
蘇
・
松
地
方
に
於
け
る
都
市
の
至
福
商
人
に
つ
い
て
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し
た
商
業
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
都
市
を
拠
点
と
す
る
棉
業
商
人
の
活
動
・
特
に
棉
布
取
引
き
の
実
際
面
に
活
躍
し
た
商
入
た
ち
の
業
務
を
考

　
察
歩
る
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
即
ち
彼
ら
の
、
棉
布
の
直
接
生
産
者
に
対
す
る
立
場
は
、
単
な
る
仲
買
い
人
と
し
て
の
そ
れ
に
終
始
し
た
の
で
は
な
　
一

華
繋
備
踊
編
垂
襲
掻
破
擁
轡
総
懸
纐
躍
難
燵
拷
難
戦
諒
観
護
騨
薫

　
た
が
、
こ
れ
は
当
時
最
も
経
営
規
模
の
大
き
な
棉
布
問
屋
を
云
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
云
う
の
が
筆
者
の
解
釈
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

漏
、
は
　
し
　
が
　
き

　
揚
子
江
の
最
下
流
に
展
開
す
る
三
角
洲
平
野
は
、
中
国
に
お
け
る
最
大
の
藏

倉
地
帯
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
古
く
か
ら
絹
織
物
の
産
地
と
し
て

も
有
名
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
　
「
元
」
の
時
代
に
な
っ
て
棉
花
の
栽
培
が
伝

え
ら
れ
る
と
、
地
理
的
・
気
候
的
な
条
件
が
そ
の
栽
培
に
適
し
て
い
た
事
、
絹

織
業
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
伝
統
的
に
優
秀
な
機
織
り
技
術
が
存
在
し
た
事
な
ど

に
よ
っ
て
、
こ
の
地
方
の
単
婚
は
急
速
な
発
展
を
遂
げ
、
　
「
朋
」
代
の
中
頃
に

は
中
国
に
お
け
る
最
大
の
棉
布
の
生
産
地
と
な
っ
た
。

　
か
く
し
て
、
　
「
明
」
の
時
代
に
な
る
と
こ
の
地
方
で
は
絹
業
・
棉
業
が
並
行

し
て
行
わ
れ
る
事
と
な
る
が
、
そ
の
中
心
地
帯
は
、
海
佐
の
そ
れ
が
こ
の
デ
ル

タ
平
野
の
北
部
・
東
部
地
方
一
長
江
及
び
海
岸
に
沿
う
一
帯
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
絹
業
は
中
部
か
ら
南
部
に
か
け
て
、
太
湖
の
東
南
岸
一
帯
の
地
方
に
お
い

て
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
両
繊
維
業
の
一
般
的
構
造
は
、
す
で
に
先

　
　
　
①

学
の
研
鑛
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
過

重
な
税
役
負
担
と
、
そ
れ
と
無
関
孫
で
は
あ
り
得
な
い
高
率
の
小
作
料
収
奪
と
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を
そ
の
内
容
と
す
る
古
い
土
地
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
零
細
経
営
の
農
家
を

直
接
生
産
者
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
起
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
原

料
生
産
と
し
て
の
棉
花
の
栽
培
と
、
棉
糸
・
棉
布
の
製
造
と
云
う
二
つ
の
主
要

な
工
程
に
分
れ
て
い
る
が
、
零
細
農
家
を
主
体
と
し
て
行
わ
れ
た
関
係
上
、
原

棉
の
栽
培
・
繰
り
棉
・
紡
績
・
織
布
の
各
生
産
過
程
ご
と
に
、
そ
の
商
晶
化
が

完
結
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
棉
織
業
は
養
蚕
・
製
糸
を
中
心
と
し

た
絹
業
地
帯
に
も
拡
が
っ
て
い
る
。
機
織
り
技
術
の
幼
稚
な
農
家
に
お
い
て
は
、

蚕
を
飼
育
し
て
生
糸
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
市
場
に
出
す
一
方
、
そ
の
代
金
で
棉

花
を
購
入
し
て
棉
布
に
加
工
す
る
と
云
う
経
営
方
式
が
広
く
採
用
さ
れ
て
行
つ

②た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
工
程
が
細
分
化
さ
れ
且
つ
複
雑
で
あ
る
と
云
う
事
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
の
間
に
商
人
の
介
在
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
事
を
予
想
さ
せ
る

が
、
事
実
彼
ら
は
各
工
程
の
間
に
立
っ
て
生
産
者
を
支
配
す
る
と
と
も
に
、
各

工
程
を
連
結
し
、
完
成
品
と
し
て
の
愚
妻
を
、
時
に
は
染
色
・
つ
や
だ
し
し
て
、

こ
れ
を
消
費
地
に
販
幽
す
る
役
割
り
を
演
じ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
一

般
的
構
造
の
上
に
活
動
し
た
罷
業
商
人
た
ち
の
棉
業
支
配
の
諸
形
態
を
、
そ
の

拠
点
と
な
っ
た
都
市
及
び
都
市
的
聚
落
た
る
鎮
や
市
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
主

と
し
て
棉
布
の
取
引
き
面
を
中
心
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
筆
者
の
意
業
に
関
す
る
知
識
は
極
め
て
乏
し
く
、
且
つ
史
料
の
蒐
集
も
充

分
で
は
な
い
上
に
、
短
蒔
日
の
闘
に
書
き
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
に
あ
っ
た
た

め
、
詑
述
は
甚
だ
し
く
平
面
的
・
現
象
羅
列
的
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
不
充

分
不
明
確
な
点
は
、
す
べ
て
後
日
再
び
積
極
的
に
受
業
を
論
ず
る
際
の
課
題
と

し
て
の
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
は
一
つ

の
暫
定
稿
で
あ
る
事
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　
な
お
本
稿
は
、
西
嶋
定
生
氏
の
棉
業
に
関
す
る
一
連
の
研
究
・
特
に
「
支
那

初
期
棉
業
市
場
の
考
察
」
　
（
東
洋
学
報
第
三
十
一
巻
二
号
）
に
負
う
と
こ
ろ
す

こ
ぶ
る
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
一
々
註
記
し
な
い
の
は
煩
を
い
と
う
た

め
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
に
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

二
、
棉
業
と
都
市
の
発
達

　
「
明
」
代
、
特
に
そ
の
中
期
以
後
、
こ
の
三
角
洲
平
野
に
お
い
て
展
開
さ
れ

た
棉
業
は
、
農
民
た
ち
が
、
自
分
が
着
る
た
め
に
で
は
な
く
、
国
家
的
・
地
主

的
収
奪
に
対
抗
し
て
そ
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
、
商
品
と
し
て
原
棉
や
棉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

糸
棉
布
を
売
る
事
を
目
的
と
す
る
商
品
生
産
と
し
て
発
展
し
た
。
特
に
棉
布
は
、

当
時
最
も
大
衆
的
な
衣
料
と
し
て
普
及
し
つ
つ
あ
り
、
全
国
的
規
模
の
市
場
を

形
成
す
る
条
件
と
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
方
産
の
原
棉

或
い
は
棉
庵
は
、
商
入
に
よ
っ
て
全
国
的
市
場
に
販
運
さ
れ
て
行
っ
た
。
　
「
客

船
日
ご
と
に
来
り
、
米
価
頓
み
に
減
じ
、
布
価
頓
み
に
増
す
」
の
を
安
定
し
た

社
会
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
考
え
た
陳
…
継
儒
の
言
葉
（
陳
眉
山
全
集
巻
五
十
五
・

与
張
曙
海
郡
侯
）
は
、
水
田
の
桑
畑
・
木
棉
謬
論
と
人
口
増
加
と
に
よ
っ
て
食
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糧
の
不
足
を
来
し
、
そ
れ
を
主
と
し
て
湖
広
方
面
か
ら
の
倉
入
に
よ
っ
て
賄
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
方
、
棉
布
を
華
北
を
中
心
と
す
る
全
国
的
市
場
に
積
み
出
す
事
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
允
こ
の
地
方
の
島
本
的
な
経
済
状
態
を
明
ら
か
に
歩
る
と
と
も
に
、

そ
の
分
野
に
お
け
る
米
商
・
布
商
の
活
動
の
持
つ
意
味
を
、
端
的
に
衷
現
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
農
村
に
お
け
る
棉
業
の
画
期
的
発
展
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
商
人

の
活
動
と
に
支
え
ら
れ
、
主
と
し
て
流
通
面
の
中
心
地
と
し
て
都
市
及
び
薪
興

の
都
市
的
聚
落
た
る
鎮
・
市
が
発
達
し
て
来
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
れ
ら
諸
都

市
発
達
の
状
況
と
そ
の
性
格
と
を
概
観
し
て
お
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
長
江
の
最
下
流
域
・
普
通
江
爾
と
よ
ば
れ
る
こ
の
地
方
に
は
、
蘇
州
を
は
じ

め
、
松
江
・
常
州
・
湖
州
・
嘉
興
・
杭
州
の
三
江
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
数
個

の
州
や
県
を
統
轄
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
中
心
都
衛
と
し
て
の
蘇
州
府
（
呉
・

長
洲
・
元
和
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
　
兀
」
末
「
明
」
初
の
動
乱
と
、
そ
れ
に

つ
づ
く
戦
後
の
混
乱
か
ら
抜
け
出
し
て
、
こ
の
町
が
往
昔
の
繁
栄
を
回
復
し
た

の
は
、
　
「
明
」
の
建
国
後
六
・
七
十
年
を
経
た
正
統
・
天
爵
時
代
の
事
で
、
次

ぎ
の
成
化
年
間
に
は
よ
う
や
く
往
年
の
レ
ベ
ル
を
越
え
る
繁
栄
を
み
せ
た
と
云

　
　
　
　
⑤

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
嘉
靖
時
代
に
は
和
寵
の
被
害
を
受
け
た
し
、
又
や
が

て
お
こ
づ
た
「
明
・
浩
」
鼎
革
の
際
に
も
多
少
の
混
乱
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
の
時
代
を
通
じ
て
、
蘇
州
は
商
業
都
市
と
し
て
、
又
軽
工
業
都
市
と
し

て
着
袈
な
発
達
を
遂
げ
て
い
る
。
即
ち
蘇
州
府
城
の
東
側
・
長
洲
属
籍
が
絹
織

業
を
聖
心
と
す
る
軽
工
業
地
域
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
西
側
・
呉
県
の
地
は
そ

の
商
業
都
市
と
し
て
の
＝
圓
を
代
表
す
る
。
特
に
府
城
の
西
の
外
・
大
運
河
に

沿
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
上
竪
街
・
南
濠
街
と
よ
ば
れ
る
一
郭
が
あ
っ
て
、
こ
こ

に
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
字
号
と
よ
ば
れ
る
棉
布
問
屋
を
は
じ
め
と
し
て
、
絹

織
物
問
屋
、
米
穀
商
な
ど
が
軒
を
つ
ら
ね
て
営
業
し
て
お
り
、
全
国
各
地
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

多
数
の
商
人
と
多
量
の
物
資
を
集
め
て
盛
大
な
取
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ

う
し
た
状
況
は
松
江
府
（
華
亭
）
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
成
化
か
ら
嘉

靖
に
か
け
て
「
股
盛
な
る
事
、
前
日
の
比
に
非
ら
ざ
る
」
　
（
急
減
松
江
府
講
掛

四
・
風
俗
）
発
展
を
遂
げ
た
と
云
わ
れ
、
城
郭
の
東
西
雲
門
附
近
は
商
質
榛
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
旧
大
都
市
の
発
達
に
く
ら
べ
て
、
更
に
目
覚
し
か
っ
た
の
は
、
農
村

に
お
け
る
都
市
的
聚
落
た
る
新
興
の
鎮
・
市
の
発
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
に

お
い
て
は
、
す
で
に
「
宋
」
代
以
来
、
そ
の
主
要
交
通
路
た
る
ク
リ
ー
ク
に
沿

っ
て
一
種
の
都
市
運
動
が
は
じ
ま
っ
て
、
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
鎮
∵
市
と
よ

ば
れ
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
農
村
に
お
け
る
定
期
市
か
ら
発
達
し
た
都
市
的
聚

⑤落
で
あ
る
。
「
明
」
代
に
な
る
と
鎮
・
市
の
発
達
は
、
農
村
に
お
け
る
絹
業
・

棉
業
の
発
展
に
支
え
ら
れ
て
一
嵩
急
ピ
ッ
チ
と
な
っ
た
。
例
え
ば
当
時
絹
織
物

の
有
名
な
集
散
地
で
あ
っ
た
黒
黒
当
芸
沢
鎮
に
つ
い
て
は
、

　
熱
時
村
市
蒲
条
、
居
民
数
十
家
、
明
成
化
申
、
至
三
四
百
家
、
嘉
靖
間
倍
之
、

　
而
又
過
焉
、
迄
今
貨
物
雨
覆
、
居
畏
且
二
三
千
家
、
実
邑
西
之
藩
堺
也
、
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（
廻
心
震
癌
研
志
巻
四
・
鎮
市
村
）

と
あ
る
が
、
　
「
明
」
代
に
は
な
お
丁
霊
県
属
の
一
十
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、

「
満
」
粛
正
四
年
に
は
独
立
し
て
震
沢
県
に
昇
格
す
る
も
の
も
出
現
し
て
い
る
。

鎮
・
市
発
達
の
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
二
・
三
の
史
料
を
あ
げ
て
み
る
と
、

　
盛
沢
鎮
…
居
民
百
家
、
以
綿
綾
為
業
、
今
夏
質
遠
近
頼
集
、
居
晟
万
有
籐
家
、

　
蕃
阜
気
象
、
諸
鎮
中
仕
為
第
一
、
　
（
康
煕
南
江
宿
志
巻
一
・
市
鎮
）

　
陸
家
浜
市
…
創
嘉
味
徳
初
年
、
客
商
貨
物
、
威
自
他
寒
寒
来
、
頗
称
繁
庶
、

　
（
万
丁
重
山
県
志
巻
一
・
市
鎮
）

　
沙
頭
市
…
居
士
可
二
千
家
、
中
有
勢
至
、
邑
之
巨
鎮
也
、
　
（
嘉
定
常
熟
々
志

　
巻
二
・
市
鎮
）

　
朱
家
角
鎮
…
商
賀
湊
聚
、
貿
易
花
布
、
総
省
標
客
、
往
来
不
絶
、
今
潮
雲
鎮
、

　
（
崇
頼
松
江
府
蛭
巻
三
・
鎮
市
）

な
ど
枚
挙
に
邊
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
こ
の
地
方
の

鎮
・
市
の
も
つ
一
般
的
性
格
を
要
約
す
る
と
、
大
凡
そ
次
ぎ
の
よ
う
に
で
も
な

る
だ
ろ
う
か
。
即
ち
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
明
」
の
初
・
中
期
頃
に
誕
生
或
い

は
発
達
し
は
じ
め
た
聚
落
で
あ
っ
て
、
数
百
乃
釜
数
千
の
家
屋
と
そ
れ
に
数
倍

す
る
人
口
を
持
ち
、
後
背
地
と
し
て
周
辺
に
農
村
を
ひ
か
え
、
そ
の
生
塵
物
の

集
散
、
取
引
ぎ
地
と
し
て
の
機
能
を
果
し
つ
つ
あ
っ
た
と
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
性
格
を
持
つ
都
市
及
び
都
市
的
聚
落
に
お
い
て
成
立

し
た
棉
花
・
棉
布
の
取
引
き
市
場
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
ず

棉
花
の
場
合
を
み
る
と
、
縮
花
は
江
南
地
方
に
お
い
て
は
松
江
府
属
の
各
県
と
、

蘇
州
府
下
の
北
部
諸
州
県
一
太
倉
・
嘉
定
・
常
熟
・
箆
山
一
帯
の
岡
身
と
よ
ば

れ
る
丘
陵
地
帯
に
産
出
重
る
。
し
た
が
っ
て
毎
年
秋
棉
花
の
収
穫
期
と
も
な
る

と
、
こ
の
方
士
に
は
盛
大
な
棉
花
の
取
引
き
市
が
成
立
す
る
。
そ
の
情
況
を
上

海
地
方
の
歳
事
記
と
も
云
う
べ
き
張
春
華
の
嬉
嬉
歳
事
街
歌
、
楊
光
輔
の
訟
南

楽
府
に
よ
っ
て
み
る
と
、
県
城
の
東
と
南
の
一
郭
に
は
縮
花
収
買
業
者
が
軒
を

な
ら
べ
て
待
ち
か
ま
え
、
早
朝
か
ら
附
近
の
村
人
が
棉
花
を
肩
に
や
っ
て
来
る
。

花
行
と
よ
ば
れ
る
こ
れ
ら
棉
花
商
人
の
店
先
き
に
は
、
収
花
潜
と
云
う
提
灯
が

つ
る
さ
れ
て
人
々
を
招
い
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
取
引
き
は
、

　
邑
産
者
、
易
有
行
戸
、
農
挫
一
称
於
門
、
倹
濡
貝
売
者
、
交
コ
集
戸
外
剛
乃
為
レ

　
日
別
其
美
悪
、
而
貿
易
焉
、
（
拷
華
・
木
棉
譜
）

と
記
る
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
戸
と
か
素
行
と
か
云
わ
れ
る
業
者
が
あ
っ
て

取
引
き
の
斡
旋
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
競
る
者
は
自
ら
大
量
の
棉
花
を
収
軽

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
原
典
の
成
立
年
代
か
ら
考
え
て

「
清
」
朝
風
：
甲
期
の
事
情
を
述
べ
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う

し
た
状
況
は
「
明
」
の
中
・
後
期
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
ぎ

の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
市
中
交
易
、
未
暁
而
集
、
毎
歳
棉
花
入
寮
、
牙
行
多
聚
少
年
、
以
為
羽
翼
、

　
携
定
々
接
、
郷
畏
莫
知
識
適
、
捻
熱
心
闘
、
甚
至
亡
失
貨
物
、
　
（
天
下
郡
国

　
利
病
妻
第
七
冊
・
嘉
定
県
志
、
風
俗
）
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こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
棉
花
は
、
実
棉
の
ま
ま
の
も
の
は
繰
り
縮
さ
れ
、
一

部
は
主
と
し
て
福
建
の
商
人
た
ち
の
手
で
、
遠
く
福
建
・
広
東
方
面
に
積
み
出

さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
棉
花
は
、
河
爾
∵
湖
広
か
ら
こ
の
地
方
に
運
ば
れ
た
棉

花
と
と
も
に
、
す
べ
て
こ
の
デ
ル
タ
平
野
内
部
の
砂
胆
業
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ

る
。
大
資
本
を
擁
し
た
一
部
の
棉
花
商
人
が
大
量
の
棉
花
を
貯
蔵
し
、
そ
の
需

要
に
応
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
は
、
閲
世
編
に
、
康
煕
十
六
年
棉
花
の
価

格
が
暴
騰
し
た
時
の
様
子
を
伝
え
て
「
積
年
の
陳
花
、
こ
れ
が
斜
め
に
一
空
、

富
商
の
利
を
獲
す
る
者
甚
だ
多
し
」
　
（
同
省
鶏
冠
・
食
貨
四
）
と
あ
る
の
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
棉
花
商
人
自
身
の
、
又
は
別
の
商
人

の
手
に
よ
っ
て
、
棉
花
は
、
紡
績
・
識
布
経
営
者
に
売
り
渡
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
朱
鼻
尊
の
曝
懲
亭
集
に
は
、
嘉
興
県
梅
会
里
の
人
・
螂
瑚
が
、
そ
の
授
業

料
に
よ
る
収
入
の
中
か
ら
十
金
を
里
人
の
緒
已
に
与
え
、
吉
貝
花
、
即
ち
棉
花

を
販
売
さ
せ
た
事
が
み
え
て
い
る
が
（
同
書
巻
七
十
七
・
◆
文
学
郷
齎
塘
墓
誌

銘
）
、
　
元
来
嘉
輿
地
方
は
棉
花
を
産
出
し
な
い
か
ら
、
椿
已
は
恐
ら
く
松
江
方

．
潤
か
ら
棉
花
を
買
い
入
れ
、
こ
れ
を
そ
の
地
方
の
棉
織
業
者
に
売
ヴ
さ
ば
い
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
棉
布
が
仕
上
る
と
、
こ
れ
ら
の
奮
然
は
再
び
都
市
の
胆
管
商
人
の

と
こ
ろ
へ
集
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
霧
場
に
む
か
っ
て
運
び
出
さ
れ

て
行
く
事
に
な
る
が
、
都
市
や
鎮
・
市
に
は
こ
れ
ら
棉
布
商
人
が
店
舗
を
構
え

て
棉
布
の
収
買
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
事
情
は
、

　
蓋
因
前
明
数
百
家
布
号
、
皆
在
松
江
楓
灘
稼
黒
蝿
業
、
早
撃
坊
瑞
坊
商
気
悉

　
従
之
、
　
（
消
夏
閑
詑
摘
綴
巻
中
・
英
蓉
塘
）

　
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
布
号
と
云
う
が
棉
潮
汐
量
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
棉
布
の
集
散
地
で
あ
る
松
江
を
は
じ
め
と
し
て
、
楓
淫
鎮
、

濠
固
唾
に
営
業
し
て
お
り
、
そ
の
数
も
数
百
軒
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
に
附
随
し
て
山
塊
の
染
色
・
つ
や
だ
し
を
行
う
仕
事
場
も
存
在
し
て

い
た
模
様
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
い
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
棉
布
問
屋
は

各
地
に
営
業
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
値
接
生
産
者
か
ら
棉
布
を
買
い
集
め
る
の

を
そ
の
業
務
と
し
て
い
た
。
そ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
過
書
年
間
の
編
纂
に
か
か

る
鳥
青
旗
志
巻
十
一
・
芸
文
の
条
に
み
え
る
施
曾
錫
の
墜
漢
竹
枝
詞
五
首
の
原

註
に
は
、

　
近
鎮
婦
女
、
倶
以
織
為
業
、
京
荘
建
荘
、
講
書
段
歩
湖
畔
、

と
あ
っ
て
、
各
地
方
か
ら
棉
布
を
求
め
て
集
る
商
人
に
代
っ
て
棉
布
を
買
い
集

め
る
代
理
店
が
あ
っ
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
又
、
要
領
歳
事
衡
歌
に
も

　
心
行
遠
者
為
標
布
、
難
陳
聖
遷
左
諸
省
、
設
局
於
邑
、
眉
墨
之
、
為
坐
荘
、

と
あ
っ
て
、
上
海
県
に
も
山
西
・
陳
西
・
山
東
の
商
人
が
店
を
構
え
て
広
範
囲

に
棉
布
を
収
潔
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
棉
布
問
量
は
、
町
の

中
に
あ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
棉
織
業
者
た
る
農
民
の
便
宜
を
考
慮
し
て
、

時
に
は
町
の
外
に
出
荘
と
云
う
二
歩
所
を
設
け
、
使
用
人
を
派
遣
す
る
事
も
あ

　
　
　
　
　
　
⑨

つ
た
よ
う
で
あ
る
。

56　（496＞



蘇・松地方に於ける都市の棉業商人について（寺田）

　
以
上
、
極
め
て
大
雑
把
に
、
都
市
及
び
鎮
・
市
の
発
達
と
そ
こ
に
お
い
て
成

立
し
た
棉
花
・
棉
布
の
取
引
き
市
場
を
概
観
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お

い
て
行
わ
れ
る
直
接
生
産
者
と
棉
花
商
人
或
い
は
棉
布
商
人
と
の
取
引
き
は
、

一
方
的
な
買
い
手
市
場
と
な
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
売
り
手
と

し
て
の
農
民
の
大
部
分
は
、
過
重
な
税
役
と
小
作
料
の
辮
納
に
汲
々
た
る
零
細

農
民
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
は
税
金
・
小
作
料
辮
納
の
た
め
、
或
い
は
家
計
充
足

の
必
要
上
、
一
刻
も
早
く
製
品
を
現
金
化
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ

た
し
、
又
商
人
は
各
工
程
及
び
そ
の
流
通
面
を
完
全
に
支
配
し
て
、
取
引
き
上

絶
体
優
利
の
地
位
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
都
市
の
商
人
た
ち

は
農
村
の
鼻
取
を
強
力
に
支
配
し
つ
つ
あ
っ
た
。

三
、
棉
布
商
人
の
業
務

　
前
述
の
如
く
、
都
市
及
び
農
村
に
お
け
る
都
市
的
聚
落
た
る
鎮
・
布
に
お
い

て
成
立
す
る
書
振
の
取
引
き
市
場
は
、
棉
布
の
直
接
生
産
者
た
る
農
民
と
都
市

の
棉
布
商
人
と
を
当
事
者
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
棉
布
商
人
は
、

そ
の
業
務
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
け
る
事
が
出
来
る
。
即
ち
、
生
産
者
か
ら
棉
布

を
直
接
潤
筆
す
る
、
地
方
の
事
情
に
詳
し
い
地
元
出
身
者
を
中
心
と
す
る
商
人

（
前
述
の
如
き
発
布
問
屋
の
経
営
主
）
と
、
彼
ら
か
ら
共
布
を
仕
入
れ
、
こ
れ

を
全
国
的
な
市
場
に
販
運
す
る
商
人
一
客
商
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ

ら
商
人
間
の
関
係
と
そ
の
業
務
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　
ま
ず
客
商
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
商
人
が
客
商

と
野
駆
に
分
れ
て
お
り
、
客
商
は
一
般
に
資
質
に
比
し
て
遙
か
に
巨
大
な
資
本

を
擁
し
、
多
数
の
舟
車
と
従
業
員
と
を
駆
使
し
て
物
資
を
運
搬
す
る
の
を
そ
の

業
務
ど
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
明
」
か
ら
「
清
」
代
に
か
け
て
中
国
全
土
を
舞

台
に
客
商
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
、
山
西
・
陳
西
商
人
と
、
普
通
新
安
商
人
の

名
で
よ
ば
れ
て
い
る
江
西
徽
州
出
身
の
商
人
た
ち
で
あ
る
が
、
ま
ず
彼
ら
の
棉

業
界
に
お
け
る
客
商
活
動
の
情
況
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
前

者
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
史
料
に
乏
し
く
、
わ
ず
か
に
彼
ら
の
耽
る
者
が
棉
布

を
買
う
た
め
に
蘇
州
・
松
江
附
近
に
来
る
事
が
あ
っ
た
事
実
を
知
る
の
み
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
新
安
商
人
に
関
す
る
史
料
は
、
比
較
的
豊
富
に
存
在

し
て
い
る
。
彼
ら
の
場
合
、
そ
の
出
身
地
が
こ
の
棉
布
の
主
要
産
地
に
近
か
っ

た
せ
い
も
あ
っ
て
、
そ
の
実
に
広
範
齪
に
わ
た
っ
た
営
業
種
目
の
中
で
も
、
棉

布
の
商
い
は
主
要
な
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
事
は
、

　
吾
郷
二
者
、
首
魚
塩
、
次
布
吊
、
販
糟
則
中
質
耳
、
　
（
太
函
集
巻
五
十
四
・

　
明
故
処
士
難
陽
署
長
公
墓
志
銘
）

と
あ
る
に
よ
っ
て
一
芯
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
、
　
「
明
」
嘉
靖
・
万
暦
年
閲

「
徽
の
旅
費
、
江
左
に
偏
し
」
　
（
算
州
山
人
四
部
稿
巻
九
十
六
・
程
君
汝
義
母

褐
銘
）
と
か
、
　
「
其
の
人
多
く
富
饒
に
し
て
、
行
替
は
天
下
に
偏
し
、
三
呉
に

於
い
て
尤
も
盛
ん
な
り
」
　
（
算
置
山
人
続
稿
巻
二
十
九
・
贈
休
寧
丁
令
君
里
雪

奏
績
序
）
と
か
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
蘇
…
州
方
面
に
お
け
る
彼
ら
の
活
動
が
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甚
だ
活
溌
で
あ
っ
た
事
実
、
及
び
彼
ら
の
知
る
奢
は
、

　
吾
其
坐
而
希
書
、
東
属
望
木
蓮
、
則
用
布
、
維
受
払
天
下
親
中
、
則
用
塩
籏
、

　
吾
郡
痔
薄
、
無
用
子
銭
、
　
（
太
函
集
巻
五
十
二
・
明
聖
明
威
将
軍
新
安
衛
指

　
揮
愈
三
巴
山
程
李
公
墓
志
銘
）

と
云
っ
て
商
業
活
動
の
基
本
計
画
を
た
て
て
い
た
事
実
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
布

商
と
し
て
の
活
躍
を
想
像
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
、
緒
華
・
運

気
雑
記
巻
六
・
神
救
坐
商
の
条
に
、
万
暦
十
一
年
癸
乗
の
年
、
上
海
に
新
安
の

布
商
某
が
銀
六
百
両
を
携
え
て
棉
布
の
仕
入
れ
に
来
て
い
た
事
が
み
え
て
い
る

し
、
資
治
新
書
二
集
巻
十
七
・
首
盗
事
の
条
に
は
、
徽
商
の
朱
星
な
る
者
が
、

嘉
興
の
王
君
茂
の
と
こ
ろ
が
ら
棉
布
を
買
っ
て
帰
る
途
中
、
強
盗
に
あ
っ
て
棉

布
を
と
遷
れ
た
話
な
ど
が
記
る
さ
れ
て
い
て
、
新
安
商
人
の
嘆
息
と
し
て
の
活

躍
の
一
端
を
う
か
が
う
事
が
出
来
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
記
載
か
ら
、
彼
ら
の
棉
布
を
扱
う
商
人
と
し
て
の
具
体
的

な
業
務
内
容
を
知
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
の
点
を
積
極
的
に
明
ら
か

に
す
る
史
料
に
乏
し
い
現
状
で
は
、
黙
る
程
度
類
推
す
る
よ
り
他
に
方
法
は
な

い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
一
つ
の
材
料
と
し
て
新
安
商
人
・
李
某
の
事

跡
を
み
る
と
、

　
君
…
町
長
、
客
嘉
定
、
嘉
定
南
南
蛙
戦
悪
果
、
多
獄
賞
、
君
遂
居
焉
、
亦
時

　
時
質
臨
清
、
往
来
江
准
間
、
零
歳
還
激
、
然
卒
以
嘉
定
為
墨
家
、
　
（
震
跡
先

　
生
堅
巻
十
八
・
例
授
昭
勇
将
軍
成
山
指
揮
使
李
君
墓
誌
銘
）

と
記
る
さ
れ
て
い
て
、
彼
の
商
人
と
し
て
の
行
動
が
嘉
定
か
ら
臨
書
方
面
に
及
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
9

ん
だ
事
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
か
ら
彼
が
恐
ら
く
留
金
を
取
扱
つ
た
　
（

で
あ
ろ
う
事
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
嘉
定
県
地
方
が
棉
　
5
8

作
地
帯
で
あ
る
と
と
も
に
棉
布
の
主
要
な
産
地
の
一
つ
だ
っ
た
事
実
と
、
彼
が

臨
清
に
行
っ
た
事
実
に
注
陰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
黙
思
は
大
運
河
の
要

衝
に
あ
た
り
「
明
」
代
に
は
北
辺
へ
の
物
資
輸
送
の
中
継
基
地
で
あ
っ
た
。
乾

隆
臨
清
遊
志
巻
十
一
・
．
市
鷹
志
に
よ
れ
ば
、
　
「
明
」
の
成
化
二
年
以
来
、
こ
の

地
に
お
い
て
は
、
蘇
州
・
南
翔
（
嘉
定
）
・
信
義
（
黒
山
）
の
商
人
が
、
江
南

棉
布
の
販
売
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
れ
は
隆
慶
・
万
暦
年
間
に
は
次
第
に
発
展

し
て
、
　
「
清
」
乾
隆
初
年
ま
で
続
い
て
い
た
よ
・
）
で
あ
る
。
又
明
実
録
万
暦
三

十
年
九
月
二
子
の
条
に
は
、
当
時
臨
清
に
は
出
店
が
七
十
三
座
あ
っ
て
遼
東
方

面
か
ら
来
る
布
商
と
の
間
に
棉
布
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
事
が
記
る
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
考
え
て
、
季
某
は
棉
布
を
そ
の
主
要
産
地
で
あ
る

嘉
定
の
南
翔
地
方
で
買
い
集
め
、
こ
れ
を
臨
清
に
蓮
ん
で
販
売
す
る
と
と
も
に
、

更
に
北
方
か
ら
来
る
工
商
に
転
売
す
る
業
務
に
従
事
し
た
の
で
は
な
か
ろ
5
か

と
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
一
般
に
新
安
商
人
の
布
商
と
し
て
の
活
動
は

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
活
動
が
新
安
商

人
或
い
は
山
西
商
人
な
ど
の
外
来
商
入
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

蘇
州
地
方
出
身
の
商
人
の
中
に
も
、
こ
う
し
た
業
務
に
従
う
も
の
が
あ
っ
た
。

例
え
裸
毛
沓
・
旗
郷
雑
記
に
は
、
興
趣
県
直
塘
の
住
人
で
銭
外
郎
と
称
せ
ら
れ
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る
男
が
、
里
人
某
に
資
金
を
与
え
て
棉
布
を
買
い
集
め
、
こ
れ
を
臨
清
に
運
ば

せ
て
い
た
話
な
ど
が
み
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
は
臨
清
の
例
ば
か
り
が
出
て
来
た
が
、
そ
れ
は
一
つ
の

偶
然
で
あ
っ
て
、
江
南
棉
布
の
阪
路
は
華
北
を
中
心
と
し
て
全
国
的
な
規
模
に

拡
大
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
・
）
し
た
客
商
の
活
動
は
広
く
全
国
的
に

行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
客
商
と
し
て
の
棉
布
商
人
た
ち
は
生
産

地
た
る
蘇
松
地
方
と
消
費
地
と
の
間
に
生
ず
る
棉
布
の
価
格
差
を
利
益
と
し
て

受
け
と
る
商
人
で
あ
っ
た
と
云
う
事
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
の
活
動

が
客
商
と
し
て
の
範
囲
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。

彼
ら
は
多
数
の
小
商
人
や
雇
人
を
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
者
を

江
南
地
方
に
と
ど
め
て
店
舗
を
設
け
、
棉
布
の
収
買
を
行
わ
せ
る
事
も
あ
っ
た

に
違
い
な
い
が
、
，
多
く
の
場
合
、
客
商
に
棉
布
を
わ
た
す
の
は
、
前
節
に
お
い

て
み
た
よ
う
な
棉
布
問
屋
の
業
務
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
棉
業
に
お
け
る
客
商

の
態
度
が
積
極
化
し
、
自
ら
棉
布
の
収
買
を
も
兼
営
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は

そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
泥
め
て
、
蓄
電
が
生
産
者
か
ら
客
商
の
手
に
わ
た
る

過
程
を
み
る
と
、
そ
れ
は
次
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
凡
数
千
里
外
、
装
重
賀
而
来
浦
郷
者
日
標
号
、
工
部
商
之
賀
収
尊
者
日
庄
戸
、

　
郷
人
転
笛
干
庄
、
庄
転
笛
干
標
、
　
（
陳
眉
公
全
集
巻
五
十
九
・
布
高
議
）

　
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
棉
布
は
ま
ず
生
産
者
か
ら
庄
戸
に
渡
り
、
庄
戸
か

ら
更
に
標
商
の
手
に
渡
さ
れ
る
の
が
常
態
で
あ
っ
た
審
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ

の
庄
戸
が
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
都
市
に
営
業
す
る
棉
布
問
屋
で
あ
っ
て
、
地

元
の
事
情
に
暗
い
標
商
一
客
商
に
代
っ
て
棉
布
を
集
め
る
事
を
業
務
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
庄
戸
と
客
商
と
は
、
そ
の
業
務
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
互
に

不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
右
の
史
料
か
ら
み
る
と
、

両
者
の
間
に
は
資
金
面
で
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
…
関
係
は
か
な

り
緊
密
な
も
の
が
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
庄
戸
と
ほ
ぼ
同
じ
性
質
を
も
つ
商
人
の
経
営
で
、
そ
の
業
務
内
容
を
比

較
的
詳
細
に
伝
え
て
い
る
の
が
、
木
棉
譜
の
以
下
の
記
載
で
あ
る
。

　
e
萌
季
従
六
世
祖
贈
長
史
公
、
精
於
陶
狗
之
術
、
秦
墨
堤
商
、
皆
主
主
家
、

　
門
下
客
、
常
数
蔵
入
、
為
レ
之
設
難
常
山
、
倹
其
選
考
行
李
時
、
始
佑
緊
要
布
、

　
梱
急
撃
去
、
其
利
甚
厚
、
以
故
富
甲
一
邑
、
至
国
初
猶
然
、
⇔
近
商
人
乃
自

　
三
会
計
之
徒
、
出
銀
唱
道
、
而
邑
之
所
利
者
、
薫
煙
屋
租
息
而
已
、
然
都
人

　
士
、
或
有
多
自
照
羅
至
二
他
処
一
覚
遊
者
、
謂
之
水
客
、
或
有
権
星
恩
遇
而
転

　
讐
与
二
他
人
一
者
、
上
之
歓
縮
小
経
紀
、

　
こ
の
前
半
e
の
部
分
は
、
木
棉
譜
の
著
者
・
雲
華
の
愛
社
世
の
祖
で
長
史
を

贈
ら
れ
た
公
が
経
営
し
て
い
た
縮
布
問
屋
の
業
務
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
即

ち
贈
長
史
公
は
「
明
」
末
の
人
で
あ
る
が
、
棉
布
を
求
め
て
は
る
ば
る
や
っ
て

来
た
山
西
・
眺
西
の
恋
恋
を
そ
の
家
に
宿
泊
さ
せ
、
彼
ら
の
需
要
に
応
ず
る
た

め
に
、
数
十
人
の
門
下
客
を
使
っ
て
棉
布
を
買
い
集
め
、
布
子
が
故
郷
に
吸
え

る
蒔
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
値
段
を
決
め
て
棉
布
を
売
却
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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そ
し
て
そ
の
業
務
は
、
響
き
の
庄
戸
の
そ
れ
と
姶
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
脳

天
と
の
間
に
資
金
面
の
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
形
跡
は
な
く
、
逆
に
門
下
客
受
十

人
を
駆
使
し
て
い
た
点
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
大
資
本
を
忍
歩
る
大
規
模
な
棉

布
問
屋
で
あ
っ
た
事
が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
門
下
客
な
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
る
が
、
藤
井
宏
氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
客
或
い
は
門
下
客
と
は
商
人
の
経
営

に
参
加
し
た
非
血
縁
的
な
同
郷
者
の
謂
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
郷
党
関
係
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
経
営
へ
の
参
加
は
、
事
実
上
独
立
経
営
を
行
い
、
業
務

上
の
連
絡
を
密
接
に
保
つ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
に
蛇
足
を
つ
け
る
と
、
王
碗
・
舞
峯
文
紗
に
は
次
ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
翁
（
金
轡
瀞
）
…
棄
儒
佐
席
氏
買
、
翁
故
塁
出
也
、
門
下
諸
客
行
費
者
数
輩
、

　
其
舅
独
知
二
金
甥
、
公
廉
可
7
任
、
礼
之
在
諸
客
右
、
聖
君
客
、
悉
聴
翁
町
…

　
凡
立
席
氏
者
三
十
年
、
所
騒
客
、
歳
走
四
方
面
往
則
受
指
於
翁
、
返
則
報
命
、

　
其
子
本
、
悉
集
翁
所
、
席
氏
不
復
問
其
出
入
、
然
未
申
取
一
無
名
銭
、
　
（
同

　
漁
口
巻
十
六
・
観
W
経
瓜
羽
墓
蝕
融
銘
）

　
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
客
・
門
下
華
客
と
は
大
商
人
・
席
氏
の
統
率
下
に

あ
る
数
人
の
商
人
を
云
う
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
主
と
し
て
資
金
面
で
席
氏

と
関
係
が
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
盛
る
者
は
金
翁
の
例
に
み
る
よ

う
に
、
番
頭
格
と
し
て
資
金
の
出
入
を
全
面
的
に
委
任
さ
れ
る
者
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
里
長
史
興
の
駆
使
し
た
門
下
客
と
は
、
そ
の
経
営
に

参
加
す
る
と
と
も
に
、
資
金
面
の
援
助
を
う
げ
て
活
動
し
て
い
た
商
人
を
云
う

も
の
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
数
十
人
と
云
う
多
数
の
商
人
を
使
用
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
収
賭
す
る
七
竃
の
額
は
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

し
、
そ
の
収
買
区
域
も
か
な
り
遠
距
離
の
地
方
に
ま
で
及
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

識
小
録
に
、
陸
単
な
る
老
人
が
仲
闘
と
一
緒
に
棉
布
を
売
り
に
松
江
へ
往
つ
た

帰
り
途
、
売
上
金
を
舟
か
ら
川
の
中
に
落
し
悲
嘆
に
く
れ
る
話
（
同
書
巻
一
．

姑
蘇
陸
翁
）
が
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
棉
布
の
生
産
地
と
そ
の
集
散

地
と
の
間
に
活
動
し
た
商
人
の
一
例
と
み
る
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
棉
布
の
集
散
地
に
営
業
す
る
棉
布
問
屋
は
、
そ
の
経
営
内
容

に
は
若
干
の
網
違
も
発
冤
さ
れ
る
け
れ
ど
、
い
ず
れ
も
二
布
の
問
屋
的
・
牙
行
的

仲
買
い
を
そ
の
業
務
と
し
て
、
生
産
者
と
客
商
と
の
間
に
お
け
る
紳
買
い
行
為

か
ら
生
ず
る
利
鞘
を
そ
の
利
益
源
と
す
る
業
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て

忽
布
の
取
引
き
面
に
お
け
る
客
商
の
態
度
が
積
極
化
し
て
来
る
と
、
こ
れ
ら
地

元
の
棉
布
問
屋
は
そ
の
実
際
面
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
行
く
事
に
な
る
。
そ
の
事

情
を
伝
え
た
の
が
先
き
に
引
い
た
木
棉
譜
の
後
半
⇔
の
記
載
で
あ
る
。
即
ち
、

楮
華
の
時
代
・
「
清
」
乾
隆
年
間
に
、
客
商
の
二
布
購
入
法
が
一
変
し
て
、
彼

ら
が
自
ら
お
抱
え
の
商
人
を
募
っ
て
問
屋
業
務
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
、
地
元
出
身
の
商
人
た
る
問
屋
の
経
営
者
た
ち
は
そ
の
仕
事
を
失
い
、
わ
ず

か
に
詩
聖
の
租
選
一
店
舗
や
倉
庫
の
使
用
料
を
手
に
す
る
単
な
る
家
主
的
存
在

に
転
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
客
商
勢
力
の
棉
布
市
場
に
お
け
る
一

歩
前
進
は
、
そ
の
ま
ま
都
市
に
お
け
る
彼
ら
の
地
位
の
強
化
を
意
味
す
る
も
の
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で
甥
そ
れ
自
体
極
め
て
注
目
す
べ
き
現
象
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
仲

買
い
業
務
を
客
商
に
奪
わ
れ
た
地
元
の
商
人
た
ち
が
手
が
け
た
の
は
、
最
大
の

規
模
を
も
ち
、
棉
布
取
引
き
の
中
心
で
あ
っ
た
客
商
市
場
か
ら
は
み
出
し
て
水

客
・
金
頭
小
経
紀
の
名
で
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
、
地
方
的
な
極
く
規
模
の
小

さ
い
商
売
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
行
っ
た
。

　
さ
て
、
地
元
商
人
の
経
営
す
る
画
布
問
屋
、
或
い
は
客
商
直
営
の
棉
布
問
屋
、

又
は
そ
の
統
率
下
に
あ
る
門
下
客
の
経
営
、
そ
れ
ら
と
棉
織
業
者
と
の
関
係
は
、

単
な
る
棉
布
の
純
経
済
的
売
買
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
以

上
の
史
例
か
ら
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
両
者
の
間
に
は
売
買
関
係
以
上
の
つ
な
が

り
は
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
両
者
の
関
係
は
決
し
て
そ
の
よ
う

な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
す
で
に
先
学
が
指
摘
し
た
と
お
り
、

棉
業
の
各
工
程
が
細
分
化
さ
れ
、
分
業
が
発
達
し
て
い
た
事
実
は
、
商
人
に
対

し
て
不
等
価
交
換
の
機
会
を
そ
れ
だ
け
多
く
す
る
事
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
又
、
こ
う
し
た
実
状
は
彼
ら
の
生
産
者
把
握
の
好
機
と
も
な

り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
二
・
三
の
例
と
み
ら
れ
る
史
実
を
列
挙
し
て
み
る

と
、
ま
ず
一
名
を
懐
星
堂
集
と
も
云
5
祝
枝
山
文
集
に
み
え
る
蘇
州
・
呉
県
の

商
人
・
欽
允
言
（
成
動
軸
、
一
四
六
七
年
一
正
徳
元
、
一
五
〇
六
年
）
の
履
歴

で
あ
る
。

　
…
其
業
主
丁
総
昌
商
質
賀
本
↓
散
昌
之
機
仔
家
↓
碧
羅
二
其
端
匹
↓
以
露
玉
於
福
上
、

　
計
コ
会
盈
縮
低
塩
川
而
出
入
之
、
刻
時
審
度
、
彼
此
以
済
、
評
語
委
帖
服
焉
、

　
（
同
書
巻
十
九
・
承
事
豆
索
麺
墓
誌
銘
）

　
こ
れ
を
み
る
と
、
欽
証
言
の
業
務
は
先
き
に
引
用
し
た
庄
戸
の
そ
れ
と
非
常

に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
こ
の
記
載
に
は
、
こ
れ
が

馬
面
の
事
例
を
云
っ
た
も
の
と
断
定
出
来
る
絶
対
的
な
根
拠
は
な
く
、
逆
に
彼

が
絹
織
業
の
中
心
地
た
る
蘇
州
の
商
人
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ

絹
織
業
の
事
例
と
す
る
方
が
よ
り
妥
当
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
が
い
ず
れ
に
属
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
業
務
が
、
彼
が
そ
の
商
才
と
信

用
と
に
よ
っ
て
商
人
か
ら
資
金
を
提
供
さ
せ
、
こ
れ
を
全
く
自
個
の
才
覚
に
よ

っ
て
運
営
し
、
機
織
業
者
に
前
貸
し
し
て
そ
の
製
品
を
集
め
、
こ
れ
を
商
人
に

手
渡
す
事
で
あ
っ
た
点
だ
け
は
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
場
合
、
彼
が

機
織
業
者
に
前
貸
し
し
た
も
の
が
現
金
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
原
料
で
あ
っ

た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
形
態
は
一
種
の
問
屋
的
前
貸
し
制
度
と
考

え
ら
れ
、
資
金
の
提
供
者
た
る
商
人
に
対
し
て
、
欽
毒
言
は
云
わ
ば
代
理
商
の

立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
機
織
業
着
に
前
貸
し
を
行
う
事
に
よ
っ
て
、

彼
ら
と
の
間
に
特
定
の
関
係
を
保
持
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
充
分
想
像
出
来
る
は

ず
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
、
も
う
少
し
具
体
的
に
両
者
の
関
係
を
う
か
が
え
る
史
料
と
し
て
、

「
明
」
末
か
ら
「
清
」
初
に
か
け
て
常
州
府
下
の
無
錫
・
金
畷
両
県
の
地
方
事

情
を
述
べ
た
回
金
識
小
藩
の
記
載
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
無
錫
嬢

の
農
艮
が
棉
花
を
つ
く
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
閑
期
に
は
織
布
を
行
う
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事
に
よ
っ
て
悠
々
生
活
し
て
い
て
お
り
、
凶
年
に
あ
っ
て
も
他
処
の
棉
花
さ
え

豊
作
な
ら
ば
決
し
て
生
活
に
困
ら
な
い
事
を
述
べ
た
後
、

　
　
　
　
　
　
　
ぱ

　
…
布
有
三
等
、
一
以
三
丈
為
書
、
日
長
頭
、
一
以
二
丈
三
態
ハ
日
短
頭
、
皆

　
以
換
花
、
一
以
二
丈
四
尺
為
疋
、
日
放
長
、
則
宇
多
米
及
銭
、
坐
退
京
之
、

　
梱
載
而
貿
於
准
揚
高
望
等
処
、
一
歳
所
交
易
、
県
下
数
十
百
万
…
坐
賀
之
開

　
花
布
行
者
、
不
数
年
即
可
致
富
、
蓋
三
布
軽
細
、
不
如
松
江
、
霜
露
緻
耐
久

　
馴
過
断
、
故
通
行
無
憂
、
　
（
同
書
巻
一
・
力
作
之
利
）

と
云
う
ふ
う
に
記
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
常
州
・
無
錫
県
地
方
に
お
け
る

一
般
農
家
の
経
営
が
、
か
な
り
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
て
興
味
を
よ
ぶ
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
乾
布
と
米
・
銭

の
交
換
と
並
行
し
て
、
棉
布
と
棉
花
の
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

即
ち
前
者
の
場
含
は
単
に
棉
布
の
純
経
済
的
取
引
き
と
み
て
み
ら
れ
な
い
事
も

な
い
が
、
後
者
の
丁
度
は
、
明
ら
か
に
商
人
と
農
昆
と
の
間
に
前
貸
し
が
行
わ

れ
て
い
た
事
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
商
人
、
は
棉
花
を
農
民
に
前
貸
し
し
て
棉

布
を
織
ら
せ
、
棉
花
の
代
金
は
収
買
す
る
棉
布
で
梱
殺
す
る
と
と
も
に
、
加
工

賃
の
一
部
は
組
長
と
よ
ば
れ
る
銘
柄
の
棉
布
と
引
き
換
え
に
、
現
金
又
は
米
で

支
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
地
方
は
棉
花
を
産
し
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
花
布
行
と
よ
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
商
人
は
、
当
然
他
処
か
ら
棉
花
を
仕
入

れ
る
業
務
を
兼
務
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
彼
ら
は
棉
布
を
潅
揚
高
宝
地
方

に
逆
運
す
る
役
捌
り
を
も
演
じ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
え
あ
わ

せ
る
と
、
無
錫
地
方
に
成
立
し
た
棉
布
富
麗
は
、
蘇
・
松
方
面
で
客
商
を
顧
客

と
動
る
市
場
と
は
又
別
系
統
の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
商
人
は
棉
花
商

人
と
前
貸
し
問
屋
、
そ
れ
に
客
商
と
し
て
の
三
機
能
を
同
時
に
発
揮
し
つ
つ
あ

っ
た
と
云
う
事
が
出
来
る
と
思
う
。
そ
し
て
、

　
余
族
人
有
名
燃
者
、
住
居
無
錫
城
北
門
外
、
以
数
百
金
、
開
棉
花
荘
、
粗
布

　
以
為
生
理
、
宮
居
有
女
子
、
年
可
十
三
四
、
嬌
髄
虫
人
、
常
以
レ
布
来
換
昌
棉
花
ハ

　
測
常
多
与
之
、
並
無
他
志
也
、
　
（
銭
泳
・
履
園
叢
話
巻
二
＋
三
・
換
棉
花
）

と
記
る
さ
れ
た
認
識
の
棉
花
荘
も
、
錫
金
旧
来
録
に
み
え
て
い
た
花
布
行
な
ど

と
同
じ
よ
う
に
棉
花
の
前
貸
し
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
叉
、
嘉
靖
箆

山
県
志
と
万
謄
上
海
県
志
と
が
全
く
同
じ
文
章
で
伝
え
る
次
ぎ
の
よ
う
な
棉
花

と
棉
糸
と
の
交
換
制
度
な
ど
も
、
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
機
構
の
下
に
運
営
さ
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
紡
織
不
毛
郷
落
、
難
城
建
窯
然
、
里
螺
農
博
レ
紗
入
構
、
易
木
棉
以
帰
、
明

　
鼠
復
抱
紗
製
出
、
　
（
両
書
・
風
俗
）

　
こ
の
よ
う
に
、
問
屋
制
的
前
貸
し
制
或
い
は
そ
れ
と
類
似
の
制
度
が
存
在
し

て
い
た
事
を
み
る
と
、
商
人
が
必
ず
し
も
棉
布
の
収
買
の
み
に
関
心
を
持
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
問
屋
の
主
人
と
し
て
前
貸
し
捌
に
参
加
し
て
棉
布

綿
糸
の
生
産
を
組
織
し
、
商
人
の
立
場
に
お
い
て
蹴
る
程
度
生
産
の
実
際
面
に

タ
ッ
チ
歩
る
事
も
充
分
あ
り
得
え
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
原
料
の

前
貸
し
か
ら
更
に
一
歩
進
ん
で
機
具
の
前
貸
し
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
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蘇・松地方に於ける都市の棉業商人について（寺田）

像
出
来
る
史
料
も
あ
る
。
そ
れ
は
蘇
州
・
呉
県
の
洞
庭
地
方
出
身
の
商
入
・
席

氏
の
例
で
あ
る
。

　
呉
県
洞
庭
地
方
は
、
長
江
以
南
に
お
い
て
は
新
安
に
次
い
で
多
く
の
商
人
を

輩
出
し
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
席
亭
は
「
明
偏
の
末

か
ら
「
清
」
代
の
初
め
に
か
け
て
、
こ
の
地
方
で
は
か
な
り
名
の
知
れ
た
一
族

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
当
時
の
文
人
た
ち
の
文
集
の
中
に
は
、
席
氏
一
門
の
事
跡

　
　
　
　
　
⑩

が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
一
家
は
「
明
」
の
末
年
、
席
左
源
・
右
源
兄
弟
が
商
業

に
手
を
染
め
て
か
ら
、
そ
の
家
運
は
次
第
に
隆
盛
に
赴
き
、
右
源
の
子
・
等
等

顧
の
代
に
は
か
な
り
の
大
商
人
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
彼
及
び
彼
と
の
血
縁

的
な
つ
な
が
り
は
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
名
前
か
ら
考
え
て
、
彼
と
は
一
族

の
同
世
代
に
属
す
る
人
物
と
み
ら
れ
る
二
本
久
の
墓
誌
銘
に
よ
る
と
、
両
人
は

臨
清
に
店
舗
を
持
っ
て
い
た
様
子
で
、
そ
れ
が
「
明
・
清
」
交
替
の
際
、
兵
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
か
か
っ
て
そ
の
投
じ
た
資
本
と
と
も
に
導
燈
に
帰
し
た
と
記
る
さ
れ
て
い
る
。

臨
清
に
お
け
る
江
南
の
諜
報
商
人
の
活
躍
を
考
え
る
と
、
彼
ら
も
客
商
と
し
て

棉
布
を
販
超
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
推

測
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
磧
の
子
・
席
啓
図
の
墓
誌
銘
に
は
、

　
予
（
近
縁
）
数
聡
智
庭
之
東
山
…
時
山
中
婦
女
、
無
他
業
、
毎
空
手
坐
食
以

　
為
恒
、
最
後
織
作
声
、
股
然
接
衝
巷
、
問
誰
為
之
、
則
又
日
、
舎
人
（
淫
事

　
圏
）
募
郵
郡
女
工
所
教
也
、
問
架
本
及
紡
車
新
語
諸
具
、
安
所
由
乎
、
則
又

　
日
、
舎
人
所
給
也
、
　
（
琵
峯
文
紗
巻
十
五
・
席
舎
人
墓
誌
銘
）

と
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
の
冨
豪
が
民
間
の
窮
状
を
見
兼
ね
て
、

仕
事
を
与
え
て
救
済
し
た
事
例
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
裏
を
か

え
し
て
云
う
な
ら
ば
、
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
商

人
が
織
布
技
術
を
人
々
に
教
え
、
棉
花
や
諸
種
の
工
具
を
与
え
て
棉
布
を
織
ら

せ
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
史
料
的
に
は
必
ず
し
も
充
分
と
は
云
え
な
い
に
し
て
も
、
棉

布
商
人
及
び
そ
の
経
営
す
る
問
屋
が
、
単
な
る
棉
布
の
仲
買
い
だ
け
を
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
　
一
歩
進
ん
で
聞
屋
制
前
貸
し
と
考
え
ら
れ
る
業
務
を
行
い

つ
つ
あ
っ
た
と
云
う
事
は
、
以
上
の
諸
例
か
ら
考
え
て
、
ほ
ぼ
闘
違
い
な
い
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四
、
字
号
に
つ
い
て

　
右
に
み
た
よ
う
な
都
市
に
本
拠
を
持
つ
馬
丁
問
屋
と
そ
の
経
営
主
の
活
動
と

に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
平
野
の
中
心
都
市
蘇
州
に
は
、
宇
号
と
よ
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

．
る
企
業
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
か
っ
て
加
藤
繁
博
士
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

近
く
は
田
中
正
俊
氏
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
た
事
も
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
な

商
人
の
主
業
支
配
の
諸
型
態
を
考
慮
し
つ
つ
、
若
干
の
見
解
を
述
べ
て
み
た
い

と
思
う
。

　
ま
ず
、
字
号
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
か
な
り
古
く
か
ら
使

わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
清
」
代
の
編
纂
に
か
か
る
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史
料
に
は
じ
め
て
現
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
筆
者
の
浅
見
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
先
学
の
場
合
も
事
情
は
同
様
で
あ
っ
て
、
考
察
は
乾
隆

元
和
県
志
巻
十
・
風
俗
の
条
、
又
は
乾
隆
長
洲
県
書
巻
十
・
風
俗
の
条
の
記
載

を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
元
和
県
志
の
字
号
に
関
す
る
記
述
は
次
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
卓
布
名
称
四
方
、
習
是
業
者
、
闘
門
外
上
下
塘
居
多
、
謂
之
字
号
、
自
漂
布

　
染
汁
、
及
看
布
行
布
、
各
有
其
人
、
一
字
号
、
常
数
十
家
、
頼
以
挙
火
、
惟

　
窟
人
本
能
鴬
巣
、
近
来
本
重
而
利
微
、
折
閲
者
多
、
亦
外
画
而
中
乾
　
、

　
こ
れ
に
対
す
る
長
洲
県
志
の
文
章
も
殆
ど
同
じ
で
あ
る
他
、
恐
ら
く
こ
の
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

書
を
参
考
に
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
民
国
呉
駅
亭
の
云
う
と
こ
ろ
も
同
様
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
字
号
の
性
質
を
う
か
が
う
殆
ど
唯
一
の
史
料
と
云
う
事

に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
筆
者
の
見
解
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
と
、
　
「
蘇
布

は
四
方
に
名
が
と
お
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
従
事
歩
る
者
は
閥
門
外
の
上
巴
・
下
・

塘
街
に
多
い
。
　
こ
れ
を
字
号
と
云
・
）
の
で
あ
る
が
、
　
そ
の
営
業
は
筆
記
・
染

布
・
酒
布
・
行
布
に
及
び
、
そ
れ
ぞ
れ
従
業
員
や
下
魚
け
業
者
が
い
て
仕
事
を

分
担
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
つ
の
字
号
に
は
常
に
数
十
家
の
も
の
が
そ
れ

に
頼
っ
て
生
活
し
て
い
る
事
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
字
号
と
云
う
も
の
は
甚
だ

規
模
の
大
ぎ
な
企
業
で
あ
る
か
ら
、
大
資
本
の
持
ち
主
で
な
け
れ
ば
そ
の
資
金

を
都
合
す
る
事
が
出
来
な
い
。
…
…
」
と
云
う
事
に
な
る
。
結
論
的
に
云
え
ば
、

こ
こ
に
み
え
る
字
号
と
は
、
当
時
に
お
い
て
最
も
大
規
模
に
組
織
さ
れ
た
管
粥

問
屋
を
云
っ
た
も
の
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
字
号
と
云
う
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
中
西
語
本
来
の
意
味

は
商
号
と
か
屋
号
と
か
を
云
う
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
棉
布
問
屋
な
ど
の
よ
う

な
或
る
特
定
の
営
業
乃
至
経
営
形
態
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
事
は
、
例

え
ば
民
国
呉
県
志
が
乾
隆
呉
県
志
を
引
用
し
て
云
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
当
時

蘇
州
の
閻
門
附
近
に
は
棉
布
の
字
号
と
と
も
に
、
絹
織
物
を
扱
う
字
号
も
存
在

し
て
い
た
（
同
書
巻
五
十
二
上
・
風
俗
…
）
よ
う
で
あ
る
し
、
又
「
清
」
初
の

官
吏
・
程
体
型
の
父
親
が
湖
州
他
ニ
ケ
所
に
源
益
・
栄
万
・
掛
継
各
字
号
の
質

量
を
経
営
し
て
い
た
事
（
雍
正
株
批
論
旨
・
憲
徳
・
五
・
十
一
・
六
）
な
ど
か

ら
知
る
事
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
蘇
州
悶
門
外
に
多
数
営
業
し

て
い
た
と
云
う
棉
堂
宇
号
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
本
来
○
○
字
号
と
か
×
×

×
号
と
か
と
云
う
風
に
よ
ば
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
．

　
次
い
で
問
題
と
な
る
の
が
こ
の
棉
布
問
屋
の
営
業
で
あ
る
。
こ
の
問
屋
が
取

り
扱
っ
た
の
は
蘇
布
と
よ
ば
れ
る
上
布
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
蘇
州
産
の
棉

布
を
云
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
広
く
江
南
各
地
で
織
ら
れ
、
商
人
に
よ
っ
て
蘇

州
に
運
ば
れ
た
も
の
を
含
ん
で
お
躯
、
染
色
・
つ
や
だ
し
し
て
、
そ
こ
の
取
引
き

市
場
を
通
し
て
全
国
各
地
に
二
上
さ
れ
る
棉
布
の
一
般
的
呼
称
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
蘇
州
は
こ
の
三
角
洲
平
野
の
経
済
的
中
心
都
市
で
あ
っ
て
、
ひ
と
り
棉
布

に
限
ら
ず
、
こ
こ
で
取
引
き
さ
れ
る
物
資
は
全
国
的
規
摸
で
売
買
さ
れ
る
の
が

普
通
で
、
取
引
き
額
も
彪
大
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
棉
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蝿
取
引
き
の
紳
介
を
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
こ
こ
に
字
号
と
よ
ば
れ
て
い
る
財
布

問
屋
で
あ
る
が
、
そ
の
営
業
の
種
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
看
布
・
疋
布
と
は
、

棉
布
の
善
し
悪
し
を
判
別
し
て
収
魅
す
る
事
、
即
ち
、
問
屋
的
∵
牙
行
的
仲
買

い
又
は
問
屋
的
前
貸
し
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

ど
ち
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
大
量
の
棉
布
を
収
過
し
、
棉
布
取
引
き
の
仲
介
業

務
を
行
う
事
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
多
数
の
門
下
客
的
商
人
が
動
員
さ

れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
次
ぎ
に
こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
菊
屋
を
、
市
場
で
の

売
買
に
適
す
る
よ
う
に
加
工
す
る
の
が
染
布
・
漂
布
で
あ
る
。
染
布
と
は
云
う

ま
で
も
な
く
棉
布
を
染
色
す
る
事
で
あ
る
が
、
漂
布
と
は
棉
布
の
つ
や
だ
し
を

云
う
。
こ
の
よ
う
に
棉
下
問
麗
の
も
う
一
つ
の
仕
事
は
、
買
い
集
め
た
棉
布
を

独
立
の
仕
上
業
春
に
下
請
け
さ
せ
て
染
色
、
つ
や
だ
し
さ
せ
る
事
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
棉
布
の
加
工
業
務
た
る
染
布
・
漂
布
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
明
」

か
ら
「
清
」
に
か
け
て
の
染
色
業
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
、
そ
の
呉
体
的

な
事
情
は
殆
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
以
下
の
記
載
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
、

染
色
業
者
た
ち
の
仕
事
の
内
容
を
知
る
事
が
田
来
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
参
政
劉
公
釧
闘
、
…
為
書
生
時
、
出
遇
雨
、
避
於
染
騨
、
有
簿
籍
、
強
弱
之
、

　
完
遂
一
身
、
少
頃
、
噴
霧
、
公
等
、
未
幾
、
雛
回
隷
、
諸
仮
親
物
（
衣
尾
）

　
藩
命
而
取
之
者
百
鷺
、
分
競
多
寡
、
莫
能
決
、
…
（
薫
煙
・
蓬
窩
筆
記
巻
二
．

　
一
二
紀
）

　
即
ち
、
染
雛
は
他
人
の
衣
吊
を
あ
ず
か
っ
て
こ
れ
を
染
色
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
場
合
染
帳
と
よ
ば
れ
る
ノ
ー
ト
が
つ
く
ら
れ
、
衣
畠
委
託
者
の
名

前
を
記
し
て
お
く
の
に
用
い
ら
れ
た
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も

う
一
方
の
棉
布
の
つ
や
だ
し
業
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
宮
崎
下
定
博
士
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
た
鞠
が
あ
り
・
史
料
的
に
み
て
も
比
震
旦
に
そ
の
義
の
実

体
を
知
る
事
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、

　
蘇
郡
五
万
雑
処
、
百
貨
聚
睡
、
年
商
質
通
販
要
津
、
其
中
各
省
青
藍
布
疋
、

　
倶
於
此
地
勢
買
染
色
之
後
、
必
用
大
石
、
脚
蹄
研
光
、
即
有
一
種
之
人
、
名

　
日
野
頭
、
置
コ
備
面
角
様
式
巨
石
木
淡
、
家
侠
房
屋
ハ
招
集
臨
匠
居
住
、
塾

　
発
柴
米
銀
銭
、
向
目
客
店
一
領
布
発
寒
、
総
軍
工
野
獣
一
分
一
際
三
毫
、
皆
係

　
各
匠
所
得
、
按
名
逐
月
、
給
包
頭
銀
三
銭
六
分
、
以
償
房
租
家
侠
県
費
、
習

　
此
習
業
者
、
非
精
壮
而
強
有
力
不
能
、
皆
江
南
江
北
各
県
之
人
、
逓
桐
伝
授
、

　
牽
引
而
来
、
勢
多
　
単
身
烏
合
不
時
本
分
之
輩
↓
…
（
雍
正
蘇
批
諭
旨
。
李

　
衛
・
年
月
不
詳
）

と
あ
る
よ
う
に
、
包
頭
と
よ
ば
れ
る
企
業
主
が
職
人
労
働
者
を
使
用
し
て
経
営

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
営
形
態
は
、
明
ら
か
に
マ
ニ
ユ
プ
ア
ク
チ
ユ

ア
の
段
階
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
瑞
匠
と
云
う
労
働
齎
は
農
村
に

お
い
て
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
階
級
分
化
の
結
果
、
土
地
か
ら
ひ
き
離
さ
れ
て
都

市
に
集
っ
た
身
体
強
健
な
農
民
を
主
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
仕
事

と
云
う
の
は
、
二
つ
の
石
の
間
に
木
の
軸
に
巻
き
つ
け
た
棉
布
を
置
き
、
上
の

石
を
足
で
左
右
に
転
じ
て
、
棉
布
の
質
を
緊
っ
て
難
く
且
つ
光
沢
の
あ
る
も
の
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に
仕
上
げ
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
雍
正
八
年
頃
、
蘇
州
閣
門
外
に
は
包
頭
が
三

百
四
十
癖
人
い
て
踏
坊
四
落
五
十
除
ケ
処
を
経
営
し
て
お
り
、
設
備
さ
れ
た
蹄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

石
は
一
万
九
百
除
個
、
職
人
の
数
も
そ
れ
に
匹
敵
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
と

す
る
と
、
毎
坊
平
均
四
十
人
ば
か
り
の
労
働
者
を
使
っ
て
い
た
事
に
な
る
。

　
こ
れ
が
「
清
」
朝
初
年
に
蘇
州
城
外
で
行
わ
れ
て
い
た
棉
布
の
つ
や
だ
し
業

と
そ
の
経
営
の
実
体
と
で
あ
っ
て
、
字
号
は
自
ら
こ
う
し
た
加
工
企
業
を
経
営

す
る
審
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
収
冷
し
た
棉
布
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
独
立
の
仕
上

げ
業
考
た
る
蹄
坊
・
染
雛
に
下
請
け
さ
せ
て
仕
上
げ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
元
和

渠
志
の
云
う
字
号
に
た
よ
っ
て
生
活
し
た
数
十
家
の
中
に
は
、
そ
の
従
業
員
・

麗
人
や
門
下
客
的
喜
入
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
下
請
け
業
者
及
び
そ
の
労
働
者

も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
「
蘇
州
の
各
省
経
商
に
発
売
す
る
布
匹
は
、
必
ず
工
匠
の
疑
濁
す

る
を
須
つ
」
　
（
雍
正
殊
批
論
旨
・
満
天
．
培
・
元
・
五
・
二
十
四
）
と
云
わ
れ
て

い
る
と
お
り
、
蘇
州
で
客
商
に
買
い
と
ら
れ
る
棉
布
に
は
、
す
べ
て
つ
や
だ
し

が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
縮
布
が
華
北
方
面
で
消
費
さ
れ

る
た
め
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
そ
れ
は
、

　
（
つ
や
だ
し
す
れ
ば
）
則
布
質
緊
薄
而
有
光
、
芸
西
北
風
日
高
燥
量
地
、
欲

　
其
勿
著
沙
土
、
非
訟
人
所
貴
也
、
　
（
木
工
譜
）

と
記
る
さ
れ
て
い
る
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
中
國
西
北
部
、
険
西
・
山

西
・
河
北
方
面
の
気
候
風
土
に
適
す
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
行
わ
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
事
か
ち
蘇
州
に
お
け
る
棉
布
問
屋
の
業
務
が
、
中
国
西
北
部
へ

積
み
出
さ
れ
る
棉
布
の
収
量
・
加
工
を
申
心
と
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
鉄
馬
の
染
色
．
・
つ
や
だ
し
は
「
清
」
初
の
蘇
州
に
お
い
て
だ
け
行

わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
響
き
に
引
い
た
消
夏
閑
記
摘
抄
・
芙
蓉
塘
の

記
載
に
み
え
て
い
た
よ
う
に
、
す
で
に
「
明
」
の
時
代
、
楓
脛
・
濠
浬
諸
鎮
に

お
い
て
も
染
坊
・
喘
坊
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
そ
れ
は
北
方

向
け
棉
布
の
取
引
き
市
の
成
立
す
る
す
べ
て
の
都
市
・
都
市
的
聚
落
に
み
ら
れ

た
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
字
号
又
は
そ
れ
と
類
似
の
晒
布
問
屋
も
、
そ
れ

ら
と
と
も
に
各
地
に
営
業
し
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
字
号
に
関
す
る
史
料
は
必
ず
し
も
豊
富
と
は
云
え
な
い
が
、

そ
の
経
営
は
大
凡
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
、
筆
者
は
考
え
る
。

即
ち
、
そ
の
経
営
者
た
る
大
商
人
は
、
自
ら
、
又
は
そ
の
使
用
人
・
門
下
客
豹

商
人
を
通
じ
て
、
棉
布
の
生
産
者
に
は
仲
買
人
或
い
は
問
屋
制
前
貸
し
人
と
し

て
、
蹄
坊
な
ど
の
仕
上
げ
業
者
に
対
し
て
は
問
屋
尊
前
貸
し
人
の
立
場
に
あ
っ

た
と
思
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
字
号
と
そ
の
経
営
者
に
関
す
る
も
5
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

史
料
に
、
最
近
、
傅
衣
凌
氏
が
紹
介
し
た
小
異
筆
談
の
記
載
が
あ
る
。

　
新
安
瀾
氏
、
設
益
美
字
暑
干
呉
閥
、
巧
為
居
奇
、
密
嘱
衣
工
、
有
以
二
本
号

　
機
頭
一
緻
者
、
給
銀
二
分
、
縫
人
貧
得
小
利
、
遂
群
誉
布
美
、
用
者
競
市
、

　
計
一
年
消
布
約
以
百
万
匹
、
論
起
動
利
百
文
、
如
心
機
頭
多
二
万
両
、
而
増

　
息
二
十
万
貫
突
、
十
年
富
甲
立
商
、
而
衣
更
常
行
天
下
、
嗣
注
釈
覧
減
磁
業
、
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属
望
戚
稠
、
業
繋
復
帰
干
濁
、
二
百
年
間
、
漢
南
苦
界
、
無
地
黒
蓋
益
美
為

　
美
也
、
　
（
同
書
巻
三
・
玄
関
）

　
こ
こ
に
記
る
さ
れ
た
新
安
・
注
氏
経
営
の
益
美
御
＋
号
は
、
闘
門
外
に
軒
を
つ

ら
ね
て
営
業
七
て
い
た
棉
布
聞
屋
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
傅
氏
の
見
解
に
よ
る
と

そ
れ
は
「
渚
」
初
か
ら
存
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
主
と

し
て
そ
の
学
士
販
売
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
宣
伝
費

と
し
て
毎
匹
銀
二
分
が
筆
頭
持
参
者
に
支
払
わ
れ
、
艶
聞
約
百
万
匹
の
縮
布
が

阪
売
さ
れ
て
二
十
万
貫
一
二
十
万
両
の
利
益
が
あ
っ
た
事
に
な
っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
こ
の
利
益
計
算
に
は
少
々
お
か
し
な
点
が
あ
り
、
恐
ら
く
文
字
の
誤
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
と
に
か
く
年
間
百
万
匹
の
商
い
と
云
う
の
は
大

変
な
事
で
あ
っ
て
、
益
美
字
号
が
よ
ほ
ど
の
大
経
営
で
あ
っ
た
事
を
し
め
す
も

の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
更
に
そ
の
経
営
主
た
る
注
氏
及
び
そ
の
委
嘱
を
う
け
て

一
時
経
営
の
任
に
あ
た
っ
た
黒
氏
の
、
商
人
と
し
て
の
実
力
を
調
べ
る
事
に
よ

っ
て
一
層
明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、
　
「
開
」
理
学
三
十
年
刊
の
新
安
名
族
志
、

「
清
」
刊
の
新
安
大
族
志
な
ど
に
よ
る
と
．
、
高
溶
は
「
漢
」
宴
安
三
年
以
来
新

安
の
地
に
定
住
し
て
お
り
、
　
「
新
安
に
は
十
姓
九
注
の
謂
有
り
」
と
云
わ
れ
る

よ
う
に
、
一
族
は
徽
州
府
下
一
円
に
分
散
し
、
程
氏
・
方
氏
・
黄
氏
・
呉
氏
ら

と
と
も
に
数
あ
る
名
族
の
中
で
も
一
流
の
名
門
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
名
門
大
族

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
中
か
ら
多
数
の
、
し
か
も
新
安
商
人
と
し
て
も
第
一

流
の
商
人
を
輩
出
し
た
事
は
、
一
族
・
注
聖
母
の
文
集
で
あ
る
太
家
集
に
幾
多

の
講
述
が
あ
っ
て
、
農
人
と
し
て
の
注
氏
の
繁
栄
を
知
る
事
が
出
来
る
の
で
あ

る
が
、
益
美
字
号
の
経
営
者
た
る
注
氏
と
云
う
の
も
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
大
商
人

の
子
孫
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
記
載
に
し
め
さ
れ
た
注
氏
経
営
の
益
美
字
号
は
極
め

て
大
規
模
な
棉
布
問
屋
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必

ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
そ
の
発
売
す
る
棉
布
に
す
べ
て
益
美
宇

号
の
機
頭
が
つ
い
て
い
た
と
云
う
注
目
す
べ
き
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当

時
布
商
の
販
売
す
る
棉
布
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
印
号
一
商
標
が
つ
い
て
い
た

　
　
　
　
⑳

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
問
屋
か
ら
仕
入
れ
た
後
に
押
印
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
爵
号
と
は
違
っ
て
機
頭
が
つ
い
て
い
た
と
云
う
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
注
氏
直
営
の
工
場
、
又
は
注
氏
直
属
の
下
請
け
織
布
業

者
の
製
品
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
し
か
し
こ
の
点
は
、

商
人
の
生
産
工
程
に
対
す
る
直
接
支
配
と
云
う
具
体
的
な
問
題
と
も
関
連
す
る

か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
材
料
で
は
何
と
も
云
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
将
来
そ
う
し

た
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
る
時
に
は
、
も
う
一
度
こ
の
記
述
を
思
い
出
し
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

五
、
む

す

び

　
以
上
、
農
村
を
中
心
と
す
る
棉
業
の
発
展
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
都
市
の
発

，
達
、
そ
し
て
そ
こ
を
拠
点
と
す
る
棉
業
商
人
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
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み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
が
充
分
満
足
す
べ
き
程
度
に
達
せ
ら
れ
た
か

ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
し
本
稿
か
ら
結
論
ら
し
き
も
の
が

ひ
き
だ
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
ぎ
の
よ
う
な
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

、
都
市
を
中
心
と
す
る
棉
業
商
人
は
、
こ
れ
を
潤
筆
の
取
引
き
面
に
お
い
て
み

る
な
ら
ば
、
そ
の
機
能
に
よ
っ
て
棉
布
を
消
費
地
に
転
置
す
る
客
商
と
、
彼
ら

に
棉
布
を
手
渡
す
地
元
の
商
人
－
棉
布
問
屋
の
経
営
主
と
に
、
基
本
的
に
分
け

る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
の
区
別
は
必
ず
し
も
絶
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、

両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
的
な
つ
な
が
り
、
取
引
き
関
係
を
通
じ
て
密
接
に
結

合
し
て
い
た
し
、
又
客
商
が
自
ら
綿
布
問
屋
を
経
営
す
る
事
も
あ
っ
た
り
し
て
、

か
な
り
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
も
、
都
市
の
棉
布
問
屋
は
、
棉
布

の
仲
買
い
に
の
み
興
味
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
直
接
生
産
者
に

対
す
る
立
場
も
仲
買
人
と
し
て
の
一
面
と
と
も
に
、
問
屋
制
前
貸
し
に
よ
る
生

産
の
組
織
者
と
し
て
の
面
を
具
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
業
務
も
決

し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
棉
布
問
屋
の
中
で
、
史

料
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
考
察
し
て
、
最
も
大
規
模
に
組
織
さ
れ
た
経
営

と
み
ら
れ
る
の
が
、
蘇
州
閥
門
外
に
字
号
と
よ
ば
れ
て
営
業
し
て
い
た
巴
布
問

屋
で
あ
っ
た
。
r
こ
れ
は
益
美
字
号
が
一
流
の
新
安
商
人
た
る
注
氏
に
よ
っ
て
経

営
さ
れ
て
い
た
例
か
ら
み
て
も
、
大
商
人
の
み
が
よ
く
経
営
し
得
る
態
の
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
前
貸
し
は
、
時
と
し
て
仕
上
業
者
に
ま
で
及
ん
だ
も
の
の
如

く
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
棉
布
の
生
産
者
と
し
て
零
細
経
営
の
淡
民
だ
け
を
問

題
に
し
て
来
た
が
、
農
民
の
他
に
主
と
し
て
都
市
に
は
軍
戸
と
よ
ば
れ
る
専
業

の
棉
織
業
者
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
都
市
は
有
業
絹
業
を
背
景
と

し
て
そ
の
流
通
面
に
成
立
し
た
商
業
都
市
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
磐

戸
の
存
在
は
、
寄
る
程
度
そ
れ
が
手
工
業
都
市
の
性
格
を
も
具
え
て
い
た
事
を

理
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
が
敢
え
て
そ
の

存
在
を
無
視
し
た
の
は
、
主
に
史
料
の
制
約
に
よ
っ
て
機
戸
に
つ
い
て
は
な
お

不
明
の
点
が
多
く
、
機
戸
と
商
人
と
の
関
係
も
殆
ど
そ
れ
を
知
る
手
だ
て
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
も
又
、
他
の
不
充
分
な
諸
点
と
と

も
に
、
後
日
の
課
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

〔
補
註
〕

①
　
西
嶋
定
生
・
松
江
府
に
於
け
る
綿
業
形
成
の
過
程
に
つ
い
て
（
社
会
経

　
済
史
学
1
3
・
1
1
1
2
）
、
支
那
初
期
棉
業
市
場
の
考
察
（
東
洋
学
報
3
1
・
2
）
、

　
明
代
に
於
け
る
木
棉
の
普
及
に
つ
い
て
（
史
学
雑
誌
5
7
・
4
5
6
）
、
　
支

　
那
初
期
綿
業
の
成
立
と
そ
の
構
造
（
オ
リ
エ
ソ
タ
リ
カ
2
）

　
　
佐
伯
有
～
・
田
中
正
俊
、
十
六
・
七
世
紀
の
中
国
農
村
製
糸
・
絹
織
業

　
（
世
界
史
講
座
工
「
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
」
所
収
）

②
　
佐
伯
・
田
中
、
同
製
。

③
寺
田
隆
信
・
明
代
蘇
州
平
野
の
農
家
経
済
に
つ
い
て
（
東
洋
史
研
究
1
6
．

　
・
1
）

④
　
西
嶋
氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
江
南
二
布
の
市
場
は
「
開
」
代
に
は
華
北

　
を
中
心
と
し
た
が
、
「
清
」
代
に
な
る
と
揚
子
江
中
流
域
ド
華
南
方
面
へ
と
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蘇・松地方に於ける都市の棉業商人について（寺田）

　
そ
の
重
心
が
移
動
し
た
と
云
う
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
藤
井
宏
氏
は
疑
問

　
を
呈
繊
さ
れ
て
い
る
。
（
同
氏
・
新
安
商
人
の
研
究
e
・
東
洋
学
報
3
6
・

　
1
・
1
3
頁
以
下
）

⑤
三
五
・
寓
圃
雑
記

⑥
天
下
郡
国
利
病
書
第
六
冊
・
呉
県
城
図
説
、
崇
祓
呉
県
志
巻
2
・
鴬
野
、

　
撫
呉
轍
略
巻
一
、
㌔
督
撫
軍
門
示
　
そ
の
他
。

⑦
鞄
薩
・
雲
間
拠
目
抄
巻
5
・
記
土
木

⑧
池
田
静
夫
・
北
宋
に
於
け
る
水
運
の
発
達
（
東
亜
経
済
研
究
2
3
・
2
～

　
2
4
・
1
）
、
加
藤
繁
・
唐
綾
時
代
の
草
市
及
び
其
の
発
展
（
「
支
那
経
済
史

　
考
証
」
上
巻
所
収
）

⑨
張
春
輩
・
濯
城
歳
事
衝
歌
、
貧
家
往
往
待
織
婦
挙
火
、
説
話
、
漏
或
四

　
下
夷
、
其
夫
若
子
負
之
出
、
難
霜
雪
、
不
敢
揮
也
、
寒
行
苦
寂
、
必
有
侶

　
伴
、
布
騨
列
城
市
、
管
二
等
不
便
、
於
郭
外
静
処
、
覚
屋
半
問
、
天
未
明
、

　
遣
人
於
此
収
魯
、
為
出
荘
、

⑩
　
藤
井
宏
・
新
安
商
人
の
研
究
⇔
（
東
洋
学
報
3
6
・
3
・
8
0
頁
以
下
）

＠
　
楊
園
先
生
全
集
巻
3
4
・
言
行
見
聞
録
4
、
梅
村
家
蔵
礼
讃
4
7
、
雍
雷
文

　
妙
巻
1
5
　
そ
の
他
。

⑫
梅
村
家
蔵
藁
巻
4
7
・
太
僕
寺
小
卿
席
宿
侯
墓
誌
銘
、
尭
峯
文
紗
巻
1
5
・

　
卿
飲
賓
席
翁
墓
誌
銘

⑬
加
藤
繁
・
蘇
州
今
昔
（
「
支
那
学
雑
草
」
所
双
）

⑭
　
田
中
正
俊
・
嘱
目
蘇
州
の
字
号
経
営
を
め
ぐ
っ
て
（
一
九
五
二
年
・
度
東

　
洋
史
談
話
会
講
演
）
。
な
お
講
演
の
要
旨
は
同
氏
作
製
の
レ
ジ
ュ
メ
、
及
び

　
大
島
利
一
・
天
工
開
物
の
時
代
（
「
天
工
開
物
の
研
究
」
所
収
）
に
し
る
さ

　
れ
て
い
る
。

⑮
民
国
呉
県
志
巻
5
2
上
・
風
俗

⑯
宮
崎
市
定
・
明
清
時
代
の
蘇
州
と
軽
工
業
の
発
達
（
東
方
学
2
）

⑰
　
雍
正
殊
批
諭
旨
・
李
衛
・
年
月
不
詳

⑲
　
傅
衣
凌
・
論
明
清
時
代
的
棉
布
字
号
（
「
明
代
江
南
市
民
経
済
試
探
扁
所

　
収
）
、
な
お
こ
の
三
異
筆
談
の
記
載
は
、
本
来
な
ら
ば
原
典
よ
り
引
用
す

　
べ
き
で
あ
る
が
、
筆
者
の
手
も
と
に
は
見
当
ら
な
い
の
で
、
や
む
を
得
ず

　
傅
氏
の
論
文
よ
り
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

⑲
一
匹
百
交
の
利
益
で
百
万
匹
売
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
十
万
貫
の
純
益
と

　
な
る
は
ず
で
あ
る
。
二
十
万
貫
の
利
益
を
得
る
た
め
に
は
一
匹
百
文
の
利

　
な
ら
二
百
万
匹
売
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
一
匹
毎
に
二

　
百
文
の
利
益
が
な
い
と
純
益
合
計
は
二
十
万
貫
に
は
な
ら
な
い
。

⑳
資
治
新
書
二
集
巻
1
7
・
首
盗
事
、
嘉
興
司
李
文
燈
巌
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
八
年
九
月
八
日
稿
了

69　（509）



　This　article　presents　an　aspect　of　outlined　histbry　and　contents　of

Che”n　（ifi．T，ll）　by　the　Sung　dynasty，　expecting　to　help　oUr　future　syste－

matic　study　of　the　relation　between　town　and　country．

　　　　On　Cotton　Merchants　of　Cities　in　the　Sec（蘇）and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sun8（松）District

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takanobu　Terada

　　In　the　delta　plain　around　Su－chou　（蘇州）　down　the　Ch’ang－chiang

（長江）river，　the　cotto亘industry　has　been　widely　developing　since　the

‘‘

ling”（明）dynasty，　in　which　poor　farmers　took　the　most　active

part　；　many　cities　grown　there　were　mainly　commercial．　This　article

realized　the　activities　of　these　cotton　merchants，　especially　the　mana－

gement　of　cottgn－cloth　dealers　who　seemed　to　be　puttipg－out　merchants，

in　cQnnection　with　the　character　of．“Tgi‘一hao”（字号）trading　outside

the　Ch’ang’一7η動（閻門）in　Su－chou（蘇州）which　seemed　to　have　the

largest　scale　of　cotton－wholesalers．

　　　　　　The　Development　of．．　Sδ（惣）So1idarity　in　Cities

　　　　　　especially　on　the　Holeke（法華）riot　in　the　TenT2ton（天文）era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takeshi　Toyoda

　　Tbe　great　riot　of　K6］n　in　Germany　in　1074　is　1〈nown　as一　the　first

commune－movement　guided　by　the　group　of　wealthy　merchants．　ln

order　to　establish　commune　cities　had　to　repeatedly　make　terms

with　and　struggle　against　the　citylord．　Also　in　Japan　the　six．teenth

century　was　the　period　when　such　a　riot　was　predoininant　in　Kyoto，

Nara　or　other　places．

　　This　article　treats．the石。競6（法華）1’i　Ot　main／y　in　Kyoto　in　the

Tentrzon（天文）era，　expla三ning　i亡s　process　in　pre－rioむperiod　and　the

r61e　of砿αoん‘s瞬（町衆），　expecting　to　be　a　material　for　studying

the　characteristic　of　the　commune－movement　in　Japan．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（617　）


