭
に
か
け
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
抜
術
革
命
に
対
応
す
る
社
会
変
革
は
ど
5
で

あ
ろ
う
か
。
木
綿
工
業
に
お
い
て
の
べ
た
如
く
、
ロ

シ
ア
に
お
い
て
も
本
源
的
蓄
積
に
特
徴
的
な
、
強
制

に
よ
る
土
地
喪
失
は
農
奴
解
放
前
か
ら
農
罠
の
若
干

の
部
分
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
一
八
世
紀

に
お
い
て
は
そ
の
結
果
農
奴
を
資
本
主
義
的
労
働
者

に
し
た
の
で
は
な
く
、
地
主
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ

や
農
奴
占
有
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
労
働
者
に
し
た

に
す
ぎ
な
い
。
一
八
六
一
年
以
前
に
お
い
て
も
資
本

主
義
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
に
お
い
て
は
自
・
田
な
雷
〃

金
労
働
者
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
等
は
そ
の
地

主
に
対
し
て
は
な
お
不
自
由
な
農
奴
で
あ
り
、
賃
金

の
一
部
を
年
貢
と
し
て
納
め
て
い
た
。
農
奴
解
放
は

大
部
分
の
農
民
の
土
地
を
縮
小
さ
せ
た
ば
か
り
で
な

く
、
多
数
の
土
地
喪
失
者
を
生
み
、
彼
等
を
農
村
か

ら
ほ
り
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
そ
の
前
に
は

資
本
主
義
的
原
則
に
も
と
ず
い
て
仕
事
を
求
め
る
可

能
性
が
ひ
ら
か
れ
て
い
た
。
か
く
し
て
農
奴
解
放
以

後
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
た
労
鋤
例
者
が
多
数
に
山
仔
在
し

た
。
一
八
八
一
年
モ
ス
コ
ー
の
繊
維
工
の
四
二
・
入

パ
ー
セ
ン
ト
は
労
働
者
の
子
で
あ
り
、
そ
の
比
率
は

紡
績
工
で
入
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
製
鉄
工
で
は
二

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

　
叉
機
械
の
使
用
は
労
働
者
の
構
成
を
変
え
る
と
共

に
、
賃
金
を
低
下
せ
し
め
た
。
一
入
五
〇
年
代
末
か

九
三
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書

詳
．

ら
八
O
年
代
初
頭
に
か
け
て
イ
ヅ
ァ
ノ
ヴ
ナ
の
織
布

工
の
賃
金
は
二
、
三
倍
低
下
し
て
い
る
。
織
布
機
械

で
働
く
織
布
工
の
賃
金
は
一
五
バ
ー
セ
y
ト
増
加
し

て
い
る
が
、
ラ
イ
麦
揚
は
一
〇
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
高
騰

し
て
い
る
。
又
擦
染
工
の
賃
金
は
手
捺
染
の
行
な
わ

れ
て
い
た
一
九
世
紀
初
頭
に
く
ら
べ
て
捺
染
機
械
の

支
配
的
に
な
っ
た
一
九
世
紀
申
葉
に
は
コ
分
の
一
と

な
り
ラ
イ
麦
の
価
格
は
三
倍
以
上
高
騰
し
て
い
る
。

（
ガ
レ
ー
リ
ソ
『
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
・
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン

ス
ク
市
』
一
八
八
五
年
）
こ
の
よ
》
つ
な
傾
向
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
運
動
へ
と
発
展
し
て
行
く
。
『
七
〇
年
代
、

特
に
入
○
年
代
に
お
い
て
ロ
シ
ア
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ほ
目
ざ
め
資
本
家
に
対
す
る
闘
争
を
開
始
し
た
』

（
党
史
八
頁
）
の
で
あ
る
。

　
一
方
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
形
成
も
い
ち
じ
る

し
く
進
展
し
た
。
し
ば
し
ば
、
小
企
業
の
主
人
か
ら

出
て
い
る
資
本
主
義
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ヤ
の
持
主

轍
、
・
工
場
の
経
営
者
と
な
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
第
一

線
へ
嵐
て
来
た
。
産
業
草
命
は
従
来
の
買
占
業
者
や

商
人
に
代
っ
て
工
場
、
鉄
道
経
営
者
を
第
一
位
に
の

し
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
か
ら
み
て
も
や
ツ
ソ
ス
キ
イ
は
産
業
箪

命
を
、
一
九
世
紀
三
〇
l
I
八
○
年
代
に
お
い
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
封
建
－
農
奴
制
機
構

へ
の
過
渡
期
の
歴
史
的
現
象
」
　
（
四
八
頁
）
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
た
産
業
箪
命
は
、
　
『
封
建
的
残
灘
の
上

に
資
本
主
義
が
勝
利
し
、
確
立
し
た
八
○
年
代
』

（
ド
ル
ジ
ー
ニ
ソ
）
に
完
了
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
最
後
に
ヤ
ッ
ソ
ス
キ
イ
は
ロ
シ
ア
産
業
革
命
の
後

進
性
の
原
因
を
一
入
六
一
年
ま
で
続
い
た
農
奴
制

と
、
そ
の
廃
止
後
に
お
け
る
封
建
的
残
夢
の
存
続
に

も
と
め
て
次
の
よ
弓
に
結
ん
で
い
る
。
　
「
農
奴
制
地

主
は
一
八
六
一
年
ま
で
、
お
よ
び
そ
れ
以
後
に
お
い

て
も
社
会
の
お
く
れ
た
勢
力
で
あ
り
、
生
産
力
の
発

展
に
応
ず
る
生
産
関
係
の
変
化
に
対
し
て
阻
止
的
な

は
た
ら
き
を
な
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
力
発

展
の
テ
ン
ポ
と
そ
の
水
準
の
上
昇
を
阻
止
し
た
の
で

あ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
「
国
内
市
場
の
狭
小
さ
、
政

治
的
上
部
構
造
の
反
動
的
役
割
と
相
ま
っ
て
、
国
民

経
済
に
お
け
る
工
業
の
位
置
、
及
び
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
社
会
的
地
位
を
イ
ギ
リ
ス
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
に
比
し
て
著
し
く
低
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（
七
〇
頁
）

　
以
上
簡
輩
に
論
旨
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
ヤ

ツ
ン
ス
キ
イ
自
身
も
認
め
て
い
る
如
く
「
大
略
の
方

九
四

針
」
で
あ
り
、
な
お
未
解
決
の
問
題
を
多
く
含
ん
で

い
る
。
特
に
産
業
革
命
の
推
進
力
と
な
る
べ
き
産
業

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
発
生
と
、
そ
の
地
・
ヨ
及
び
商
人

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
関
係
、
い
わ
ゆ
る
地
主
マ
ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
や
商
人
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
に
対
す

る
農
昆
出
身
の
自
主
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
闘
争

を
各
産
業
部
門
別
に
研
究
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い

る
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
特
に
ド
イ
ツ
と
の
対

比
に
お
い
て
こ
の
点
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
ロ
シ
ア

産
業
革
命
の
特
殊
性
、
ひ
い
て
は
ロ
シ
ア
資
本
主

義
、
更
に
、
そ
の
祉
会
主
義
革
命
の
特
殊
性
を
理
解

す
る
上
か
ら
も
極
め
て
誰
墨
嬰
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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