
、
多
賛
、
秋
五
鎧
鼠

綴
代
教
育
史
の
研
究

一
臼
・
本
掌
校
教
育
の
源
流
一

　
現
在
我
々
が
当
面
し
、
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
課

題
ほ
数
．
多
く
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
教
育
の

問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
際
に
蟻
り
、
わ
が
学
校

敏
育
の
出
発
点
に
お
い
て
之
に
著
し
い
影
響
を
与
え

た
総
代
土
塗
一
般
に
つ
い
て
の
研
究
が
上
梓
さ
れ
た

こ
と
は
、
誠
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
著

藩
が
本
轡
に
「
績
本
学
校
教
育
の
源
流
」
な
る
副
題

を
附
け
ら
れ
た
所
以
も
、
こ
こ
に
存
す
る
こ
と
は
、

そ
の
序
説
の
艶
述
か
ら
明
か
で
あ
る
．
、

　
然
ら
ば
著
者
は
如
何
な
る
態
度
で
此
の
研
究
を
進

め
て
い
か
れ
た
の
で
あ
ろ
5
か
。
そ
れ
に
は
次
の
四

つ
を
挙
げ
て
い
ら
れ
る
。
即
ち
、
　
「
唐
代
の
聖
書
教

育
を
通
し
て
中
国
の
社
会
と
交
化
を
歴
史
的
に
開
か

に
す
る
」
こ
と
に
主
宰
を
鷺
か
れ
、
・
そ
の
為
に
は
e

過
去
の
こ
の
種
の
研
究
の
大
営
分
が
犯
し
た
制
慶
解

説
的
欠
陥
を
結
し
、
何
故
に
か
か
る
制
度
が
生
れ
、

如
侮
に
運
営
さ
れ
、
さ
ら
に
肇
難
し
て
行
っ
た
か
と

い
5
よ
5
な
時
聞
的
方
画
の
考
察
を
す
る
と
同
，
時

に
、
⇔
こ
の
教
育
澗
度
に
関
係
あ
る
人
物
が
、
こ
の

制
疑
に
規
定
さ
れ
て
如
侮
に
、
澱
育
を
営
み
、
こ
の

倒
度
を
運
営
し
、
打
破
し
て
行
っ
た
か
と
い
5
点
を

敢
り
あ
げ
る
。
㊨
社
会
と
教
育
と
の
関
聯
を
究
明
せ

ず
し
て
、
教
育
の
実
態
を
明
か
に
す
る
こ
と
ば
で
ぎ

な
い
の
で
、
社
会
常
労
象
と
の
閣
聯
に
お
い
て
、
教
育

の
展
開
を
考
察
す
る
。
㈲
藁
薦
の
も
つ
．
国
際
的
性
格

に
よ
り
、
東
ア
ジ
ア
に
成
立
し
た
所
の
、
庸
を
中
心

と
す
る
教
育
文
化
圏
内
の
教
育
を
瞬
か
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
更
代
の
学
校
教
育
を
い
っ
そ
5
闘
明
に

す
る
。

　
以
上
の
様
な
意
図
と
方
法
論
の
上
に
立
っ
て
、
木

書
は
以
下
に
派
す
如
く
六
章
に
分
っ
て
、
そ
の
研
究

が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
は
「
唐
初
三
代
の
文
教
政
策
」
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
唐
代
の
学
校
教
育
制
蔑
が
こ
の
聞

に
如
何
な
る
発
展
を
為
し
た
か
を
熊
さ
れ
て
い
る
。
．

即
ち
高
祖
は
最
初
よ
り
教
育
政
策
に
熱
意
を
示
し
、

三
校
の
欄
設
に
意
を
用
い
た
が
、
そ
の
方
針
は
決
し

て
嘗
て
論
じ
ら
れ
た
如
く
階
制
を
踏
襲
す
る
よ
弓
な

消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
教
育
に
対
す
る
薪

た
な
構
成
と
抱
負
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
目

さ
れ
（
舗
一
節
）
そ
の
方
針
は
更
に
次
の
太
宗
に
受

け
継
が
れ
、
こ
の
時
に
歪
り
唐
代
の
学
校
は
最
盛
騰

り毛

八

を
嵐
環
し
た
が
、
そ
れ
〃
次
の
五
点
か
ら
考
察
す
る

と
し
て
い
ら
れ
る
。
e
先
師
先
賢
の
問
題
を
解
決
し

て
、
　
こ
れ
を
開
確
に
さ
せ
て
、
教
育
灘
念
を
確
立

し
、
ω
国
子
掌
以
下
の
諸
学
を
整
え
、
だ
い
た
い

「
大
唐
六
典
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
制
慶
を
完
備
さ

せ
て
、
学
制
を
整
備
し
、
、
⇔
学
舎
を
増
築
し
、
新
子

学
以
下
の
定
員
を
増
し
て
施
設
を
充
実
し
、
㈲
蚤
時

の
南
学
・
北
学
の
大
儒
・
漸
鋭
を
求
め
、
こ
れ
を
任

用
し
て
学
窟
を
充
当
し
、
㈲
教
科
霧
と
し
て
「
五
経

疋
義
」
を
撰
定
さ
せ
、
従
来
の
諸
学
説
を
統
一
し
、

国
定
教
科
露
と
し
て
権
戚
を
も
た
せ
る
．
、
而
し
て
そ

の
ω
に
於
て
は
、
学
校
の
落
度
を
詳
細
…
に
解
説
し
、

㈲
に
於
て
は
、
南
北
掌
に
つ
い
て
、
そ
の
源
流
・
対

立
等
を
儒
学
史
的
に
承
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
第
二

節
）
か
く
の
如
く
太
宗
時
代
に
は
学
校
教
育
は
非
常

な
墨
達
を
遂
げ
た
が
、
孟
宗
時
代
も
後
半
に
な
る
と

次
第
に
不
振
に
傾
い
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
一
に
は
高

宗
が
次
雛
に
掌
校
行
政
に
熱
意
を
示
さ
な
く
な
っ
た

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
五
経
正
義
の
成
立

に
よ
っ
て
学
問
が
固
定
化
し
、
進
士
科
が
重
ん
ぜ
ら

れ
て
文
学
尊
重
の
気
風
が
盛
ん
に
な
り
、
学
問
的
研

究
は
か
げ
を
ひ
そ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
第
三
節
）
戸
、
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窮
二
章
は
「
磨
墨
を
主
体
と
す
る
教
育
文
化
圏
の

成
立
」
が
論
じ
ら
れ
、
庸
の
国
家
勢
力
の
伸
展
に
よ

っ
て
成
立
し
た
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
教
讃
目
を
、
時
代
的

に
ほ
薦
槌
三
代
に
隈
っ
て
取
り
あ
げ
て
、
高
句
麗
・

胃
済
・
海
嶺
（
第
一
節
）
高
昌
・
吐
蕃
（
第
二
節
）

及
び
臼
本
（
飾
弟
三
節
）
に
於
て
、
ど
の
よ
う
に
教
育

が
行
わ
れ
て
い
た
か
を
泳
さ
れ
て
い
る
．
、
而
し
て
こ

の
章
の
大
半
は
、
第
三
節
〃
唐
文
化
と
日
本
古
代
掌

校
の
教
育
か
に
割
…
か
れ
て
弘
4
9
り
、
我
が
国
の
学
校
の

創
説
。
成
長
及
び
、
唐
欄
と
の
比
較
を
中
心
に
我
が

古
代
並
立
教
育
の
讃
様
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
．
、

　
館
と
章
「
学
校
教
育
の
衰
微
と
玄
宗
の
…
教
育
無

策
」
に
於
て
は
、
先
ず
則
天
武
雁
時
代
に
教
育
が
衰

舗
し
た
事
を
、
e
亡
子
祭
酒
に
適
当
な
人
物
を
欠
い

た
こ
と
、
⇔
仏
寺
を
尊
信
し
て
学
校
財
政
を
顧
み
な

か
っ
た
こ
と
、
㈲
「
五
経
正
義
」
制
定
以
来
掌
聞
が

圃
定
化
し
て
三
新
さ
を
失
っ
た
こ
と
、
㈲
科
挙
に
経

学
が
軽
観
さ
れ
、
文
章
が
尊
重
さ
れ
た
結
果
経
学
教

育
を
主
体
と
す
る
学
校
の
存
在
慧
義
が
薄
弱
と
な
っ

た
と
い
5
四
点
か
ら
説
開
さ
れ
た
後
、
中
宗
・
容
宗

の
時
代
を
通
じ
て
こ
の
傾
向
は
続
い
た
が
、
　
（
第
一

節
）
玄
宗
時
代
に
至
っ
て
、
学
宮
に
趨
当
な
入
物
を

縛
た
の
で
学
校
教
育
は
振
興
し
、
そ
れ
と
共
に
学
問

磐

に
於
て
は
南
学
派
が
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
老

荘
急
傾
砲
が
強
く
出
て
来
て
、
終
に
翠
玉
学
の
設
覆

を
見
る
に
至
っ
た
。
叉
玄
宗
の
教
育
振
興
策
の
中
、

注
意
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
中
央
学
と
地
方
掌
の
関

聯
が
密
綾
に
な
っ
て
来
た
こ
と
、
単
方
の
学
校
の
拡

張
に
意
が
用
い
ら
れ
、
私
学
の
設
立
を
屯
許
可
し
た

こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、
特
に
後
者
は
中
国
庶
民
教
育

史
上
晃
逃
し
が
た
い
点
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

（
第
二
節
）
こ
の
事
に
つ
い
て
更
に
論
じ
ら
れ
た
の

が
、
第
四
章
「
庶
艮
・
児
童
教
育
の
発
達
」
で
あ

る
。
先
ず
そ
の
教
育
機
関
と
し
イ
旨
は
、
雑
学
・
郷
学

と
い
っ
た
公
立
学
校
が
存
在
す
る
と
適
時
に
、
書

院
・
族
塾
等
の
如
き
、
私
立
学
校
が
設
け
ら
れ
て
来

た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
（
第
一
節
）
斯
く
「
教
育
が
庶

民
圃
・
児
童
層
へ
拡
大
さ
れ
る
と
、
従
来
の
よ
5
に

経
学
を
教
え
る
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
生
活
に
卑
近

な
も
の
、
あ
る
い
は
、
被
教
育
者
の
精
神
発
達
段
階

に
応
じ
た
も
の
を
教
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
虚
し

く
教
科
鞍
の
編
纂
を
み
る
に
壼
つ
た
、
、
『
蒙
求
隔
は

そ
の
代
豪
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
以
下
児
童

教
科
書
と
し
て
の
蒙
求
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
、
構

成
と
表
現
法
、
内
容
と
倫
理
性
等
に
つ
い
て
、
詳
し

く
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
児
童
性
を
考
慮
し
て
、
構
威

や
表
現
に
意
を
用
い
る
と
と
も
に
、
庶
民
生
活
を
重

視
し
て
、
内
容
に
庶
民
倫
理
を
か
か
げ
て
い
る
こ
と

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
第
二
節
）

　
第
五
章
は
、
「
申
唐
の
社
会
と
学
校
教
育
の
性
格
」

に
つ
い
て
、
最
初
に
こ
れ
を
四
期
に
分
っ
て
掌
校
の

推
移
を
見
て
い
ら
れ
る
。
即
ち
、
第
一
期
の
讃
宗
・

代
宗
朝
は
、
掌
校
が
外
形
的
に
一
応
復
興
し
た
時

代
。
第
一
一
期
の
徳
宗
朝
は
、
内
容
的
に
も
充
実
し
た

時
代
。
第
三
期
の
順
宗
・
憲
宗
・
穆
宗
・
七
宗
の
時

代
は
、
学
校
教
育
が
発
展
し
て
、
中
庸
の
性
絡
を

も
つ
と
も
織
つ
き
り
と
示
し
た
時
代
，
第
四
期
の
諸

宗
・
武
宗
朝
は
、
社
会
の
動
揺
と
と
も
に
、
次
第
に

衰
微
し
て
行
く
隣
代
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
而
し

て
更
に
、
学
窟
・
学
生
の
性
格
を
論
じ
て
、
学
生
運

動
等
に
も
触
れ
ら
れ
た
後
、
　
（
第
一
節
）
こ
の
川
代

の
学
校
教
育
が
、
政
治
権
力
の
相
剋
に
捲
き
こ
京
れ

て
、
ど
の
よ
5
に
変
え
ら
れ
て
行
っ
た
か
、
　
（
第
二

節
）
又
文
化
と
の
関
聯
は
ど
う
か
（
笙
二
節
）
と
い

う
よ
う
に
、
種
々
の
顧
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い

る
。　

第
六
章
「
唐
朝
勢
力
の
衰
退
と
落
子
の
教
育
」
に

於
て
は
、
　
「
庸
朝
の
政
治
力
や
経
済
力
と
消
長
を
と

も
に
す
る
学
校
教
育
は
、
衰
微
の
一
途
を
た
ど
る
ば

大
成

（　fjcj　）
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か
り
で
あ
っ
た
。
」
と
い
っ
て
、
　
こ
の
時
代
の
学
校

教
育
が
、
い
か
に
宋
期
的
様
相
を
一
爪
し
た
か
を
、
こ

の
当
時
の
掌
官
の
入
物
を
中
心
と
し
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
以
上
で
、
本
論
ほ
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

更
に
こ
の
後
に
附
録
が
加
え
ら
れ
て
い
る
．
、
こ
れ
ζ

そ
、
・
本
書
の
価
値
を
し
て
一
層
高
か
ら
し
め
る
屯
の

で
あ
る
．
、
そ
れ
は
、
　
「
唐
代
教
育
関
係
者
一
覧
袈
」

「
唐
代
教
育
史
年
表
」
　
「
わ
が
国
に
於
け
る
東
洋
教

育
史
研
究
の
回
顧
と
そ
の
文
献
し
で
あ
る
。
　
「
唐
代

教
育
閣
係
者
一
覧
表
」
は
二
代
に
教
育
機
関
に
拠
っ

た
入
物
を
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
か
ら
抜
驚
出
し
、
そ
の

任
免
の
年
月
。
学
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
前
後
兼
官
の
様

棺
・
本
貫
・
行
間
・
性
格
を
表
と
し
た
も
の
で
、
そ

れ
聴
い
延
一
一
山
ハ
レ
㍗
〃
嚇
に
r
達
す
る
．
．
　
又
　
「
ガ
〈
献
…
議
政
岬
」

は
、
臼
本
文
で
書
か
れ
た
、
或
は
日
本
文
に
翻
訳
さ

れ
た
開
係
文
献
を
内
容
に
よ
り
、
十
二
に
分
類
し
て

職
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
甚
だ
拙
い
簗
者
の
紹
介
を
終
る
が
、
以
下

紙
面
の
許
す
限
り
、
筆
者
の
感
じ
た
点
を
述
べ
さ
せ

て
頂
こ
5
。

　
先
ず
最
後
の
附
表
に
つ
い
て
、
望
蜀
の
嘆
を
述
べ

さ
せ
て
頂
く
な
ら
、
徽
育
史
年
表
に
、
広
く
東
ア
ジ

ア
文
化
圏
の
そ
れ
を
附
け
加
え
ら
れ
る
と
共
に
、
文

献
目
録
に
、
少
く
と
も
中
国
の
学
者
の
手
に
な
る
論

文
は
、
翻
訳
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
集
録
さ
れ
た

ら
、
尚
一
贋
稗
叢
さ
れ
る
所
が
大
き
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
感
ず
る
．
、

　
次
に
、
第
工
章
で
折
角
束
ア
ジ
ア
教
育
文
化
圏
の

成
立
を
取
り
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
、
こ
れ
を
文
書
の
時

代
に
限
っ
て
し
ま
わ
れ
、
其
の
後
こ
の
圏
内
の
教
育

が
、
又
教
育
文
化
騰
そ
の
屯
の
が
、
唐
朝
の
勢
力
の

消
長
と
共
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
行
っ
た
の
か
、

と
い
っ
た
、
著
考
の
所
謂
疇
間
的
推
移
が
説
明
さ
れ

て
い
な
い
の
ゆ
、
略
ど
5
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

と
同
様
の
こ
と
が
、
庶
艮
・
児
童
教
育
の
問
題
に
催

し
て
も
…
蕎
い
得
よ
5
。
即
ち
玄
宗
時
代
に
、
こ
の
種

の
機
関
が
大
い
に
発
展
し
た
と
説
か
れ
な
が
ら
、
そ

れ
が
中
毒
磨
時
代
に
至
っ
て
、
國
子
監
中
心
の
露
出

教
育
と
、
如
何
な
る
関
係
を
保
ち
、
又
ど
の
よ
5
な

道
を
辿
っ
て
、
次
の
藤
代
の
譲
院
時
代
へ
と
発
展
し

て
行
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
諸
古
…
に
つ
い
て
、
鵡
調
じ

ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
と
思
ら
次
第
で
あ
る
。

　
次
に
本
署
が
過
去
の
制
慶
解
説
的
な
教
育
史
の
域

か
ら
出
た
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
歴
て
署

者
の
意
図
ほ
十
分
に
成
功
を
納
め
ら
れ
た
が
、
そ
の

一
〇
〇

人
物
め
取
扱
い
方
、
或
は
社
会
と
の
関
聯
に
於
て
有

機
的
に
捉
え
ら
れ
よ
引
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
猶

充
分
そ
の
意
図
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
5
に
感
じ

ら
れ
た
。
確
に
こ
の
書
は
、
一
人
々
々
の
入
物
を
剋

凋
に
旧
き
出
し
、
社
会
事
象
の
導
入
も
充
分
に
行
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
割
に
記
述
が
平
面
的

で
あ
る
よ
ら
に
感
じ
ら
れ
る
。
更
に
嘗
へ
ば
、
教
育

確
約
現
象
及
び
、
そ
れ
に
関
与
す
る
人
物
と
、
二
会

事
象
と
が
、
導
者
の
努
力
に
も
抱
わ
ら
ず
密
擾
に
結
…

び
つ
い
て
い
な
い
よ
5
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
著
者
が
問
題
の
中
心
を
、
国
子
監
及
び
そ
れ
に

開
係
し
た
人
物
に
暴
き
す
ぎ
て
、
教
育
を
周
定
し
た

儒
教
主
嚢
に
よ
る
教
育
と
し
て
の
み
叛
わ
れ
た
こ
と

と
、
社
会
と
の
結
び
つ
ぎ
を
、
一
方
が
常
に
他
か
ら

影
響
を
受
け
る
と
、
受
動
的
に
し
か
扱
わ
ず
、
能
動

的
な
画
を
考
　
慮
さ
れ
る
こ
と
の
少
い
点
に
あ
る
か
と

思
わ
れ
る
。
教
育
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
は
決
し
て

軽
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
よ
5
に
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
点
本
害
が
、
屠
代
の
教
育
が
、
そ
の
社
会

に
及
ぼ
し
た
結
果
に
つ
い
て
充
分
に
触
れ
ら
れ
な
か

っ
た
点
が
、
こ
の
書
の
理
謹
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
自
己
の
未
熱
を
顧
み
ぬ
妄
言
の
多
か
り
し

事
を
藻
く
謝
し
て
、
筆
を
措
く
こ
と
に
す
る
。
　
（
A
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南
北
戦
争
を
め
ぐ
る
諸
研
究
は
、
近
時
め
ざ
ま
し

い
発
展
を
み
せ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
注
話
す
べ
き

は
、
　
「
第
二
次
ア
メ
リ
カ
箪
命
」
が
も
っ
て
い
る
国

際
朗
衝
撃
力
へ
の
関
心
が
高
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
糊
の
存
続
を
め
ぐ
る
北

部
と
南
部
の
抗
争
は
、
理
念
的
に
は
民
主
主
義
自
・
田

主
義
の
展
開
を
、
欄
度
的
に
は
自
由
賃
銀
制
の
確
立

を
め
ぐ
っ
て
、
国
際
的
に
広
汎
な
影
響
を
あ
た
え
た

と
こ
ろ
で
あ
る
．
、
そ
し
て
そ
の
場
合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
反
感
は
、
労
働
藩
階
級
を
中
心
と
し
て
、

奴
隷
解
放
に
同
調
す
る
急
進
勢
力
と
、
そ
れ
に
反
対

し
て
対
米
干
渉
を
行
お
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配

者
層
の
保
守
勢
力
と
の
対
決
と
い
う
形
に
要
約
さ
れ

る
。
　
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
S
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン

（
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
）
の
一
文
も
、
右
の

評

点
に
注
目
し
つ
つ
、
と
く
に
・
丞
開
拓
な
フ
ラ
ン
ス
の

事
情
を
、
労
働
者
の
動
き
を
中
心
に
と
ら
え
よ
う
と

こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
．
、
以
下
に
そ
の
要
旨
を
か

か
げ
て
み
よ
『
．
、

　
　
　
　
　
序

　
南
北
誓
言
の
影
響
力
は
国
際
的
な
ひ
ろ
が
り
を
も

っ
て
お
り
、
と
く
に
そ
の
経
済
的
イ
ム
バ
ク
ト
は
棉

花
お
よ
び
小
麦
そ
の
他
の
食
料
供
給
を
通
じ
て
英
仏

両
国
に
強
く
波
及
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
英
仏
両
国
に
お
い
て
は
、
所
謂
「
棉
花
鱗
謹
」

が
生
じ
て
職
業
資
本
家
な
ら
び
に
労
働
者
の
両
階
級

に
大
打
繋
を
与
え
た
。
こ
の
結
果
、
英
国
の
パ
ー
マ

ー
ス
ト
ー
ン
政
府
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ

ン
政
権
ほ
、
国
内
の
木
綿
綿
業
に
つ
ら
な
る
産
業
資

本
家
、
大
商
入
等
の
要
請
に
も
と
づ
い
て
、
対
米
干

渉
を
行
い
、
南
部
の
支
援
、
奴
隷
欄
の
存
続
を
こ
こ

ろ
み
よ
弓
と
し
た
。
　
一
方
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す

る
勢
力
は
、
　
「
棉
花
野
鴨
」
に
よ
る
失
業
、
操
短
等

に
苦
し
み
な
が
ら
、
た
え
ず
北
部
の
奴
隷
解
放
運
動

に
同
調
し
つ
つ
、
国
内
お
よ
び
甲
斐
的
進
歩
勢
力
を

結
集
し
て
支
配
者
層
　
の
対
米
干
渉
政
策
を
牽
制
し
つ

づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
英
国
労
働
階
級
が

そ
の
主
役
を
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
最

近
の
諸
研
究
も
も
っ
ぱ
ら
こ
の
点
に
集
中
さ
れ
て
い

る
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
吾
々
は
こ
の

際
、
一
歩
す
す
ん
で
こ
れ
迄
兇
逃
さ
脚
て
来
た
重
要

な
上
下
撫
澱
、
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
も
ま
た
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
反
奴
隷
制
運
動
を
促
進
せ
し
め
た

の
だ
と
い
ろ
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
・
う
。
こ
こ
で
は
、
第
二
帝
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
労

働
者
の
動
き
を
、
爾
北
戦
争
と
の
つ
な
が
り
を
通
し

て
考
え
、
馨
し
い
研
究
へ
の
サ
ジ
謡
ス
ト
を
求
め
て

み
よ
5
。

　
　
　
　
　
一

　
南
北
戦
争
に
よ
る
棉
花
騰
謹
参
（
糞
書
費
禦
ぎ
母

が
フ
ラ
ン
久
に
あ
た
え
た
影
響
は
、
そ
の
産
業
資
本

主
義
、
と
り
わ
け
木
綿
工
業
の
後
進
性
の
た
め
、
英
国

に
お
け
る
程
甚
だ
し
い
竜
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
、
に
し
て
も
次
の
如
き
は
げ
し
さ
を
も
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
一
八
六
〇
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
木
棉

工
業
は
、
約
七
〇
万
俵
の
綿
花
を
必
要
と
し
、
そ
の

大
部
分
を
合
衆
国
よ
り
の
輸
入
に
仰
い
で
い
た
が
、

北
部
海
軍
に
よ
る
南
部
諸
芸
の
封
鎖
に
よ
っ
て
、
六

一
年
九
月
に
は
入
荷
僅
か
一
九
一
一
俵
に
激
減
し

た
。
ま
た
、
当
時
の
木
綿
工
業
労
働
者
は
こ
二
～
四

万
人
で
、
’
家
族
お
よ
び
同
系
麗
業
労
働
者
を
合
計
す

一
〇
一
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