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誉
鷹
か
影
蒙
鎌
鞍
鷺
紬
縞
繊
節
織
鐙
繍
鞍
細
戦
蟹

本
稿
は
・
の
膿
を
フ
・
ン
ス
産
業
禽
の
禦
・
六
事
藁
の
旛
を
蓼
・
ン
…
ル
地
方
の
繊
墾
蓬
限
定
・
た
の
ち
・
・
∴

　
こ
の
翻
門
の
工
場
制
へ
の
移
行
の
醗
期
と
形
態
を
分
析
し
、
繊
維
産
業
資
本
の
確
立
重
富
の
諸
特
質
一
即
ち
、
産
業
資
本
の
発
展
の
テ
ン
ポ
の
緩
慢
さ
、
　
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
発
展
の
規
模
の
狭
小
さ
、
商
人
資
本
の
主
導
的
役
翻
一
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
・
・
れ
ら
の
諸
特
質
が
ど
の
よ
う
馨
観
影
藤
条
件
に
よ
　

　
つ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
か
を
、
繊
維
工
業
の
資
本
蓄
積
の
様
式
、
生
産
手
段
の
供
給
、
労
働
力
の
存
在
形
態
、
帝
場
構
造
の
四
つ
の
底
面
か
ら
考
察
す
る
が
、
一

そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
肇
集
の
独
建
誕
構
造
毒
し
て
輩
の
光
を
投
じ
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
㎝

脚
　
問
題
の
限
定

　
本
稿
は
産
業
革
命
期
に
お
け
る
北
部
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
の
実
態

分
析
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
産
業
資
本
の
発
展
購
造
の
一
端
を
明
ら

か
に
し
ょ
う
と
す
る
竜
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
私
の
産
業
革
命
史
研
究
の
問
題
意
識
を
簡
単
に
の
べ
て
お
こ

う
。
従
来
わ
が
扇
の
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
て
き
た
問
題
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が

最
も
急
進
的
で
徹
底
し
た
市
罠
革
命
で
あ
っ
た
に
竜
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
の
発
展
が
必
ず
し
も
順
調
で
な
か
っ

た
の
は
、
　
一
体
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
徹
底
性
を
強
調
す
る
わ

が
国
の
革
命
史
家
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
説
得
的
な
解
答
が
与
え

ら
れ
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
問
題
は
河
野
健
工
氏
が
正
当
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①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
、

に
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
連
で
の
み
取
扱

わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
産
業
革
命
期
の
経
済
構
造
の
分
析
を

通
じ
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
わ
が
国
の
フ
ラ

ン
ス
経
済
史
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
大
革
命
以
前
の
時
期
に
・

集
中
さ
れ
、
一
九
世
紀
に
か
ん
す
る
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で

あ
る
。
私
の
産
業
革
命
分
析
の
主
た
る
巨
的
は
、
こ
う
し
た
研
究
の

空
隙
を
う
ず
め
つ
つ
右
の
問
題
に
対
し
て
一
定
の
解
筈
を
与
え
よ
う

と
す
る
点
に
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
経
済
史

的
音
営
義
と
限
界
に
つ
い
て
も
若
干
の
照
明
を
与
え
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
の
発
展
の
テ
ン
ポ
な
い
し
規
模

の
問
題
は
、
ひ
と
り
わ
が
国
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
諸
外
国
の
歴
史
家

に
よ
っ
て
も
活
発
に
論
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の

経
済
史
家
R
・
E
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
九
世
紀
初
頭

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
強
国
で
あ
り
、
農
業
資
源
の
点
で
は
第
一
位
、

工
業
生
産
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
に
次
い
で
第
二
位
を
占
め
、
ま
た

一
九
世
紀
の
大
部
分
を
通
じ
て
資
本
・
技
術
∴
制
度
的
条
件
・
企
業

家
精
神
等
の
点
で
後
進
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
発
展
に
大
き
く
寄
与

し
う
る
ほ
ど
恵
ま
れ
て
い
た
に
竜
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
世
紀
初
頭
に

な
る
と
、
工
業
総
生
産
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ

と
ド
イ
ツ
の
後
塵
を
籍
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
、
経
済
成
長
論
の
観

　
　
　
　
　
　
　
　
②

点
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
原
因
は
資
本
や
技

術
の
不
足
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
工
業
生
産
物
に
対
す
る
総
有
効

需
要
（
ρ
σ
q
σ
q
器
σ
q
㌶
①
曾
B
舞
（
剛
）
の
不
足
と
、
　
い
く
つ
か
の
基
幹
産
業

に
お
け
る
生
産
翼
ス
ト
の
相
対
的
高
さ
と
が
、
工
業
成
長
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
④

主
要
な
障
害
で
あ
っ
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
史
家
W
・
O
・
ヘ

ン
ダ
ー
ソ
ン
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
工
業
発
展
の
テ
ン
ポ
を
イ
ギ
リ
ス
や

ド
イ
ツ
よ
り
も
緩
慢
に
し
た
要
因
と
し
て
、
人
口
増
加
の
緩
慢
さ
、

石
炭
の
不
足
と
高
価
格
、
工
業
投
資
の
不
足
、
大
量
生
産
技
術
の
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

発
達
、
高
関
税
に
よ
る
政
府
の
国
内
工
業
保
護
等
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
の
構
造
的
特

質
の
歴
史
的
究
明
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
即
し
て
み
れ
ば
、
な

お
十
分
満
足
す
べ
き
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
研
究

は
、
全
ヨ
…
ロ
ッ
パ
的
な
連
関
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
経
済
の
成
長
、
そ

の
工
業
化
の
過
程
を
考
察
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
特
質
を
い
く
つ
か

の
要
因
の
相
互
連
関
の
帰
結
と
し
て
説
明
し
ょ
う
と
し
た
注
臼
す
べ

き
試
み
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
か
れ
に
あ
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
社
会
的
生
産
関
係
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
国
民
所
得
、

工
業
総
生
産
等
の
指
標
に
よ
っ
て
国
民
経
済
の
量
的
成
長
は
解
明
さ
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れ
て
い
て
も
、
経
済
の
質
的
（
構
造
的
）
な
変
化
は
把
握
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
C
・
フ
ォ
ー
ラ
ソ
の
研
究
を
初
め
と
す
る

近
年
の
フ
ラ
ン
ス
実
証
史
学
の
諸
業
績
は
、
特
定
地
域
・
特
定
産
業

部
門
の
生
産
講
造
の
変
化
を
精
密
に
追
跡
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら

の
部
門
の
国
民
経
済
全
体
の
中
へ
の
位
置
づ
け
が
明
瞭
で
な
く
、
ま

た
そ
の
分
析
視
角
に
特
定
の
ひ
ず
み
が
み
ら
れ
る
た
め
に
（
す
な
わ

ち
、
か
れ
ら
の
駆
使
す
る
「
商
業
疑
金
融
的
集
中
」
、
「
技
術
的
集
中
」
、
「
統

合
」
等
の
翔
語
が
示
す
よ
う
に
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
経
営
組

織
の
発
展
で
あ
っ
て
小
営
業
↓
マ
ユ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ャ
↓
工
場
と
い
う
生
藍
形

態
の
段
階
的
進
展
で
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
産
業
資
本
の
原
始
的
形
成
と
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

本
の
集
積
・
集
中
と
が
往
々
漉
同
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
）
、
　
フ
ラ
ン

ス
産
業
資
本
の
体
制
的
確
立
の
時
点
、
ま
た
そ
の
確
立
過
程
の
特
質
、

に
つ
い
て
そ
こ
か
ら
明
確
な
解
答
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
さ
き
の
閲
題
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
わ
れ
わ
れ
自
身
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

、
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
実
証
史
学
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
鷹
大
な
史
実
を
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
諸
概
念

に
よ
っ
て
再
構
成
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
産
業
資
本
の
確
立
過
程
と

そ
の
特
質
を
具
体
的
に
把
握
し
、
次
い
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
等
の
成
長
理

論
史
学
の
成
果
を
も
摂
取
し
な
が
ら
、
経
済
構
造
の
変
革
が
何
故
に

そ
う
し
た
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
か
を
、
い
く
つ
か
の
要
因
の
組
合

わ
せ
の
結
果
と
し
て
多
趣
的
か
つ
動
態
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
課
題
を
設
定
し
た
上
で
、
次
に
ど
の

よ
う
な
順
序
で
産
業
革
命
の
分
析
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
産
業
資
本
の
確
立
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
産

業
部
門
が
主
導
的
役
割
を
演
じ
た
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
J
・
ロ
ム
は
、
個
別
研
究
の
成
果
を
要
約
し
て
こ
う
の

　
　
　
⑥

べ
て
い
る
。
一
八
三
〇
一
五
〇
年
の
二
〇
年
間
に
は
綿
工
業
に
代
表

さ
れ
る
繊
維
工
業
が
、
　
「
付
加
価
値
」
の
点
で
も
成
長
率
の
高
さ
の

点
で
も
諸
部
門
中
分
一
位
を
し
め
て
い
た
が
、
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
か

ら
製
鉄
業
と
鉄
道
業
と
が
最
も
強
力
な
刺
戟
を
経
済
発
展
に
対
し
て

与
え
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
資
本
需
要
の
増
大
に
と
も
な
っ
て
銀

行
業
が
第
三
の
主
導
産
業
と
し
て
現
わ
れ
る
、
と
。
と
こ
ろ
で
、
ロ

ム
に
よ
る
と
繊
維
工
業
に
お
け
る
技
術
的
変
革
が
最
も
密
集
し
て
い

る
の
は
、
第
二
帝
政
期
、
と
く
に
一
八
六
〇
1
七
〇
年
の
悶
で
あ
っ

⑦た
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
か
の
W
・
W
・
ロ
ス
ト
ウ
の
経
済
成
長
段

階
…
説
か
ら
も
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
る
手
掛
り
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
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よ
う
に
思
う
。
か
れ
は
、
一
国
の
経
済
全
体
の
規
則
的
成
長
の
達
成

…
「
離
陸
」
け
ρ
犀
？
○
臨
一
の
た
め
に
は
、
そ
の
原
動
力
と
し
て
一

ま
た
は
そ
れ
以
上
の
製
造
業
部
門
の
急
速
な
成
長
が
必
要
で
あ
る
と

み
る
が
、
し
か
し
こ
の
主
導
部
門
の
型
は
羅
に
よ
り
き
わ
め
て
多
様

で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
れ
は
綿
織
物
工
業
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ム
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
で
は
鉄
道
を
基
盤
と
す
る
重
工
業
の
複

も
　
　
　
ヤ

合
体
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
．
こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
は
、

鉄
道
網
の
急
速
な
成
長
が
石
炭
・
鉄
・
機
械
に
対
す
る
需
要
を
よ
び

お
こ
し
、
か
く
し
て
こ
れ
ら
基
幹
産
業
部
門
の
発
展
を
も
た
ら
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
経
済
の
自
己
維
持
的
成
長
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
見
解
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
産
業
革
命
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
一
ま
ず
次
の
点
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
国
に
お
い
て
は
悪
業
革
命
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
軽
工
業
（
繊
維
工
業
）
↓
重
工
業
（
石
炭
．

製
鉄
業
〉
↓
鉄
道
業
と
い
う
順
序
で
継
起
的
に
進
行
し
た
と
い
う
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

も
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
三
部
門
に
お
け
る
決
定
的
変
革
が
時
全
的
に
ほ

ぼ
平
行
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
場
合
、
鉄
道
業
お

よ
び
重
工
業
の
発
達
が
繊
維
工
業
の
発
達
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響

を
お
よ
ぼ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
分
析
は
、
産
業

革
命
以
前
の
段
階
に
お
け
る
基
軸
的
産
業
で
あ
り
、
ま
た
少
な
く
と

も
産
業
叢
・
命
の
前
半
期
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
演
じ
た
と
み
ら
れ

る
繊
維
工
業
か
ら
出
発
す
．
へ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
際
こ
の
部
門
だ
け

を
切
離
し
て
取
扱
う
の
で
は
な
く
、
他
の
諸
部
門
と
の
有
機
的
関
連

を
た
え
ず
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
繊
維
工
業
に
お
け
る
産
業
資
本
確
立
過
程
を
考
察
す
る
に

あ
た
っ
て
と
く
に
北
郡
を
対
象
地
域
と
し
て
取
上
げ
る
理
由
を
簡
単

に
の
べ
て
お
こ
う
。
一
九
世
紀
中
葉
の
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
の
地
理

的
分
布
の
特
徴
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
工
業
中
心
地
の
分
散
で
あ
る
が
、

繊
維
工
業
の
三
大
地
帯
と
呼
び
う
る
も
の
は
、
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
、
東

都
の
ア
ル
ザ
ス
と
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
、
お
よ
び
北
部
の
フ
ラ
ン
ド
ル
と
ピ

　
　
　
　
　
　
⑨

カ
ル
デ
ィ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
ノ
ル
、
マ
ソ
デ
ィ
と
東
部
と
が

ぼ
と
ん
ど
綿
工
業
（
紡
績
・
織
布
．
捺
染
）
に
専
門
化
し
て
い
た
の
に

対
し
、
北
部
で
は
羊
毛
・
瓶
麻
・
綿
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
工
業
部
門
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

一
定
の
均
衡
を
保
ち
つ
つ
並
存
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
近
代
的
繊

維
工
業
の
確
立
過
程
の
主
舳
を
な
し
た
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
安

価
な
大
衆
消
費
用
織
物
を
生
産
す
る
綿
工
業
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
ま
ず
中
果
部
も
し
く
は
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
を
取
上
げ
る
べ
き
だ
と
田
心

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
北
部
を
対
象
と
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産業革命期における北部フランスの繊維工業（ilE部）

す
る
の
は
、
一
つ
に
は
当
面
利
用
し
う
る
文
献
が
最
も
豊
欝
な
た
め

で
あ
る
が
、
よ
り
積
極
的
な
理
由
と
し
て
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
地
域

に
お
い
て
、
の
ち
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
繊
維
産
業
資

本
の
確
立
過
程
の
諸
特
質
が
集
中
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
℃
あ
る
。
と
は
い
え
以
下
の
考
察
は
北
部
全
体
を
お
お
う
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
最
大
の
繊
維
工
業
中
心
地
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ド

ル
の
リ
ー
ル
地
方
に
か
ん
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
か
っ
て

の
特
権
都
市
り
ー
ル
ぴ
田
。
と
、
農
村
工
業
町
よ
り
上
昇
し
た
ル
ー

ペ
菊
〇
三
）
欝
葺
、
ト
ゥ
ル
コ
ワ
ン
目
。
戸
≒
。
〇
三
σ
。
、
　
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー

ル
≧
ヨ
窪
試
曾
。
ω
と
の
四
つ
の
、
工
業
都
市
を
結
ぶ
四
辺
形
と
し
て

添
さ
れ
る
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
前
述
の
よ
う
な
種
女
の
繊
維
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

門
の
均
衡
と
相
互
補
充
の
典
型
的
な
姿
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

①
河
野
健
ニ
ヲ
ラ
ソ
ス
革
命
と
資
本
窯
義
」
（
『
経
済
論
叢
』
八
六
ノ

　
三
）

⑨
　
閑
。
只
δ
図
璽
O
帥
ヨ
興
9
ど
目
o
o
コ
。
鳳
至
〇
〇
同
9
’
、
仲
げ
欝
罠
一
u
り
夢
σ
q
コ
簿
ぢ
詳

　
ヨ
頃
窮
嵩
o
o
’
H
o
◎
麟
ム
ヨ
野
↓
げ
①
一
〇
償
機
コ
拶
一
〇
暁
冨
○
匹
。
叫
⇒
鵠
ジ
ε
ウ
」

　
く
。
ピ
ω
ρ
H
⑩
㎝
Q
◎
ゆ
唱
ワ
で
即
　
岱
P
男
り
ρ
づ
8
霞
下
魚
¢
δ
団
o
o
コ
9
叢
。

　
U
o
く
。
δ
℃
ヨ
。
暮
。
｛
閃
葺
。
℃
o
▼
一
Q
。
O
O
1
6
一
介
お
①
ど
唱
℃
．
凸
凹
①
発
⊆
月
8
1

　
朝
O
ら
。
璽

、
③
　
0
9
ヨ
霞
露
層
国
。
。
き
ヨ
一
。
0
3
つ
・
夢
こ
℃
●
一
ご
山
p
卑
碧
8
き
q

　
け
げ
Φ
国
o
o
雛
。
日
ぢ
U
①
く
①
δ
℃
露
。
馨
‘
℃
や
切
O
ω
ふ
O
鉢
．

④
♂
く
．
ρ
＝
2
三
。
窮
9
！
↓
9
ぎ
・
一
塁
コ
、
胆
力
。
！
・
多
三
〇
コ
3
｛
ぎ

　
○
○
ロ
酔
ぢ
Φ
口
f
　
O
雲
ヨ
即
⇒
ざ
切
壇
鍵
掃
8
”
男
¢
の
ω
貯
’
H
O
Q
O
O
…
ド
①
一
査
H
㊤
9
辱

　
宅
●
7
ρ
逡
お
・
。
噛

⑤
た
と
え
ば
Ω
。
ぎ
三
。
ジ
び
．
幽
霊
器
三
。
3
×
慈
Φ
雲
陣
Φ
ヨ
甥
（
こ

　
も
。
¢
8
a
軍
営
唱
冨
払
⑩
α
①
ら
や
蒔
盆
ム
α
9
筍
ご
．
○
葺
ρ
菊
Φ
。
荒
目
。
冨
ψ

　
。
陰
¢
種
貯
　
脇
○
隔
ヨ
曽
獣
○
轟
二
①
鋸
σ
q
同
騨
昌
位
①
　
⑳
コ
ヰ
○
℃
ほ
ω
Φ
○
㊤
営
峠
ρ
一
貯
げ
Φ

　
（
蕊
麟
占
Q
◎
餌
Q
◎
ソ
一
⑩
朝
ρ
9
μ
麟
一
）
9
嵩
簿
H
鵠
参
照
Q

⑥
　
旨
・
い
プ
9
臼
5
ρ
い
欝
α
q
影
鐸
伽
φ
げ
9
罵
σ
q
Φ
○
勝
δ
津
蛋
唱
Q
5
δ
眸
（
H
Q
◎
ω
O
i

　
H
Q
。
Q
。
O
）
層
6
①
ρ
℃
。
鵠
メ

⑦
筐
儒
‘
℃
℃
●
嵩
？
μ
刈
メ
婆
様
の
見
解
は
モ
ッ
セ
女
史
に
よ
っ
て
も
提
出

　
さ
れ
て
い
る
。
　
6
轡
罵
．
岩
◎
謬
少
ソ
討
霞
簿
一
〇
H
）
吋
。
σ
冨
ヨ
。
創
①
㌶

　
臼
。
冨
舞
影
o
o
（
㌶
器
戸
；
o
ひ
o
O
罷
2
三
〇
〇
譜
）
騨
三
剛
馨
P
一
㊤
㎝
ρ
コ
y
δ
○
。
、

．
日
Q
。
ρ
一
逡
ム
㊤
μ
卜
。
0
9

⑧
ノ
く
ン
ダ
幻
。
。
。
挫
9
＜
樋
日
｝
δ
u
り
蜜
σ
q
霧
o
h
団
繁
き
ヨ
幽
。
○
村
9
＜
多
し
霧
ρ

　
唱
唱
・
。
。
㊤
ム
ρ
㎝
㌣
α
。
。
（
木
村
健
康
霧
雲
『
経
済
成
長
の
諸
段
階
臨
撚
三
一

　
五
五
、
七
マ
ー
七
九
頁
）
。

⑨
男
〇
三
Φ
ジ
。
℃
■
鼠
叶
‘
や
♂
一
尋

⑩
．
凶
冥
r
毛
。
お
。
。
』
O
ω
る
節
ω
”
畠
り
凸
O
餅

⑪
量
（
ピ
ニ
も
』
b
⊃
令
b
。
。
。
黛
〉
●
ぴ
霧
。
。
。
噌
村
。
禰
ピ
跨
鐸
舞
賦
9
ズ
8
⑳
0
5
、
ユ
。
窮

　
島
。
一
．
ぎ
畠
煽
琢
ユ
。
な
図
瓢
ざ
二
ρ
昌
ω
一
ρ
穏
傷
讐
。
コ
一
…
o
置
O
ら
自
0
5
。
。
蚕
》
【
♀

　
舜
8
ぼ
。
号
冒
籠
。
戸
后
帆
さ
。
”
鵠
）
・
嵩
切
韻
・

二
　
繊
維
産
業
資
本
の
確
立
過
程
と
そ
の
特
質

一
　
工
場
制
移
行
の
画
期
　
繊
維
工
…
莱
に
お
け
る
工
場
捌
度
の
成
立
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過
程
は
次
の
二
つ
の
細
蟹
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は

伝
来
の
分
散
的
作
業
場
内
憂
に
お
け
る
作
業
機
の
採
用
と
普
及
で
あ

り
、
い
ま
一
つ
は
作
業
機
の
改
良
一
大
型
化
に
よ
っ
て
必
然
化
さ
れ

る
動
力
機
（
と
く
に
蒸
気
機
関
）
の
使
用
と
生
産
の
集
中
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
第
二
の
局
面
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
近
代
的

工
場
経
営
の
成
立
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
J
・

L
・
ダ
ソ
セ
ッ
ト
は
前
者
を
「
機
械
化
」
B
O
＄
巳
ω
舞
δ
郎
、
後
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
動
力
化
」
琶
0
8
同
一
舞
鉱
。
コ
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
い
ま
リ
ー
ル

地
方
の
繊
維
工
業
の
主
要
二
工
程
（
紡
糸
．
織
布
）
に
つ
い
て
こ
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

種
の
変
革
が
行
わ
れ
た
時
点
を
表
示
す
れ
ば
、
第
1
表
の
よ
う
に
な

る
。
以
下
こ
の
表
に
即
し
て
若
干
の
説
明
を
加
え
よ
う
。

　
見
ら
れ
る
通
り
、
全
部
門
中
最
竜
早
く
「
機
械
化
」
を
開
始
し
、

ま
た
完
了
し
た
の
は
綿
紡
績
業
で
あ
る
。
こ
の
部
門
は
リ
ー
ル
、
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ー
ベ
の
二
都
市
と
そ
の
周
辺
農
村
で
主
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、

一
八
世
紀
末
、
と
く
に
一
八
○
○
年
以
後
「
ジ
ェ
ニ
ー
紡
績
機
」

蒼
巨
＄
が
農
村
地
域
に
導
入
さ
れ
、
急
速
に
手
紡
車
を
駆
逐
し
て

行
っ
た
。
し
か
し
、
強
力
な
動
力
を
必
要
と
し
な
い
こ
の
紡
績
機
は

旧
来
の
生
産
方
法
を
ほ
と
ん
ど
変
革
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
帆
か
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
て
農
村
家
内
紡
績
業
の
残
存
を
支
え
る
有
力
な
一
因
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
七
九
八
年
に
リ
ー
ル
に
患
現
し
て
し
だ
い
に
普

及
し
た
「
ミ
ュ
ー
ル
・
ジ
ェ
ニ
ー
紡
櫨
繊
機
」
疑
団
こ
。
踵
訂
団
は
、
「
乱
勤
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

化
」
へ
の
酵
母
を
含
み
、
生
産
手
段
の
一
定
の
集
中
を
ひ
き
起
こ
す
。

こ
う
し
て
綿
紡
績
は
一
九
世
紀
初
頭
以
来
し
だ
い
に
都
市
の
作
業
場

第1表しille繊維工業の主場制移行の画期

部門別P83噸前 rsww3’oua．
　　　　　1840－
1840年…1850年

　　　　　．招60－1850－
　！860年：　　　　　　1870年

綴窓一当・卵化一i
　　　　　一締・の騨化・動力；化一

｝一落の爾化ゆ力三一i

　　　　　i潔→；π轍繍冠

綿

毛
　
　
　
　
　
麻

弟
　
　
　
　
　
亜

（
ρ
δ
O
一
一
〇
叫
㏄
）
　
て

集
中
さ
れ
て
い

っ
た
が
、
そ
う

し
た
作
業
場
の

多
く
は
二
〇
〇

〇
錘
以
下
の
小

規
模
な
も
の
で

　
⑥

あ
り
、
水
力
を

利
用
し
え
な
い

こ
の
地
方
で
は

一
八
二
〇
年
頃

ま
で
ほ
と
ん
ど

専
ら
人
力
ま
た

は
馬
力
に
よ
っ

て
運
転
さ
れ
て
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産業箪命期における北部フランスめ繊維工業（服部）

第2表しllle綿紡績業の発展

企濡雪数劇烈魏
通例ユ・o 翼ﾂδ。

　　　　　　　’

　　　　3，600

　　　　7．040
　　　　　’

　　　　8，550

　　　　9，500

　　　1玉650
　　　　　’

　　　15，980

　　　50．000
　　　　　’

明

年次　企業数1錘
isos　1　22　’　1　z〈

　180．606
　　　　’

239，445

　231．010
　　　　，

370，630

　501．224
　　　　’

　495．492
　　　　’

1．000．000
　rv　T　vt

50

R4

Q7

R9

S3

R1

Q0

ISO8

1832

1848

1849

1856

1859

1869

1899

　
⑦い

た
。
蒸
気
機
関
を
装

備
し
た
真
の
機
械
制
工

場
が
一
般
化
す
る
の
は

三
〇
年
代
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
促
進
的

契
機
と
な
っ
た
の
は
四

〇
年
頃
輸
入
さ
れ
た

「
自
溜
勤
ミ
ュ
ー
ル
紡
繍
鰍

…
機
」
峯
コ
≦
二
。
嚢
の
普

　
　
　
　
⑥

及
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
動
力
機
を
装
備
し
な
い
小
ア
ト
リ
エ
は
生
産
価
格
の
点
で
機
械
制

工
場
に
太
刀
打
ち
で
き
な
く
な
り
、
六
〇
年
頃
後
者
の
勝
利
が
確
定

す
る
。
　
い
ま
、
綿
紡
績
業
に
お
け
る
工
場
数
（
ア
ト
リ
エ
を
含
む
）
、

総
紡
錘
数
、
お
よ
び
一
工
場
当
り
紡
　
番
数
の
推
移
を
リ
…
ル
市
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
て
示
せ
ば
第
2
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
綿
紡
績
の

飛
躍
的
発
展
が
み
ら
れ
た
の
は
作
業
機
が
普
及
し
終
っ
た
一
八
三
〇

年
以
後
、
と
り
わ
け
四
九
－
五
九
年
の
間
で
あ
り
、
一
万
錘
以
上
の

大
工
場
が
圧
倒
的
優
位
を
し
め
る
に
至
っ
た
一
八
五
九
年
を
以
て
蒸

気
機
関
が
動
力
と
し
て
確
立
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ル
ー
ペ
を
中
心
と
す
る
羊
毛
紡
績
業
は
一
八
世
紀
末
以
来
衰
退
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

一
途
を
辿
っ
て
い
た
が
、
一
八
三
〇
年
頃
か
ら
再
び
発
展
に
向
つ
た
。

こ
の
部
門
は
綿
紡
績
と
は
異
な
9
、
農
村
家
内
労
働
な
い
し
は
小
規

模
ア
ト
リ
エ
の
形
態
を
ほ
と
ん
ど
と
る
こ
と
な
し
に
初
発
か
ら
蒸
気

機
関
を
そ
な
え
た
工
場
棚
工
業
と
し
て
建
設
さ
れ
る
の
が
逓
例
で
あ

　
⑳

つ
た
。
し
か
し
、
紡
毛
業
の
生
産
規
模
の
め
ざ
ま
し
い
拡
大
が
み
ら

れ
る
の
は
、
硫
毛
工
程
の
機
械
化
と
臨
動
ミ
ュ
ー
ル
の
使
用
が
一
般

化
す
る
五
〇
i
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
ル
ー
ペ
と
ト
ゥ
ル
コ
ワ

ン
の
羊
毛
用
紡
錘
数
は
五
六
年
の
約
二
〇
万
錘
か
ら
六
一
年
に
は
約

三
〇
下
調
に
増
加
し
て
両
市
の
綿
紡
工
数
を
凌
駕
す
る
に
至
り
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ら
に
七
〇
年
に
は
五
九
万
錘
に
達
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
ほ
ぼ
一
八
三

〇
一
六
〇
年
を
も
つ
て
羊
毛
紡
績
業
に
お
け
る
工
場
綱
度
の
確
立
期

と
み
な
し
え
よ
う
。
亜
麻
紡
績
業
で
は
、
　
「
機
械
化
」
は
技
術
的

困
難
」
の
た
め
最
も
遅
れ
た
が
、
三
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
人
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
ド
・
ジ
ラ
ー
ル
の
発
明
に
か
か
る
紡
績
機
三
ひ
紅
霞
○
圃
窮
乙
が

英
国
か
ら
逆
輸
入
さ
れ
て
の
ち
四
〇
年
代
に
急
速
に
進
行
し
、
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

年
頃
に
は
手
紡
車
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
消
滅
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ

と
平
行
し
て
、
　
「
機
械
化
」
の
初
期
に
み
ら
れ
た
小
規
模
な
ア
ト
リ

エ
は
、
蒸
気
機
関
を
装
備
し
紡
錘
数
・
紡
錘
圃
転
数
に
ま
さ
る
機
械
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⑭

制
挙
揚
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
て
い
く
。
亜
麻
紡
糸
業
の
発
展
を
そ
の

密
集
地
帯
で
濁
っ
た
リ
ー
ル
市
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
示
せ
ば
第
3

⑯蓑
の
通
り
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
最
も
顕
著
な
発
展
が
み
ら

れ
た
五
〇
年
代
の
末
を
も
つ
て
こ
の
部
門
が
工
場
制
へ
の
移
行
を
完

了
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
織
布
工
程
の
「
機
械
化
」
「
動
力
化
」
は
紡
糸
工
程
に
比
し

て
多
か
れ
少
な
か
れ
遅
れ
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
毛
織
物
業
は
、
七

月
王
政
期
に
ル
ー
ペ
を
中
心
に
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
と
げ
た
が
、
そ

れ
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
は
、
第
一
帝
政
期
に
発
明
さ
れ
た
「
ジ

ャ
カ
ー
ル
織
機
」
ヨ
象
黛
宣
£
三
炭
が
一
一
一
〇
年
頃
こ
の
部
門
に
導
入

第3表しi｝le亜麻勅績業の発展

轍隊数睡劃糠轟
　24e

2．460
　’

2．45e
　’

2．630
　’

2．940
　，

3．210
　’

3．！5e
　’

3．180
　，

　　2，5QO

32，000

！0s，ooe

273，460

1g／，ego

231，000

249，000

191，000

1836

1843

1848

1857

1862

1865

1866

1868

12

13

44

10Jr

65

72

79

60

さ
れ
、
種
々
の
交
織
な
ど

複
雑
な
織
物
の
安
価
な
製

造
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と

　
　
＠

で
あ
る
。
こ
の
織
機
は
一
ご

五
年
二
五
〇
〇
台
、
三
八

年
六
〇
〇
〇
台
、
三
九
年

に
は
八
○
○
○
台
以
上
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
蒸
気
機
関

の
設
楓
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
都
市
ま
た
は
農
村
の
小
ア
ト

リ
エ
へ
の
生
産
集
中
を
も
た
ら
し
た
の
み
で
機
械
制
工
場
の
創
設
に

　
　
　
　
　
　
⑱

は
導
か
な
か
っ
た
。
工
場
制
へ
の
移
行
は
五
〇
年
以
後
、
と
く
に
五

七
一
六
六
年
の
間
に
お
け
る
「
力
織
機
」
導
①
訟
窪
9
σ
o
銭
臥
ρ
蝦
①
の

〃
意
速
な
普
及
を
ま
た
な
け
れ
ば
議
な
ら
な
い
。
六
〇
年
に
は
王
↓
織
労
働

者
（
家
内
ま
た
は
ア
ト
リ
エ
の
）
と
工
場
労
働
者
の
比
が
一
一
対
一
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
っ
た
の
が
、
六
六
年
に
は
ほ
ぼ
一
対
一
に
な
っ
た
こ
と
は
、
市
場

供
給
能
力
の
点
で
こ
の
部
門
に
お
け
る
機
械
制
工
場
の
決
定
的
優
位

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
亜
麻
織
物
業
の
工
場
綱
移
行
は
三
部
門
中

墨
も
遅
れ
て
醐
始
さ
れ
、
そ
の
進
行
も
緩
慢
で
あ
っ
た
。
四
〇
年
代

に
導
入
さ
れ
た
「
二
野
」
鵠
欝
く
。
窪
①
く
○
獲
箕
。
は
紡
績
に
お
け
る
ジ

ェ
ニ
ー
と
銀
製
、
生
産
形
態
の
変
革
に
導
か
ず
、
む
し
ろ
旧
来
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

散
的
織
布
経
営
の
基
礎
を
強
化
し
た
。
力
織
機
を
そ
な
え
た
機
械
制

工
場
は
リ
ー
ル
に
は
　
二
八
年
に
出
現
し
た
が
、
こ
の
都
門
の
大
中
心

地
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
に
お
い
て
工
場
綱
へ
の
移
行
が
最
も
急
速

か
つ
広
汎
に
行
わ
れ
た
の
は
、
一
八
五
〇
1
七
〇
年
、
な
か
ん
ず
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

六
〇
1
七
〇
年
の
間
で
あ
る
。
一
八
七
〇
年
に
ノ
ー
ル
県
全
体
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
て
力
織
機
の
数
が
手
織
機
の
三
分
の
一
（
約
一
万
台
）
に
達
し
た

こ
と
は
、
前
者
が
後
者
の
数
倍
の
生
産
能
力
な
有
す
る
こ
と
か
し
み
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産業革命期における北部フランスの繊維工業（服部）

で
、
工
場
制
亜
麻
布
生
産
が
す
で
に
優
位
を
し
め
る
に
至
っ
た
こ
と

を
明
示
す
る
も
の
と
い
え
る
。
最
後
に
綿
織
物
業
に
お
い
て
は
、
早

く
も
二
〇
年
代
に
飛
野
が
導
入
さ
れ
、
七
月
王
政
期
に
は
い
く
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
機
械
制
織
布
工
場
が
出
現
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
部
門
は
り
ー
ル

地
方
で
は
竜
と
竜
と
そ
の
比
重
が
小
さ
い
上
に
、
ル
ー
ペ
の
綿
・
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

交
織
布
生
産
を
除
い
て
五
〇
年
以
後
い
ち
じ
る
し
く
蓑
退
し
た
た
め
、

工
場
制
確
立
過
程
に
つ
い
て
は
詳
細
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

　
以
上
各
部
門
ご
と
に
分
析
し
た
と
こ
ろ
を
総
括
す
れ
ば
、
リ
ー
ル

地
方
の
繊
維
工
業
に
お
け
る
工
場
制
移
行
の
画
期
は
一
八
三
〇
年
よ

り
七
〇
年
に
至
る
約
四
〇
年
間
で
あ
り
、
中
で
も
紡
糸
諸
部
門
の

「
動
力
化
」
が
飛
躍
的
に
進
ん
だ
五
〇
年
代
と
、
織
布
諸
部
門
に
お

い
て
「
力
織
機
」
の
優
位
が
確
定
し
た
六
〇
年
代
と
が
決
定
的
に
重

要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ほ
ぼ
第
二
帝
政
期
に
当
る
こ
の
二
〇
年
問

こ
そ
、
リ
ー
ル
地
方
に
お
け
る
繊
維
産
業
資
本
の
確
立
期
だ
つ
た
の

で
あ
る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
工
場
綱
度
へ
の
移
行
は
い
か
な
る

形
態
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
間
題
を
工
場

制
移
行
前
夜
に
お
け
る
繊
維
工
業
の
経
営
形
態
と
工
場
制
度
を
成
立

せ
し
め
た
主
体
と
の
、
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
旨
ピ
欝
日
σ
。
門
け
む
器
。
。
①
簿
①
”
の
戸
能
（
三
①
ω
狂
ヨ
巳
①
ω
忌
囲
）
ρ
窪
。
津
砕

　
け
賃
巳
。
（
ぼ
ご
9
シ
§
①
三
江
酵
①
ω
（
ミ
。
。
㊤
ム
Φ
謀
y
お
㎝
《
竈
．
り
占
P

　
こ
の
点
は
つ
と
に
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
単
独
な
作

　
業
機
が
協
業
あ
る
い
は
マ
ユ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ャ
に
代
位
す
る
限
り
で
は
、
か

　
か
る
作
業
機
自
身
が
再
び
手
工
業
経
営
の
基
礎
と
な
り
う
る
。
だ
が
、
機

　
械
に
立
脚
し
て
の
手
工
業
経
．
當
の
か
か
る
毒
生
産
は
単
に
工
場
経
営
へ
の

　
過
渡
を
な
す
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
工
場
経
當
な
る
も
の
は
、
概
し
て

　
い
え
ば
、
機
械
的
動
力
…
l
I
蒸
気
重
た
は
水
一
が
機
戯
の
運
転
に
お
い

　
て
人
間
の
筋
肉
に
と
っ
て
代
わ
る
や
い
な
や
、
い
つ
で
も
現
わ
れ
る
の
で

　
あ
る
」
。
　
『
資
本
論
』
、
長
谷
部
訳
、
日
本
評
論
祉
販
、
第
三
分
柵
二
九
八

　
一
二
九
九
貰
。

②
　
本
表
は
じ
プ
O
巳
ヨ
O
”
O
℃
噸
9
け
こ
℃
電
量
①
．
の
表
を
参
考
に
し
つ
つ
、

　
以
下
に
あ
げ
る
ぴ
㊤
舅
び
王
学
U
日
蝕
①
茸
ρ
ぴ
餌
湊
。
肖
①
ら
の
研
究
に
基
づ

　
い
て
作
成
し
た
。

③
腎
〇
三
。
員
○
℃
◎
9
汁
．
℃
弓
』
笛
。
。
「

④
ぴ
ρ
ヨ
σ
Φ
詠
む
§
ω
Φ
簿
o
o
℃
。
島
陣
．
響
毛
．
昌
ム
b
。
－
渥
i
蕊
’
麟
噌
題
ρ

　
議
切
．

⑤
　
ぴ
匡
‘
℃
℃
．
誌
点
餅
H
㎝
卸
　
ジ
誤
二
一
機
の
紡
錘
数
一
二
…
五
〇
に
対

　
し
、
ミ
ュ
ー
ル
・
ジ
ェ
ニ
ー
機
は
一
台
で
一
〇
〇
1
二
〇
〇
錘
を
運
転
し

　
て
い
た
。
ソ
｛
o
。
ゆ
ω
◎
○
℃
●
9
け
‘
”
勺
●
卜
。
O
O
l
b
。
O
b
⊃
・

⑥
　
Ω
ど
切
僻
鐸
9
層
い
ゴ
回
貯
。
自
鐸
。
餓
9
回
鳥
葺
B
8
三
巳
ω
ヨ
①
鳥
卿
器
一
、
窪
鳥
午

　
馨
江
Φ
ゆ
p
溶
p
覆
ρ
H
8
。
。
”
℃
℃
・
譲
学
竃
b
。
・

⑦
一
八
三
二
年
に
り
ー
ル
の
五
〇
の
綿
紡
工
揚
中
｝
七
が
既
に
蒸
気
機
関

　
を
装
備
さ
れ
て
い
た
、
ピ
P
巳
げ
①
同
学
σ
鑓
屋
¢
二
食
戸
）
て
●
9
r
M
）
℃
．
｝
o
◎
ω
寧
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滋
。
。
、
ワ
G
日
蝕
　
二
つ
三
〇
♪
弓
「
ユ
峠
ニ
ワ
B
ρ

⑧
冒
餌
営
σ
興
¢
O
窪
器
暮
や
。
℃
．
。
墜
り
や
6
■

⑨
　
ヨ
箆
ご
℃
・
円
G
。
①
類
μ
㎝
ピ
よ
り
借
用
。

⑩
∵
ン
．
涛
薯
唱
い
ぴ
諸
豪
ぴ
⑦
挙
u
讐
器
簿
p
O
ユ
σ
Q
す
。
u
。
簿
伽
く
。
ぎ
餓
自

　
ユ
”
餌
器
げ
○
霞
σ
Q
Φ
o
芭
Φ
　
δ
驚
け
唖
8
暮
審
×
毎
0
9
び
霧
ω
ぼ
一
田
。
♂

　
（
器
。
。
⑩
占
Φ
鼠
y
菊
。
≦
。
曾
甲
瓢
o
a
こ
⇒
。
置
。
。
払
⑩
蜜
層
℃
b
O
9
昌
。
嶺
。
。
”

　
一
8
凶
や
さ
。
挫

⑪
い
霧
。
。
の
護
や
。
℃
◆
2
什
二
や
ト
。
。
。
’

⑫
甥
〇
三
Φ
p
O
や
9
梓
二
箸
．
ω
お
甲
臨
ド
心
①
蒔

⑬
　
び
斜
日
9
肘
学
∪
窪
ω
Φ
窪
ρ
ρ
鐸
。
茜
霧
。
・
貯
ヨ
…
①
。
。
こ
甥
℃
・
μ
①
ム
こ
い
㍗

　
。
。
。
。
o
畦
ρ
o
や
a
仲
‘
唱
℃
．
ω
Q
。
1
心
ρ
⑦
O
．

⑭
U
器
ω
①
護
ρ
o
ワ
9
f
℃
や
譲
も
ρ

⑮
　
次
の
典
拠
に
よ
る
。
凋
○
プ
｝
O
ジ
O
唱
．
9
叶
二
℃
℃
・
鱒
G
o
ρ
ω
b
◎
O
I
Q
◎
卜
。
ど
隠
O
合

　
轡
鍵
8
鐸
ρ
o
ワ
。
幽
仲
；
℃
℃
■
①
O
I
①
こ
い
⇒
ヨ
σ
三
型
U
9
塁
簿
伸
ρ
9
お
5
琴
。
。

　
夢
讐
三
霧
ニ
ワ
同
忘
．
戸
鱗
．

⑯
い
霧
器
賃
φ
’
o
ワ
鼠
砕
二
品
■
戯
㌣
㎝
ρ
O
令
①
伊

⑰
薫
（
】
曜
乙
）
℃
。
①
？
鶏
．
　

⑱
簸
価
こ
竈
。
①
軒
①
q
．

⑲
　
司
○
剛
島
O
ジ
O
℃
。
9
鉾
℃
℃
曾
O
Q
Q
◎
P
ω
心
鮒
群
頓
O
・
ル
ー
ペ
の
毛
織
用
の
ヵ
織

　
機
は
第
二
帝
政
末
に
は
約
一
万
台
に
達
し
た
が
、
こ
れ
は
全
戸
の
力
織
機

　
の
半
数
で
あ
る
。
　
ξ
幽
（
r
逗
ソ
ω
ω
ρ
ω
駆
ω
■
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ち
ず

　
手
織
機
は
長
い
間
広
汎
に
残
存
し
た
。
七
八
年
に
ル
ー
ペ
の
一
三
五
人
の

　
織
元
は
一
万
二
千
台
の
力
織
機
と
と
も
に
、
な
お
一
万
鷲
千
台
の
手
織
機

　
を
使
貸
し
て
い
る
。
幻
。
｝
、
o
叶
ぴ
曽
ヨ
び
舞
壁
O
ρ
器
Φ
陣
ρ
○
ユ
σ
q
ヨ
①
。
。
簿

　
？
o
冨
爲
8
二
劉
Φ
≦
の
a
Z
o
巳
二
湿
。
窃
。
。
」
戯
著
や
8
・

⑳
肖
う
欝
げ
。
誉
わ
§
卸
量
ρ
の
＝
2
二
三
建
言
＝
3
．
三
・
’
卜
。
昂
§
曽
刈
9

　
卜
。
O
卜
σ
戸
一
ど
暁
Q
◎
■

⑳
薫
鳥
こ
毛
．
①
ω
闇
お
闇
卜
⊃
嵩
も
一
ρ
卜
。
ω
卜
。
響
卜
。
ω
。
。
罫
。
。
。
。
會

⑳
　
　
男
。
『
一
〇
コ
”
　
o
℃
．
〇
一
け
’
℃
．
鼻
①
ω
・
一
隅
O
年
に
は
力
織
機
は
五
…
轟
ハ
○
○
ム
ロ

　
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
但
し
、
工
場
制
へ
の
移
行
が
ほ
ぼ
終
る
の
は
漸
く
八

　
○
年
頃
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
　
　
U
簿
ヨ
σ
①
門
学
0
9
づ
。
・
①
窪
ρ
　
ρ
蛋
①
｝
ぬ
篇
㊦
ω

　
貯
ヨ
竃
霧
‘
や
曽
O
．

⑳
笹
奔
層
贈
b
O
戸
卜
。
洲
b
。
O
圃
影
．
ρ

⑳
葉
＾
r
毛
b
似
。
。
凸
畠
層
卜
。
頓
ω
あ
切
合
ヵ
ε
・
簿
ぴ
舘
き
①
洋
－
u
窪
ω
Φ
茸
。
‘

　
○
ユ
σ
q
ぎ
①
。
。
①
叶
少
δ
ε
識
8
二
口
Φ
ノ
・
器
皇
運
○
巳
L
μ
。
冠
。
。
”
℃
マ
8
や

　
8
①
一
ピ
霧
器
護
ρ
8
．
9
叶
。
’
ワ
δ
．

　
二
　
工
場
制
移
行
の
形
態
　
前
節
で
の
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
も
推
察
さ

れ
る
よ
う
に
、
繊
維
工
業
に
お
け
る
工
場
綱
移
行
の
形
態
に
は
紡
糸

工
程
と
織
布
工
程
と
で
小
さ
か
ら
ぬ
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故

わ
れ
わ
れ
は
、
両
者
の
関
連
に
留
意
し
つ
つ
も
こ
れ
ら
を
一
応
下
女

に
論
じ
よ
う
と
思
う
。

　
そ
こ
で
工
場
制
移
行
前
夜
の
経
営
形
態
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
ま
ず
紡
績
業
で
は
、
前
述
の
三
部
門
の
う
ち
一
八
世
紀
末
前
工

場
制
生
産
と
の
明
確
な
断
絶
の
上
に
工
場
捌
生
産
が
出
発
し
た
羊
毛
r

紡
績
業
は
ひ
と
ま
ず
視
野
の
外
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
問
題

は
綿
と
亜
麻
で
あ
る
。
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産業革命期における北部フ2ソスの繍紅業α購）

　
綿
紡
績
に
お
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
機
の
導
入
を

契
機
と
し
て
農
村
の
独
立
小
営
業
と
問
屋
制
家
内
労
働
が
急
速
に
都

市
ま
た
は
農
村
の
集
中
作
業
場
（
P
け
Φ
一
一
〇
円
切
）
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て

い
っ
た
。
こ
う
し
て
ほ
ぼ
一
八
〇
六
一
八
年
よ
り
工
場
制
移
行
が
本

格
化
す
る
二
・
三
〇
年
頃
ま
で
の
間
、
こ
の
ア
ト
リ
エ
が
綿
紡
績
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
支
配
的
な
経
営
形
態
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
口
に

い
っ
て
、
　
「
動
力
機
一
蒸
気
…
機
関
を
備
え
て
い
な
い
工
場
」
で
あ
る

が
、
通
例
一
〇
〇
〇
i
三
〇
〇
〇
の
紡
錘
と
四
〇
i
五
〇
人
の
労
働

者
と
を
有
し
、
ま
れ
に
は
リ
ー
ル
の
凋
窪
○
臣
＝
①
家
や
ト
ゥ
ル
コ

ワ
ン
の
，
U
Φ
ω
β
恥
辱
O
欝
汁
兄
〃
弟
の
ア
ト
リ
エ
の
よ
う
に
紡
一
粟
数
四
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

○
以
上
、
労
働
者
数
一
〇
〇
人
以
上
に
達
す
る
も
の
竜
あ
り
、
工
場

制
出
現
以
前
の
集
中
職
場
と
し
て
は
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
綿
紡
績
作
業
場
は
、
ル
ー
ペ
と
ト
ゥ
ル
コ
ワ
ソ

で
は
し
ば
し
ば
有
力
な
織
元
の
経
営
の
一
環
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い

た
の
に
対
し
て
、
リ
ー
ル
で
は
通
例
独
立
の
経
営
を
な
し
て
い
た
の

　
　
　
③

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
そ
の
労
働
者
数
か
ら
み
て
、
作
業

場
内
に
お
い
て
資
本
制
的
協
業
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
規
模
の
作
業
場
に
お
い
て
、
開
綿
・

打
綿
・
硫
綿
・
紡
糸
等
の
部
分
工
程
へ
の
労
働
老
の
奪
門
化
を
通
じ

て
分
業
康
則
が
多
か
れ
少
な
か
れ
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
十
分

推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
綿
紡
績
ア
ト

　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

リ
エ
を
も
つ
て
資
本
制
マ
ニ
ュ
フ
岬
，
ク
チ
ャ
と
規
定
し
て
誤
り
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
次
に
亜
麻
紡
績
に
お
い
て
も
、
一
八
一
学
年
か
ら
三
〇
年
頃
に
か

け
て
資
本
制
的
作
業
場
の
形
成
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
一
八

年
に
り
ー
ル
に
設
立
さ
れ
た
○
鑓
6
語
聾
お
5
．
三
〇
⇔
の
ア
ト
リ
エ
の

よ
ヶ
に
紡
錘
数
量
○
○
、
労
働
者
四
〇
人
を
数
え
る
も
の
も
あ
っ
た

が
、
大
多
数
は
一
二
〇
錘
程
度
、
雇
用
労
働
者
八
i
九
人
の
小
規
模

　
　
　
　
　
　
　
④

な
作
業
場
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
綿
紡
績
の
場
合
に
比
べ
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
レ
　
　
　
ち

層
繭
玉
的
で
あ
る
と
は
い
え
こ
れ
を
資
本
制
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
と

規
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
倉
皇
で
は
、
三
五
年
以
降
の

本
格
的
な
「
機
械
化
し
過
程
が
一
般
に
「
動
力
化
」
と
工
場
建
設
と

を
随
伴
し
な
が
ら
進
行
し
た
た
め
に
、
ア
ト
リ
エ
の
多
く
は
き
わ
め

て
過
渡
的
な
存
在
に
す
ぎ
ず
、
速
や
か
に
機
械
制
工
場
に
転
化
す
る

か
、
さ
も
な
く
ば
工
場
と
の
競
争
に
よ
っ
て
没
落
す
る
運
命
に
あ
っ

⑤た
。
し
た
が
っ
て
ア
ト
リ
エ
（
珪
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
）
が
、
工
場
糊

に
直
．
接
先
行
す
る
経
営
形
態
と
し
て
支
配
的
に
行
わ
れ
た
と
は
み
な

し
が
た
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
織
布
業
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ル
ー
ペ

を
中
心
と
す
る
毛
織
物
業
で
は
、
一
八
薫
○
年
頃
の
ジ
ャ
カ
ー
ル
織

機
の
採
用
に
よ
っ
て
複
雑
な
上
質
織
の
製
造
が
可
能
に
な
る
と
、
織

元
（
臨
騨
げ
同
一
〇
四
丁
什
ω
　
畠
①
　
睦
一
Q
触
o
o
¢
Q
Ω
）
は
贔
質
管
理
の
必
要
上
か
れ
ら
の
下
請

生
産
者
一
家
内
労
働
者
の
一
部
を
ル
ー
ペ
市
内
ま
た
は
周
辺
農
村
の

集
中
作
業
場
に
集
合
さ
せ
、
職
場
長
o
O
類
霞
？
日
鉱
霞
①
の
監
督
の

下
に
お
い
た
。
こ
う
し
た
作
業
場
内
労
働
者
の
数
は
時
と
と
も
に
増

加
し
た
が
、
し
か
し
他
方
に
お
い
て
織
元
は
、
固
定
設
備
投
資
の
節

約
、
景
気
変
動
へ
の
対
応
の
必
要
、
と
り
わ
け
農
村
賃
金
の
相
対
的

な
低
さ
の
た
め
に
、
農
村
の
織
布
工
を
原
料
お
よ
び
織
機
の
前
貸
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

通
じ
て
問
屋
制
的
に
支
配
す
る
こ
と
を
有
利
と
し
た
の
で
あ
る
。
三

三
年
の
一
史
料
に
よ
る
と
、
作
業
場
外
の
家
内
労
働
者
の
数
は
作
業

場
内
労
働
老
の
約
四
・
五
倍
に
達
し
、
ま
た
後
者
は
蔚
者
よ
り
も
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

分
の
一
だ
け
多
く
の
賃
金
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
家
内
織
布
工
の
圧
倒
的
優
勢
は
四
八
年
に
つ
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
工
場
制
移
行
前
夜
に
お
け
る
毛
織
物
業
の
経
営
形
態

の
特
質
は
、
大
多
数
の
企
業
の
内
部
に
お
い
て
集
中
職
笏
経
営
（
マ
ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
）
と
繋
留
制
前
貸
（
資
本
制
家
内
労
働
）
と
が
結
合
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
両
者
の
う
ち
問
屋
制
前
貸
が
生
産
規
模
の
点

で
支
配
帥
比
重
を
し
め
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ル
ー
ペ
の
毛
織
物
業
者
の
営
み
は
単
に
織
布
工
程
に

お
け
る
集
中
職
場
経
営
と
問
屋
制
前
貸
の
み
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。

か
れ
ら
は
原
料
（
織
糸
）
入
手
の
便
の
た
め
に
、
当
時
工
場
制
に
移

行
し
つ
つ
あ
っ
た
ル
ー
ペ
と
ト
ゥ
ル
ユ
ワ
ソ
の
紡
毛
業
者
に
羊
毛
を

前
貸
し
し
て
自
己
の
た
め
に
賃
加
工
さ
せ
る
か
、
「
あ
る
い
は
よ
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ば
し
ば
自
ら
紡
毛
工
場
を
経
営
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
時
に
は
、

準
備
（
一
流
毛
）
工
程
と
仕
上
（
睦
染
色
）
工
程
に
お
い
て
も
他
の
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

場
も
し
く
は
作
業
場
を
支
配
・
併
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
製
造

工
程
を
縦
断
的
に
結
合
す
る
臣
大
な
叢
誌
（
フ
ラ
ン
ス
史
家
の
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
⑭

る
「
垂
直
的
集
中
」
）
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

羊
毛
と
綿
の
加
工
の
た
め
に
硫
毛
・
紡
糸
工
程
に
お
い
て
は
工
場
を
、

織
布
工
程
に
お
い
て
は
工
場
・
ア
ト
ジ
ェ
・
単
二
制
前
貸
を
あ
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

鴬
ん
だ
ル
ー
ペ
の
O
Φ
㌶
簿
お
父
子
会
社
は
そ
の
典
型
的
な
一
例
で

あ
る
。

　
次
に
ア
ル
岬
、
ソ
テ
ィ
ユ
ー
ル
の
亜
麻
織
物
業
に
つ
い
て
み
る
と
、

一
九
世
紀
前
半
に
そ
れ
は
主
と
し
て
近
隣
農
村
に
お
い
て
、
独
立
小

三
業
（
鴛
賦
雪
遊
・
。
爪
調
唱
窪
身
置
型
、
問
屋
制
家
内
労
働
（
。
。
巴
錠
一
暮
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

仁
。
邑
亀
ε
、
小
ア
ト
リ
エ
の
三
種
の
経
営
形
態
で
営
ま
れ
て
い
た
。
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業革命期における北蔀フランスの繊維工業（服都）

す
な
わ
ち
三
〇
年
頃
に
は
、
す
で
に
二
五
－
三
〇
名
の
問
屋
織
元

（
募
σ
q
。
。
㌶
ヨ
ω
ま
た
は
讐
錠
。
ぎ
只
7
富
σ
ユ
。
§
密
）
が
都
市
お
よ
び
農

村
の
家
内
織
布
工
を
自
ら
の
た
め
に
働
か
せ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期

に
は
な
お
独
立
小
生
産
者
に
よ
る
織
布
経
営
が
い
ぜ
ん
と
し
て
賢
き

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
比
重
を
し
め
て
い
た
。
し
か
る
に
、
四
〇
年
頃
よ
り
紡
糸
工
程
の

「
機
械
化
」
と
工
場
集
中
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
独
立

小
織
元
は
そ
れ
ま
で
自
給
し
て
い
た
原
料
（
亜
麻
糸
）
の
供
給
を
リ

ー
ル
や
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
織
物
商
人
に
仰
が
ざ
る
を
え
な
く

な
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
し
だ
い
に
か
れ
ら
問
答
商
人
溜
の
下
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

生
産
老
既
資
本
綱
家
内
労
働
者
に
転
落
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
問

屋
商
人
（
器
σ
Q
8
蛋
崇
）
な
い
し
織
物
業
者
（
撃
茎
一
§
基
二
①
汁
。
諄
。
。
・
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
呼
ば
れ
る
人
々
の
数
が
四
六
年
に
三
八
一
四
〇
入
、
五
四
年
に
は

　
　
⑰

五
三
人
、
蓬
ら
に
手
織
布
の
発
展
が
頂
点
に
達
し
た
六
〇
年
に
は
七

　
⑱

五
人
と
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
独
立
小
織
元
の
家
内
労
働
者
化
の

進
行
を
物
語
る
竜
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
過
程
に

並
行
し
て
起
つ
た
い
ま
一
つ
の
重
要
な
現
象
は
織
布
労
働
の
ア
ト
リ

エ
へ
の
集
中
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
紡
糸
工
程
の
機
械
化
1
1
織
糸
改
良

の
結
果
問
屋
織
元
が
上
質
織
生
産
に
向
う
よ
う
に
な
る
と
、
か
れ
ら

の
家
内
織
布
工
の
一
部
は
中
心
作
業
場
に
集
中
さ
れ
、
よ
り
厳
重
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

監
督
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
、
農
村
の
小
織
元

（
1
1
独
立
も
し
く
は
下
男
生
産
者
）
の
職
場
規
模
の
拡
大
の
中
か
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

小
規
模
な
資
本
霊
的
作
業
場
が
分
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て

二
様
の
経
路
で
形
成
さ
れ
た
織
布
作
業
場
は
、
五
－
六
台
か
ら
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

台
程
度
の
織
機
を
集
積
し
つ
つ
、
糸
巻
・
整
経
・
織
布
等
の
諸
工
程

を
賃
労
働
者
を
主
体
と
す
る
「
分
業
に
竜
と
つ
く
協
業
」
に
よ
っ
て

　
　
　
⑳
，
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

遂
行
す
る
資
本
制
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
で
あ
っ
た
。
だ
が
わ
れ
わ
れ

は
、
毛
織
物
業
と
同
様
亜
麻
織
物
業
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
集
中

職
場
経
営
の
し
め
る
比
重
を
過
大
辞
価
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

織
布
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
は
、
そ
れ
が
小
生
山
思
者
と
悶
屋
商
門
人
と
の

い
ず
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
に
せ
よ
、
ま
さ
し
く
農
村
の
独
立
小

営
業
と
問
屋
制
家
内
労
働
と
の
広
汎
な
基
礎
の
上
に
そ
び
え
立
っ
て

　
　
　
　
　
⑳

い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ル
ー
ペ
、
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
等
の
綿
織
物
業
に
お

い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
事
情
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
部
門

で
も
一
九
世
紀
初
頭
よ
り
四
〇
年
代
に
か
骨
て
、
問
崖
舗
家
内
労
働

の
広
汎
な
展
開
の
中
か
ら
数
台
の
織
機
を
設
澱
す
る
小
規
模
な
マ
ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
が
分
出
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
全
綿
織
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
支
配
す
る
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
リ
ー
ル
地
方
の
繊

維
工
業
の
工
場
制
移
行
前
夜
に
お
け
る
経
営
形
態
に
つ
い
て
次
の
三

25｛

�
ﾐ
と
ま
ず
確
認
し
う
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
主
要

工
程
た
る
紡
績
お
よ
び
織
布
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
マ
ニ
ュ
フ
岬
，
ク
チ

ャ
ー
集
中
職
場
は
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ュ
段
階
か
ら
大
工
業
段
階
へ
の
過

渡
期
に
お
い
て
、
当
該
部
門
ま
た
は
他
部
門
に
お
け
る
一
定
の
技
術

的
変
革
今
翻
作
業
機
の
導
入
）
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
本
格
的
に
展

開
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
し
か
も
こ
う
し
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
が

全
生
産
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
部
門
は
綿
紡
績
の
み
で
あ
り
、
と
く

に
基
軸
工
程
た
る
織
布
山
二
部
門
で
は
、
マ
ニ
ュ
段
階
の
末
期
に
お
い

て
す
ら
独
立
小
営
業
お
よ
び
問
屋
制
家
内
労
働
の
比
重
が
圧
倒
的
に

　
　
　
　
　
　
⑤

大
き
か
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
ル
ー
ペ
の
羊
毛
工
業
を
除
い
て
こ
の

地
方
で
は
、
紡
績
と
織
布
の
両
工
程
を
一
貫
し
て
経
営
す
る
典
型
的

な
繊
維
工
業
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
が
原
則
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た

・
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
れ
ら
の
点
が
承
認
さ
れ
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

る
な
ら
ば
、
英
仏
両
国
に
お
い
て
は
、
織
布
工
程
の
集
中
職
場
を
中

も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

核
と
す
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
が
市
民
革
命
か
ら
産
業
革
命
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
期
に
全
機
構
的
に
形
成
さ
れ
た
と
み
る
わ
が
国
で
有
力
な
学
説
は
、

修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
経
鴬
形
態
の
併
存
の
中
か

ら
工
場
制
度
を
成
立
せ
し
め
て
い
っ
た
主
体
は
、
ど
の
よ
う
な
経
済

的
規
定
性
と
社
会
的
系
譜
と
を
も
つ
人
々
で
あ
っ
た
か
。
次
に
こ
の

問
題
を
簡
単
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
繊
維
工
業
に
お
け
る
工

場
制
移
行
過
程
の
特
質
を
一
層
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
リ
ー
ル
・
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
紡
績
業
に
つ
い
て
一

八
○
O
l
七
〇
年
の
時
期
に
機
械
制
工
場
（
ま
た
は
ア
ト
リ
エ
）
を
設

第4表しille－Armcntieres紡績
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貴
し
た
人
々
の
階
層
別
構
成
を
み
る
と
、

　
　
⑳

第
4
衰
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

綿
・
亜
麻
両
部
門
を
通
じ
て
工
場
論
叢
一
－

産
業
資
本
家
層
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
「
卸

売
商
入
」
忌
σ
登
○
。
罫
暮
ω
お
よ
び
「
産
業
家
」

ぎ
鳥
霧
峠
識
Φ
ジ
の
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
「
産
業
家
」
の
中

に
は
既
成
の
繊
維
産
…
粟
資
太
・
家
が
多
数
含

　
　
　
　
㊥

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
紡
績

　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も

部
門
に
お
け
る
新
興
工
場
主
罵
の
圧
倒
的

多
数
は
商
人
層
の
転
成
し
た
者
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
工
場
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産業革命期における北部フランスの繊維エ業（服部）

も
　
　
　
　
き
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
も
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
も
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
ち

主
層
の
商
人
的
出
自
と
い
う
事
実
は
、
紡
績
業
に
特
有
な
次
の
よ
う

な
裏
戸
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
産
手
段
の
変

革
（
機
械
の
発
明
と
改
良
）
が
急
速
で
あ
っ
た
こ
の
部
門
で
は
、
工
場

の
生
産
力
的
優
位
が
決
定
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
問
屋
綱
家
内
労
働
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
等
の
過
渡
的
生
産
形
態
を
速
や
か
に
揚
棄
し
て

工
場
主
に
推
転
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
紡
績

企
業
家
た
ろ
う
と
す
る
者
は
、
す
で
に
か
な
り
大
規
模
化
し
て
い
た

．
機
械
そ
の
他
の
固
定
設
備
の
建
設
の
た
め
に
、
短
期
聞
に
多
額
の
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

金
を
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
工
業
内
部
で
の
資
本
蓄

積
が
未
だ
不
十
分
な
、
ま
た
資
本
市
場
が
未
発
達
な
当
時
に
お
い
て
、

か
か
る
資
金
負
担
に
た
え
う
る
者
は
富
裕
な
大
商
業
資
本
家
、
と
り

わ
け
、
繊
維
原
料
や
織
物
、
あ
る
い
は
種
々
の
植
民
地
物
産
の
取
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
⑭

に
従
事
し
、
時
に
は
金
融
業
を
も
営
む
り
ー
ル
市
の
卸
売
商
人
願
を

措
い
て
他
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
紡
績
部
門
に
お
け
る
工
場
急
度
（
籍
産
業
資

本
）
の
形
成
が
商
人
暦
を
推
進
主
体
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
ほ

ぼ
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
闘
四
連
し
て
更
に

次
の
二
点
に
注
意
を
促
が
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
一
つ
は
、

こ
の
よ
う
に
純
然
た
る
商
民
が
産
業
資
本
家
に
推
凝
し
た
例
が
数
多

く
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
旧
き
商
人
層
の
す
べ
て
が
、

或
い
は
そ
の
多
数
す
ら
も
が
工
業
経
営
に
転
じ
た
わ
け
で
は
決
し
て

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
な
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
伝
統
酌
に
商

業
活
動
に
専
念
し
て
き
た
り
ー
ル
の
大
商
業
資
本
家
は
全
体
と
し
て

み
れ
ば
工
業
へ
の
進
出
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
姿
勢
を
潔
し
た
の
「

　
　
　
⑧

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
ま
一
つ
の
重
要
な
点
は
、
一
た
び
工
場
主
に

転
化
し
た
資
本
家
も
産
業
革
命
期
を
通
じ
て
そ
の
地
位
を
保
持
し
え

た
老
は
比
較
的
少
な
く
、
か
れ
ら
は
絶
え
ず
新
興
の
よ
り
強
力
な
工

場
主
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
な
が
ら
新
陳
代
謝
（
巴
9
き
窪
）
を

く
り
返
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
織
布
業
に
お
い
て
は
、
紡
績
業
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
問

屋
制
前
貸
な
い
し
資
本
綱
家
内
労
働
が
工
場
欄
へ
の
移
行
に
さ
い
し

て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
」
・
ダ
ソ
セ
ッ
ト
は
柄
う
。
　
「
あ

ら
か
じ
め
中
間
段
階
〔
閲
屋
制
生
産
〕
を
通
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
る
、

種
女
の
階
閣
お
よ
び
職
業
か
ら
の
機
械
制
織
布
工
場
主
の
直
接
的
補

充
は
、
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
で
は
全
然
存
在
し
な
い
と
は
い
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
ま
で
も
、
か
な
り
ま
れ
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
こ
の

地
方
に
お
い
て
五
・
六
〇
年
代
に
亜
麻
織
物
工
場
主
に
転
化
し
た
人

々
の
大
多
数
は
、
既
に
そ
れ
以
前
の
時
期
に
家
内
織
布
工
に
対
す
る
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問
屋
綱
前
貸
を
通
じ
て
、
ま
た
時
に
は
小
規
模
な
集
中
職
場
を
も
あ

わ
せ
鴬
み
な
が
ら
、
長
年
に
わ
た
っ
て
資
本
を
蓄
積
し
て
き
た
「
商

人
・
製
造
業
障
〕
鼠
σ
登
（
甑
§
富
麗
巳
）
二
懸
紐
ω
で
あ
っ
た
G
そ
し
て
、

こ
う
し
た
問
屋
織
元
の
系
譜
を
更
に
さ
か
の
ぼ
る
な
ら
ば
、
第
5
表

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
大
商
人
や
産
業
家
と
と
も
に
し

ば
し
ば
照
影
層
や
都
市
の
小
ブ
ル
ジ
葺
ア
層
に
行
き
あ
た
る
の
で
あ

第5表Armentieres問屡織元の鐵身山型別

置酬釧鋤瀦突趣家嘘蒙即製合計
人　魏　7 5 7　1　6
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る
。
し
か
も
こ
う
し
た
事
情
は
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ

…
ル
に
の
み
特
有
な
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

毛
織
物
業
中
心
地
ル
…
べ
に
お
い
て
も
、
小
生
産

看
（
も
し
く
は
小
商
人
）
が
富
裕
な
織
元
に
経
上
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
例
は
数
多
．
く
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

織
布
部
門
に
お
け
る
工
場
制
度
（
1
1
産
業
資
本
）
の

形
成
は
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
願
の
上
昇
と
商
人
の
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り

化
と
の
二
様
の
経
路
を
通
じ
て
、
か
つ
問
崖
織
元

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
㌃
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
⑭

を
そ
の
直
接
の
推
進
主
体
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
、

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
二
節
に
わ
た
っ
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
リ
ー
ル
地
方
に
お
け
る
繊
維
産
業
資
’

本
確
立
過
程
の
特
質
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
第
一
は
、
こ
の
部
門
の
産
業
革
命
（
腫
工

場
制
移
行
）
が
イ
ギ
リ
ス
の
同
種
産
業
に
比
べ
て
一
二
・
四
〇
年
遅
れ

て
開
始
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
進
展
の
テ
ン
ポ
が
は
な
は
だ
し
く
緩
慢

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
一
八
三
〇
年
頃
ま
で
に
紡
糸

工
程
の
機
械
化
と
工
場
集
中
を
、
ま
た
遅
く
と
も
五
〇
年
ま
で
に
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

布
工
程
の
工
場
翻
移
行
を
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
た
ア
ル
ザ
ス
の
綿
工
業

と
比
べ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る

近
代
的
繊
維
工
業
の
発
展
が
比
較
約
小
規
模
な
も
の
に
留
ま
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
地
方
で
は
、
主
導
部
門
た
る
べ
き
綿
工

業
の
め
ざ
ま
し
い
発
股
が
み
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
繊
維
工
業
全
体
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
支
配
的
地
位
を
占
め
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
他
方
、
羊
毛
お
よ
び

亜
麻
工
業
（
特
に
織
布
工
程
）
に
お
い
て
は
、
産
業
革
命
が
終
っ
た
七

〇
年
代
に
な
っ
て
も
農
村
の
家
内
手
工
業
が
広
汎
に
残
存
し
て
い
た

　
　
　
⑳

の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
工
場
制
度
の
形
成
が
な
か
ん
ず
く
、

商
人
忙
し
く
は
商
人
的
性
格
の
濃
厚
な
問
屋
織
元
に
よ
っ
て
推
進
さ

れ
た
と
い
う
事
情
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
点
に
、

か
の
産
業
資
本
的
性
格
の
強
い
親
方
製
造
業
者
（
ヨ
霧
伸
興
日
p
き
鼠
？

挫
母
自
ω
）
を
先
頭
に
産
業
革
命
を
遂
行
し
た
ラ
ソ
カ
シ
ャ
縮
工
業
と

の
著
し
い
差
異
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
産
業
革
命
の
テ
ン
ポ
の
緩
慢
さ
、
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そ
の
発
展
の
小
規
模
性
、
商
業
資
本
の
主
導
的
役
割
と
い
う
一
二
つ
の

点
は
、
お
そ
ら
く
は
フ
ラ
ン
ス
産
業
資
本
の
確
立
過
程
に
共
回
す
る

特
質
で
あ
る
と
し
て
も
、
リ
ー
ル
地
方
の
繊
維
工
業
は
そ
れ
を
最
屯

強
め
ら
れ
た
形
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
質
は
一
体
い
か
な
る
歴
史
的

諸
条
件
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
が

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
こ
れ
ま
で
わ
が
園
に
お

い
て
往
女
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
発
展
の
テ
ン
ポ
の
問

題
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
さ
い
の
土
地
変
革
の
あ
り
方
や
そ
の
後
の
時

期
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の
停
滞
と
い
う
事
情
に
の
み
還
元
す
る
こ

と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
や
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
⑭

A
・
L
・
ダ
ン
ハ
ム
の
よ
う
に
、
資
本
、
労
働
、
技
術
、
市
場
等
の

要
因
を
た
ん
に
並
列
的
に
論
ず
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
ま
さ
に
、
北
部
繊
維
工
業
の
発
展
を
規
定
し
た
諸
フ
”
，
ク
タ

～
の
内
的
購
造
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
章
を
改
め
て
、
資
本
蓄
積
、
生
産
手
段
、
労
働
力
、
市
場
の
四

つ
の
側
面
か
ら
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
北
部
繊
維
工
業
の
発
展
構

造
に
つ
い
て
鷲
干
の
考
察
を
行
い
た
い
と
思
う
。

①
幽
艶
。
鉾
。
℃
顧
a
f
惣
山
偽
で
霞
込
。
一
ピ
ρ
ヨ
ぴ
賃
中
O
磐
鴛
峠
3
9
琶
－

　
曾
ち
の
｛
勾
二
一
一
一
〇
算
ニ
コ
」
．
吋
朝
㎝
み
㎝
①
．
一
八
○
八
年
に
は
、
リ
ー
ル
工
二
六
、

　
ル
ー
ペ
に
一
九
、
ト
ゥ
ル
コ
ワ
ソ
に
一
〇
の
綿
紡
績
ア
ト
サ
鵬
が
存
在
し

　
た
。

②
　
も
d
巴
δ
世
○
や
9
賞
唱
唱
■
誌
一
騨
は
b
。
h
い
幻
語
び
鐙
学
O
即
蕊
。
窪
。
》
ρ
器
∵

　
論
器
。
・
冨
ヨ
ヨ
＄
‘
℃
や
誤
α
”
ま
①
崇
。
。
卜
。
♀
掃
ピ
。
。
ω
◆

③
ぴ
錺
ω
Φ
頃
Φ
．
o
℃
阜
9
叶
；
｝
）
唱
．
①
声
①
二
男
〇
三
〇
p
8
．
。
津
．
’
ワ
器
。
。
■

④
い
帥
営
ぴ
。
巴
学
O
ρ
昌
。
。
o
露
ρ
の
戸
H
o
5
蛋
の
ω
貯
ヨ
難
㊦
⑳
．
．
℃
．
＝
偶
P
伊
こ
の

　
小
作
業
場
に
お
い
て
も
、
浸
水
・
皮
剥
ぎ
・
硫
隷
・
紡
糸
等
の
部
分
工
程

　
が
あ
る
程
度
分
化
し
て
い
た
と
雛
定
さ
れ
る
。

⑤
い
霧
鴇
崇
ρ
○
℃
尋
9
砕
こ
毛
尋
霧
あ
。
。
’

⑥
　
ぴ
罫
二
）
ワ
総
”
謡
層
質
Q
。
ム
訟
’
二
団
・

⑦
屑
〇
三
窪
》
。
ワ
。
搾
よ
）
・
じ
。
軸
¶
p
ぴ
ρ
斡

、
⑧
い
器
も
。
。
誕
ρ
o
ワ
9
け
↓
唱
ワ
O
①
1
①
メ

⑨
　
ヨ
5
「
℃
．
①
合
　
切
β
9
い
ρ
ヨ
ぎ
目
中
O
㍗
霧
。
茸
少
O
ユ
q
Q
ぎ
。
。
。
簿

　
？
δ
㌘
訟
。
謬
こ
男
。
く
き
鳥
煽
裟
○
乙
‘
置
。
ま
Q
。
”
唱
．
卜
⊃
伊
　
一
八
三
灘
年
に
、

　
五
〇
の
紡
毛
工
場
中
独
立
の
も
の
は
…
九
工
場
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

⑩
轡
霧
器
貰
ρ
o
唱
●
9
楴
二
署
．
①
ω
ふ
郵

⑪
ぴ
答
こ
噂
℃
．
目
ρ
①
A
■
羊
毛
工
業
諸
工
程
の
岡
一
企
業
内
へ
の
「
統
合
」

　
が
織
布
工
灘
を
起
点
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
O
瞥
○
…
｝
冨
”

　
o
マ
。
搾
ニ
ソ
リ
ゼ

⑫
団
〇
三
三
讐
。
マ
g
非
議
や
ゆ
ω
。
。
9

⑫
　
囲
p
ヨ
げ
2
学
O
欝
霧
。
葺
琵
ρ
目
。
5
器
u
。
h
壁
三
出
。
ω
こ
ワ
ト
。
O
卜
。
響

⑭
堂
低
‘
剛
）
囹
）
・
幽
。
。
ム
ρ
卜
⊃
8
i
8
望
蜀
。
鴇
乏
い
ρ
ヨ
冨
＃
6
嘗
切
Φ
洋
p

　
O
『
宮
参
の
魯
ひ
ぎ
ご
鷲
§
e
”
菊
。
毒
。
曇
翼
o
a
‘
・
昌
。
瞬
メ
6
G
。
。
。
噌
℃
．87 （571）



　
①
Q
ひ
．
こ
の
二
二
織
元
の
営
み
に
つ
い
て
二
面
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
製
織
作

　
業
は
全
面
的
に
下
請
に
出
し
て
い
た
が
、
整
経
等
の
準
備
作
業
は
自
ら
の

　
集
中
職
場
で
行
う
の
を
常
と
し
て
い
た
。
い
ρ
ヨ
げ
Φ
吋
ぐ
U
ρ
屋
φ
洋
ρ
ρ
‘
o
｝
－

　
ρ
餌
。
。
・
貯
ヨ
陶
鵠
塗
‘
で
や
b
。
同
コ
．
b
。
㎝
り
Q
。
刈
p
お
’
b
。
O
Q
。
。

⑮
同
三
（
♂
毛
．
鵯
F
ρ
郎
。
帆
ω
誉
お
興
一
。
。
一
ぴ
霧
器
鐸
ρ
o
も
幽
9
叶
‘

　
℃
や
露
ふ
ひ
。
「

⑯
い
ρ
∋
σ
①
箕
－
o
§
三
章
ρ
の
【
毛
書
8
銃
営
…
8
‘
℃
ワ
も
。
O
《
ぴ
。
ミ
■

⑰
豊
門
二
℃
．
卜
。
O
。
。
F
曽
幽
　

⑱
薫
甑
二
唱
噸
曽
N
卜
。
画
9

⑲
巨
◎
‘
毛
』
8
p
鐸
N
8
　
雷
㏄
ω
①
巨
ρ
。
や
葺
二
や
①
N
◆

⑳
び
き
旨
軍
学
O
碧
。
。
①
簿
p
ρ
篇
。
5
蓉
伍
壁
導
巳
＄
‘
署
．
ω
㊤
ロ
■
ぱ
》
爲
●

⑳
董
畠
‘
毛
．
q
ρ
①
O
占
ト
つ
る
8
凸
O
。
。
・

⑳
　
ア
ト
リ
エ
内
に
お
い
て
端
緒
的
な
が
ら
分
業
が
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と

　
に
つ
い
て
は
、
讐
箆
．
℃
．
2
鐸
δ
参
照
。

⑳
糊
口
織
元
は
上
質
織
は
直
営
作
業
場
で
、
ま
た
素
描
は
家
内
織
布
工
に

　
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
製
酪
せ
し
め
た
。
　
ピ
p
ω
器
『
触
P
o
℃
・
o
搾
▼
℃
・
①
卜
σ
・

　
そ
れ
故
、
　
「
完
全
に
独
立
な
家
内
労
働
と
…
…
既
に
賃
労
鋤
化
さ
れ
た
家

　
内
労
働
、
こ
れ
ら
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
時
の
織
布
生
産
の
二
大
形
態
で

　
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
　
ぴ
罷
こ
や
鱒
O
腿
．

⑳
劉
霧
ゆ
賃
噌
ρ
£
．
。
搾
‘
唱
曜
罫
圃
9
園
。
畷
Φ
げ
ピ
幽
6
弩
器
ヰ
p

　
O
ユ
σ
Q
貯
①
。
・
簿
少
、
o
｝
簿
δ
コ
‘
御
。
く
器
a
翼
o
a
り
臨
。
ぼ
。
。
層
℃
℃
●
b
。
0
7

　
8
ρ
ピ
卑
ヨ
げ
2
サ
O
雪
ω
簿
8
噛
ρ
器
5
こ
口
融
ヨ
黛
①
伊
℃
』
㎝
一
戸
⑩
●

⑳
　
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
本
来
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
段
階
…
に
お
い

　
て
は
少
な
く
と
も
紡
・
織
二
工
穫
に
関
す
る
眠
り
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ

　
薩
集
中
職
場
が
杜
つ
し
て
全
機
構
酌
に
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味

　
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
輩
命
と
初
期
独
占
の
解

　
体
」
（
隅
社
会
経
済
史
学
』
二
八
巻
二
号
掲
載
予
定
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　
大
塚
・
高
橋
・
松
凶
編
著
『
薦
洋
経
済
史
講
座
』
第
二
巻
所
収
の
大
塚

　
久
雄
、
中
木
康
夫
、
大
河
内
暁
男
氏
ら
の
論
文
を
参
照
。
し
た
が
っ
て
、

　
市
畏
一
半
命
が
窟
ち
に
マ
ユ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ャ
詩
産
業
瞥
ハ
本
の
脅
心
速
な
展
開
の

　
た
め
の
条
件
を
翻
り
出
し
た
と
み
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

⑳
u
臣
き
費
け
6
窪
。
・
㊦
洋
ρ
ρ
g
5
器
。
。
鍵
ヨ
籠
。
ψ
二
。
冨
℃
．
凱
鼻
昌
ご

　
菊
。
団
広
い
㍉
O
畳
畳
。
簿
ρ
○
鼠
σ
q
営
。
。
・
o
汁
9
、
o
冴
葭
9
ゴ
潟
①
く
器
α
賃

　
窯
○
丹
負
臣
。
窓
鯉
℃
や
匂
。
劉
畠
喀
雛
。
扇
メ
℃
唱
．
畠
i
①
り
．
に
基
づ
き
作
成
。

　
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
工
場
設
立
者
中
、
出
自
の
明
ら
か
な
者
の
み
を
示
し

　
て
い
る
が
、
大
勢
を
知
る
上
に
は
十
分
で
あ
る
と
思
、
）
。
な
お
、
同
　
の

　
資
本
家
が
二
つ
以
上
の
工
揚
を
設
立
し
た
場
合
は
各
工
場
ご
と
に
数
え
ら

　
れ
て
い
る
。

⑱
　
石
け
ん
・
機
械
等
の
製
進
業
者
、
撚
糸
業
考
（
包
江
。
誘
）
の
他
、
既
成

　
の
紡
績
工
場
蛍
で
瓢
工
場
を
設
立
し
た
考
が
「
産
業
家
」
に
含
ま
れ
る
。

⑳
び
ρ
ヨ
び
窪
¢
0
9
霧
①
馨
ρ
ρ
き
一
老
。
の
雰
ヨ
三
①
望
毛
』
ω
甲
鵯
－
ω
。
。
騨
。
◇
器
・

　
か
れ
に
よ
る
と
、
ご
…
○
…
四
〇
年
頃
二
万
錘
の
大
綿
紡
工
場
ま
た
は
一
五

　
〇
〇
錘
の
小
亜
麻
紡
工
場
を
設
立
す
る
た
め
に
は
六
〇
万
フ
ラ
ン
以
上
の

　
設
備
資
金
を
要
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
〇
年
頃
繊
布
企
業
の
設
立
に

　
要
す
る
資
金
は
問
屡
制
経
営
（
十
辮
備
工
費
集
中
職
場
）
の
場
合
五
一
一

　
〇
万
フ
ラ
ン
、
力
織
機
八
○
一
一
〇
〇
台
の
工
場
で
は
一
八
i
二
〇
万
フ

　
ラ
ソ
で
あ
っ
た
。
き
乙
こ
も
℃
．
ω
o
。
Q
。
ム
O
P
こ
れ
を
も
っ
て
み
て
も
、
商
人

　
以
外
か
ら
の
工
場
主
へ
の
上
昇
が
紡
績
業
の
場
合
い
か
に
至
難
で
あ
っ
た

　
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
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⑳
葦
畠
；
署
．
．
卜
⊃
悼
O
も
Q
P
ω
陣
ρ
。
。
国
守
。
。
笛
メ
ル
ー
ベ
・
ト
ウ
ル
コ
ワ
ン

　
に
つ
い
て
も
岡
様
の
審
情
を
想
定
し
う
る
。
菊
O
《
舞
冒
㌔
U
三
業
。
穽
ρ

　
○
臨
σ
q
ぎ
。
ω
露
①
く
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ぎ
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翫
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⑪
ぴ
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巳
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貫
ρ
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灸
ε
霧
胤
p
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熱
①
。
・
‘
℃
ワ
凹
ミ
▼
認
9
ω
ミ
。

　
繊
維
善
業
費
本
家
の
う
ち
、
　
…
八
○
○
年
以
前
か
ら
の
居
住
者
の
割
合
は

　
り
ー
ル
で
は
約
五
〇
％
、
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
で
は
二
八
％
以
下
に
す

　
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
中
で
革
命
前
か
ら
繊
維
関
係
の
購
業
を
行
っ
て

　
い
た
者
の
数
は
一
樹
少
い
の
で
あ
る
。
ぴ
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み
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一
八
七
年
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設
立
さ
れ
た
り
ー
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帝
の
一
〇
三
の
企
業
中
、
八
七
年
に
隅
じ
武
名
で
存
続
す
る
も
の
は
一
九

　
企
業
の
み
で
あ
り
、
リ
ー
ル
周
辺
と
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
で
も
二
九
i

　
八
六
年
に
設
立
さ
れ
た
一
六
西
企
業
中
、
八
七
年
に
存
続
す
る
も
の
は
三

　
六
に
す
ぎ
な
い
。
　
い
欝
B
σ
①
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屡
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の
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っ
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ま
れ
た
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8
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）
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、
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H
H
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図
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ぴ
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ユ
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Q
写
①
ω
①
け
仙
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。
ご
試
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冨
‘
男
①
く
目
Φ

曾
劉
。
峯
「
昌
。
回
望
勺
ワ
忽
ふ
ρ
の
分
析
に
よ
る
が
、
第
4
表
と
同

　
膿
、
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
　
「
農
驚
し
の
項
に
は
へ
地
主
、

　
農
村
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
奮
ま
れ
て
い
る
。

⑳
　
カ
o
k
奪
圃
ド
レ
ゆ
巴
屋
簿
ε
層
○
篇
σ
q
幽
幕
。
謄
簿
少
・
o
『
蔓
岳
．
▼
ズ
。
＜
¢
o
餌
蛋

　
Z
o
寒
冒
質
。
嵩
N
℃
℃
「
㎝
？
㎝
少
①
①
　
閃
。
天
一
〇
p
o
ワ
2
汁
こ
ワ
誤
．

⑳
　
轡
ρ
。
。
。
膝
。
肖
ρ
o
℃
●
o
詳
二
唱
℃
陰
刈
ρ
易
9
た
だ
し
、
織
布
業
に
お
い
て
も

　
企
業
家
麟
の
新
陳
代
謝
は
き
わ
め
て
活
発
で
あ
っ
て
、
四
六
年
目
確
認
さ

　
れ
た
二
九
人
の
問
屋
織
元
色
艶
○
年
に
工
場
主
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
は

　
僅
か
七
人
に
す
ぎ
な
い
。
　
『
二
三
∪
霧
け
ム
）
欝
蒙
。
ひ
げ
ρ
ρ
器
5
鶉
。
。
。
貯
ヨ
雫

　
に
。
ω
二
℃
ワ
8
圃
1
ひ
。
8
・

⑳
ぎ
置
。
P
。
｝
ソ
簿
二
も
■
・
。
興
野
翫
ス
5
頃
u
屋
宇
。
・
。
・
。
儀
§
。
曾
魯
マ

　
臨
O
嵩
一
昌
鳥
β
ω
茸
ざ
躍
。
”
閑
O
戸
き
p
7
．
m
三
×
剛
×
訟
α
自
ρ
囲
内
。
く
5
¢
自
郎
窯
。
巴
鼻

　
お
㎝
押
ワ
⑩
舟
匡
2
H
二
〇
摩
。
一
回
一
（
も
．
急
紳
；
｝
）
◎
一
8
．

⑳
　

一
八
六
九
－
七
〇
年
に
お
け
る
各
都
門
　
の
紡
錘
数
を
み
る
と
、
綿
は
リ

　
ー
ル
に
圏
九
・
五
万
錘
、
ル
ー
ペ
・
ト
ウ
ル
コ
ワ
ン
に
四
四
・
七
万
錘
、

　
晶
半
語
は
ル
ー
ペ
。
ト
ゥ
ル
コ
ワ
ン
に
五
九
・
二
万
錘
、
亜
麻
は
ジ
…
ル
、

　
ト
か
ル
コ
ワ
ソ
、
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
に
三
九
・
六
万
錘
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
岡
蒔
期
に
全
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
綜
紡
五
七
〇
万
錘
、
羊
毒
二
七
七

　
万
錘
、
亜
麻
五
二
万
錘
で
あ
り
、
綿
紡
都
門
の
支
配
的
地
位
が
確
立
し
て

　
い
る
。
ぴ
㍉
U
9
轟
ω
①
洋
ρ
ρ
戸
お
5
喘
¢
。
。
貯
一
三
＝
塁
こ
娼
．
H
㎝
一
野
①
ρ
メ
ソ

　
デ
リ
ソ
ソ
『
恐
慌
の
理
論
と
歴
史
」
窮
四
分
冊
、
三
七
八
i
三
八
六
頁
参

　
照
。

⑳
　
亀
織
物
業
に
つ
い
て
は
、
前
顕
七
九
頁
、
註
一
九
、
亜
麻
織
物
業
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
い
て
は
、
　
凋
O
び
げ
崇
い
．
ヨ
鳥
償
ω
茸
δ
富
区
峠
臨
P
剛
）
。
ω
卜
⊃
ρ
竃
O
ω
。
。
少
。
唱
・

　
鼠
け
‘
や
重
餅
参
照
Q

⑩
飯
沼
二
鄭
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
村
落
共
岡
体
の
解
体
」
（
渚
水
・
会

　
照
編
蝉
，
封
建
社
ム
皿
と
典
閥
体
」
燐
収
）
六
二
六
i
六
二
七
、
六
三
五
頁
あ
少
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照
。

⑳
〉
．
野
O
§
募
量
ゴ
さ
ご
砦
。
・
鼠
鉱
菊
。
＜
。
三
甑
魯
ヨ

　
一
Q
。
嵩
占
。
。
駆
Q
。
七
一
⑩
劉
層
℃
や
ト
⊃
蒔
ω
占
繭
伊
爵
O
I
蕊
Φ
・

三
　
産
業
革
命
期
に
お
け
る
繊
維
工
業
の
発
展
構
造

男
冨
謬
8

　
一
　
資
本
蓄
積
　
ま
ず
、
　
近
代
的
繊
維
企
業
の
設
立
と
拡
張
に
要

す
る
資
金
が
い
か
な
る
方
法
で
調
達
さ
れ
た
か
を
問
題
に
し
よ
う
。

　
繊
維
工
業
に
お
け
る
工
場
制
企
業
が
、
多
く
の
場
合
商
業
資
本
も

し
く
は
問
屋
織
元
の
個
人
的
蓄
積
を
基
に
し
て
出
発
し
た
こ
と
は
前

述
の
遜
夢
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
繊
維
企
業
が
た
と
え
ば
ア
ル
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

テ
ィ
エ
：
ル
の
諸
a
瓢
。
午
U
鮎
欝
昌
σ
q
目
。
亜
麻
紡
績
工
場
（
一
八
三
九

年
）
の
よ
う
に
完
全
な
傑
人
企
業
と
し
て
設
立
さ
れ
る
場
合
は
比
較

的
ま
れ
で
あ
り
、
合
名
会
社
形
態
を
と
る
も
の
が
よ
り
多
数
を
し
め

榊
し
か
も
・
個
人
傘
と
し
て
成
立
し
た
も
の
も
し
ば
し
ば
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

発
展
の
過
程
に
お
い
て
会
社
組
織
を
採
用
し
た
か
ら
、
繊
維
工
業
の

企
業
形
態
と
し
て
は
合
名
会
社
が
圧
倒
曲
多
数
を
し
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
形
態
に
は
、
親
子
、
兄
弟
、
親
戚
等
の
間
の
同
族
的
な

資
本
結
合
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
（
り
ー
ル
の
／
、
。
噌
。
。
汁
民
篇
，
。
汁
。
兄
弟

会
社
の
場
合
）
と
、
　
二
つ
以
上
の
家
族
、
　
職
業
の
間
の
資
本
結
露
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
A
り
ー
ル
の
づ
触
つ
三
窪
刀
2
＞
ワ
q
p
ら
一
の
つ
会
祉

の
暴
富
）
と
が
あ
っ
た
が
・
重
要
な
の
は
前
者
で
あ
り
、
家
族
的
結

合
の
強
い
北
部
で
は
と
り
わ
け
広
汎
に
見
出
さ
れ
る
。
第
二
帝
政
期

に
お
け
る
合
名
会
祉
の
設
立
状
況
を
り
ー
ル
郡
に
つ
い
て
み
る
と
、

繊
維
工
業
を
中
心
と
し
て
一
八
五
六
年
に
六
六
件
、
五
八
年
に
六
爺

件
、
六
〇
年
に
八
○
件
以
上
、
六
一
年
に
七
五
件
の
多
き
を
数
え
て

い
爾
。
こ
れ
に
対
し
て
合
資
会
社
、
株
式
合
資
会
社
、
無
認
名
株
式

会
社
等
は
こ
の
地
方
で
は
一
九
世
紀
末
葉
に
至
る
ま
で
き
わ
め
て
ま

　
　
　
　
⑥

れ
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
繊
維
産
業
資
本
は
個
人
企
業
も
し
く
は
合
名
会
社
形

態
の
家
族
企
業
と
し
て
発
足
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
成
立
し

た
繊
維
企
業
は
そ
の
後
の
発
展
に
必
要
な
資
金
を
も
、
お
も
に
企
業

内
部
の
蓄
積
に
よ
っ
て
ま
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。
企
業
が
実
現
し
た

利
潤
の
再
投
資
を
通
じ
て
経
鴬
の
拡
大
を
は
か
る
い
わ
ゆ
る
「
自
己

金
融
」
鋤
暮
。
身
ρ
ヨ
さ
。
ヨ
9
訴
の
・
万
町
は
、
　
フ
ォ
ー
ラ
ン
の
こ
と
ば

を
借
り
る
な
ら
ば
「
あ
ら
ゆ
る
家
族
事
業
の
原
則
そ
の
も
の
篇
で
あ

っ
影
踏
八
二
〇
1
三
葦
の
闘
に
内
讐
積
の
み
に
よ
っ
て
そ
の

資
本
金
を
約
七
倍
に
増
大
さ
せ
た
り
ん
の
証
じ
d
一
碧
紡
績
会

社
、
一
八
六
八
一
八
一
年
の
問
に
資
本
金
を
三
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら
七
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産業革命期における北部フランスの繊維工業（服部）

一
品
刀
フ
ラ
ン
へ
と
大
口
鴨
に
｝
楢
引
加
さ
せ
た
ア
ル
噌
、
γ
テ
ィ
瓢
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

O
o
ぢ
謁
①
簿
ピ
螢
∋
び
①
騨
織
布
会
祉
は
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
繊
維
企
業
が
こ
う
し
た
蓄
積
様
式
を
採
り
え
た
の
は
、

一
つ
に
は
高
率
の
保
護
関
税
に
よ
る
国
内
市
場
独
占
が
か
れ
ら
の
利

潤
を
高
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
他
方
、
こ
の
部
門
に
お
い
て
は

経
営
規
模
が
比
較
的
小
さ
く
、
ま
た
そ
の
漸
次
的
拡
大
が
可
能
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
藍
業
革
命
の
進
展
に
つ
れ
て
生
産

設
備
が
ま
す
ま
す
巨
大
化
し
て
く
る
と
、
企
業
の
創
設
・
拡
張
に
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
も

す
る
莫
大
な
資
金
を
家
族
的
資
本
家
溜
の
自
己
蓄
積
の
み
か
ら
ま
か

な
う
こ
と
は
盗
難
と
な
る
。
と
り
わ
け
六
〇
年
以
後
の
よ
う
に
、
外

国
産
業
の
競
争
に
よ
っ
て
急
速
な
設
備
の
拡
張
と
改
良
が
要
請
さ
れ

る
場
合
に
は
・
外
部
資
金
の
必
要
竺
履
害
せ
ざ
る
を
え
鵜
・

し
か
ら
ば
、
繊
維
企
業
は
い
か
に
し
て
そ
れ
を
調
達
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
フ
ォ
ー
ラ
ソ
は
ア
ル
ザ
ス
締
工
業
の
急
速
な
発
展
を
可
能
に
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

最
も
重
要
な
条
件
と
し
て
、
外
部
資
金
の
豊
富
さ
を
あ
げ
て
い
る
が
、

り
ー
ル
地
方
に
お
い
て
も
繊
維
工
業
企
業
の
発
展
が
さ
ま
ざ
ま
の
金

融
機
関
に
よ
っ
て
援
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
・
な
い
。
た
と
え

ば
五
八
年
の
次
の
よ
う
な
史
料
は
、
や
や
漠
然
と
で
は
あ
る
が
こ
の

点
を
明
示
し
て
い
る
。
　
『
北
部
商
業
金
魔
0
9
ω
ω
①
6
0
ヨ
影
O
匿
貯
♂

α
瓢
窯
。
鼠
「
廻
八
年
設
立
“
は
、
り
ー
ル
と
そ
の
周
辺
の
大
・
小
の
資

本
家
、
大
・
小
の
産
業
家
に
と
っ
て
有
益
な
機
関
で
あ
り
、
か
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
そ
の
援
助
〔
信
用
〕
を
当
に
す
る
習
慣
に
な
つ
だ
。
』
さ
ら
に
、
リ

ー
ル
の
勾
○
環
N
①
－
ン
幽
碧
叶
財
○
昌
ど
G
α
o
餌
｝
ぴ
。
営
倉
○
滞
く
。
綜
Φ
H
鵡
）
験
鑓
臥
臼
。
ア
ル

マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
勺
。
二
〇
プ
巴
コ
”
ノ
＜
O
¢
霧
①
二
等
の
佃
人
銀
行
業

者
と
こ
れ
ら
の
都
市
の
紡
績
・
織
布
業
者
と
の
闇
に
緊
密
な
姻
戚
闘

　
　
　
　
⑭

係
が
存
在
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
四
八
年
に
革
紐
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス

銀
行
を
は
じ
め
と
し
て
、
り
ー
ル
銀
行
〔
三
六
一
四
八
年
〕
、
リ
ー
ル

国
罠
割
引
銀
行
〔
四
八
年
設
立
〕
、
リ
ー
ル
郡
割
引
銀
行
〔
五
四
年
設
立
〕

等
の
株
式
銀
行
の
大
株
主
の
中
に
ノ
ぐ
崇
厳
誉
O
δ
三
霧
。
・
一
切
鎚
δ
β

O
窃
疑
雲
℃
μ
U
露
器
簿
。
等
、
リ
…
ル
地
方
を
代
表
す
る
多
数
の
繊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

維
産
業
面
本
家
が
名
を
つ
ら
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
繊
維
企
業

と
銀
行
と
の
密
接
な
金
融
的
結
び
つ
き
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に

ま
た
、
六
六
－
⊥
ハ
七
年
の
恐
慌
の
際
に
、
ル
；
べ
の
勺
。
一
一
簿
銀
行

を
は
じ
め
と
す
る
個
人
銀
行
の
相
次
ぐ
破
産
が
多
数
の
繊
維
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

倒
産
を
ひ
き
起
こ
し
た
と
い
う
事
実
は
、
銀
行
信
用
が
産
業
企
業
の

存
立
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証

左
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
銀
行
応
用
腔
よ
る
資
本
蓄
積

t91 （575）



に
は
大
き
な
制
約
が
あ
っ
た
、
そ
れ
は
第
一
に
、
リ
ー
ル
地
方
に
お

け
る
銀
行
の
発
達
が
繊
維
工
業
の
発
達
に
比
べ
て
時
期
的
に
か
な
妙

の
遅
れ
を
示
し
た
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
部
門
の
産
業
革

命
が
す
で
に
七
月
王
政
の
下
で
本
格
的
に
展
開
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
銀
行
組
織
が
整
備
さ
れ
て
く
る
の
は
四
八
年
以
後
、
と
り

わ
け
第
二
帝
政
期
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
前
に
は
信
用
機
…
関
と

し
て
は
、
前
述
⑳
リ
ー
ル
銀
行
と
少
数
の
小
規
摸
な
個
人
銀
行
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
に
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、

こ
の
地
方
の
銀
行
が
一
貫
し
て
、
手
形
割
引
と
種
女
の
短
期
貸
付
、

当
座
預
金
の
開
設
等
を
主
要
業
務
と
す
る
商
業
銀
行
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
産
業
企
業
に
対
す
る
直
接
投
資
や
長
期
の
信
用
授
与
は
副
次
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

な
意
「
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
投
資

金
融
を
正
親
の
業
務
の
中
に
加
え
て
六
六
年
に
設
立
さ
れ
た
門
北
部

工
業
信
用
・
預
金
株
式
会
社
」
　
（
七
一
年
以
降
「
北
部
銀
行
扁
と
改
称
）

も
、
そ
の
現
実
の
活
動
内
容
に
お
い
て
は
い
ぜ
ん
と
し
て
コ
摂
金
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

短
期
貸
付
銀
行
」
と
い
う
性
格
を
保
持
し
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の

長
期
資
金
不
足
を
補
う
亀
の
と
し
て
の
株
式
発
行
に
よ
る
資
金
調
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
圏
家
資
金
の
融
資
は
全
く
例
外
的
に
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
リ
…
ル
地
方
の
繊
維
企
業
者
が
ア
ル
ザ
ス

の
同
業
者
と
は
異
な
り
、
必
ず
し
竜
豊
蜜
な
外
部
資
金
を
獲
得
し
え

な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
故
、
好
況
期
に
は
と
電
か

く
、
企
業
の
利
潤
率
三
体
が
低
下
す
る
不
況
期
に
は
、
か
れ
ら
の
資

金
不
足
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
六
七
年
の
一
史
料
は
次
の
よ
う
に
訴
え

て
い
る
。
　
『
わ
れ
わ
れ
が
現
在
通
過
し
つ
つ
あ
る
困
難
な
時
期
に
、

わ
が
〔
り
…
ル
の
〕
工
業
家
達
は
、
必
要
が
生
ず
れ
ば
犠
牲
を
払
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

イ
ギ
リ
ス
人
ほ
ど
に
は
多
量
の
資
本
を
も
つ
て
い
な
い
の
だ
。
』

　
以
上
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
家
族
的
企
業
の
内
部
蓄
積
を
主

と
し
、
銀
行
信
用
を
従
と
す
る
繊
維
工
業
の
蓄
積
襟
式
は
、
景
気
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

動
に
対
す
る
企
業
の
対
応
を
嗣
難
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

産
の
急
速
か
つ
大
規
模
な
発
展
を
制
約
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
結
論

し
う
る
。
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会
社
形
態
の
家
族
酌
企
業
が
組
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を
変
更
し
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も
の
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あ
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場
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多
い
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ど
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メ
こ
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点
に
つ
い
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史
料
を
引
い
て
お
こ
う
。
　
飛
…
…
工
業
家
達
の
利
益
は
か
れ
ら
に
よ
っ
て
、

　
常
に
そ
の
工
業
に
使
用
さ
れ
る
。
商
人
は
か
れ
の
財
産
が
十
分
で
あ
る
と

　
思
わ
れ
る
時
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は
事
業
か
ら
手
を
引
く
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こ
れ
に
反
し
て
工
業
家
達
は
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ュ
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ァ
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す
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が
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の
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財
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の
な
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だ
。
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財
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れ
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に
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一

　
八
六
（
り
年
以
前
に
は
い
か
な
る
銀
行
も
存
在
せ
ず
、
六
〇
年
に
初
め
て
リ

　
ー
ル
の
三
つ
の
銀
行
の
支
店
が
そ
こ
に
設
立
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
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ω
①
？
ω
①
メ
こ
の
銀
行
が
産
業
企
業
に
与
え
る
信
用
は
最
大
限
六
ケ
月
を

　
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
、
五
二
年
に
設
立
さ
れ
た
動
産
信
用
銀

　
行
O
は
象
仲
銀
〇
三
＝
震
の
投
資
対
象
は
主
に
、
岡
債
・
鉄
道
・
港
湾
・

　
公
益
菓
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及
び
外
国
投
資
で
あ
っ
た
。
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⑳
　
国
家
資
金
投
下
の
例
と
し
て
は
、
六
〇
年
八
月
に
弱
小
企
業
を
貿
易
自

　
由
化
の
打
繋
か
ら
ま
も
る
た
め
に
な
さ
れ
た
竃
八
四
〇
万
フ
ラ
ン
（
内
、

　
繊
維
工
業
に
一
五
〇
〇
万
）
の
融
資
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
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⑳
　
》
讐
r
瓢
虫
‘
か
b
d
×
H
メ
誓
い
b
D
”
9
賞
ぴ
箆
こ
℃
．
心
O
ド
東
野
で
に
、

　
銀
行
の
融
資
が
大
規
摸
に
行
わ
れ
た
た
め
、
繊
維
企
業
は
こ
の
恐
慌
の
影

　
響
を
受
け
る
こ
と
が
最
も
少
な
か
っ
た
。
皆
罫
℃
℃
．
露
ω
1
昌
企
ω
O
刈
－
ω
O
㊤
・

⑳
　
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
蓄
積
様
式
に
よ
っ
て
は
、
好
況
期
に
需
要
の
増
大

　
に
慈
じ
て
速
か
に
生
産
設
備
の
拡
張
を
行
い
、
ま
た
不
況
期
に
は
設
傭
改

　
良
と
運
転
資
金
の
拡
充
を
通
じ
て
で
き
る
限
り
従
｛
米
の
漏
壷
規
模
を
維
持

　
し
な
が
ら
、
企
業
の
存
続
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
と

　
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
二
　
生
産
手
段
の
供
給
　
　
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
　
「
フ
ラ
ン
ス
の

工
業
的
可
能
性
の
最
も
重
要
な
決
定
因
子
は
燃
料
を
含
む
工
業
原
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
供
給
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
　
フ
ラ
ン
ス
に
は
工
業
原
料
が
き

わ
め
て
乏
し
か
っ
た
の
で
、
　
一
八
七
〇
…
二
九
一
四
年
の
間
、
そ
の

輸
入
が
総
輸
入
額
の
約
六
〇
％
を
し
め
、
工
業
翻
心
の
輸
出
額
を
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

五
－
銀
○
％
上
廻
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
そ
れ
以
前
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
つ
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
認
め
ら
れ
る
。
次
に
リ
ー
ル
地
方
の

繊
維
工
業
を
中
心
に
、
原
料
お
よ
び
機
械
の
供
給
状
況
を
概
観
し
よ

う
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
繊
維
原
料
に
つ
い
て
み
る
と
、
綿
花
は
す
．
へ
て
輸
入
に
よ
っ

て
お
り
、
一
八
二
〇
一
五
〇
年
頃
に
は
総
心
入
蚤
の
五
五
一
七
八
％

が
、
六
〇
年
に
は
そ
の
実
に
九
三
％
（
一
一
・
四
万
ト
ン
）
ま
で
が
合

棄
国
か
ら
分
綿
花
に
よ
っ
て
占
み
ケ
れ
て
い
奄
し
が
し
．
南
北
戦

争
勃
発
に
起
因
す
る
綿
花
飢
館
の
の
ち
に
ぱ
ア
メ
リ
カ
綿
の
輸
入
は

大
幅
に
減
少
し
、
代
わ
っ
て
イ
ン
ド
、
エ
ジ
プ
ト
綿
の
比
重
が
増
大

　
　
　
　
⑤

す
る
。
羊
毛
は
五
工
年
に
は
消
費
量
の
約
三
分
の
二
が
国
産
晶
で
占

め
ら
れ
て
い
た
が
、
時
と
と
も
に
輪
入
羊
毛
の
比
重
が
増
大
し
、
六

八
年
に
は
全
体
の
約
四
分
の
三
（
二
男
ト
ン
）
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

と
く
に
ル
…
べ
を
中
心
と
す
る
北
部
で
は
、
世
紀
の
前
半
に
お
い
て

も
オ
ラ
ン
ダ
産
羊
毛
が
お
も
に
使
用
さ
れ
、
五
〇
年
代
に
な
る
と
近
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ラ
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オ
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リ
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が
新
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要
な
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給
地
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な
る
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の
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事
情
は
ほ

一
は
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＋
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に
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嬰
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上
一
か
國
回
産
口
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に
．
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っ
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ま
か
な
わ
れ
て
い
た
が
、
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一
二
年
一
以
降
ベ
ル
ギ
ー
、
つ
い

で
ロ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
が
急
増
し
、
六
七
年
に
は
輸
入
量
（
三
七
五

〇
〇
ト
ン
）
が
国
内
生
産
蚤
を
凌
駕
す
る
に
至
る
。

　
こ
の
よ
う
に
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維
原
料
に
関
し
て
は
全
体
と
し
て
輸
入
依
存
度
が

か
な
り
高
く
、
し
か
も
そ
の
度
合
は
産
業
革
命
の
進
展
跨
原
料
需
要

の
増
大
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ

で
こ
れ
ら
の
輸
入
原
料
の
う
ち
綿
花
と
羊
毛
と
は
、
一
つ
に
は
そ
の

煽
工
中
心
（
り
ー
ル
、
ル
ー
ペ
等
）
が
輸
入
港
ハ
ル
。
ア
ー
ヴ
ル
、
マ
ル
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産業革命期にお捗る北部フランスの繊維工業（1蝦部）

セ
イ
ユ
）
か
ら
遠
く
へ
だ
た
っ
て
い
た
た
め
に
、
ま
た
他
方
、
そ
れ

ら
が
遠
方
の
摺
讃
国
か
ら
、
し
か
も
多
く
は
群
ソ
ド
ソ
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー

ル
と
い
う
大
仲
継
市
場
を
経
由
し
て
輸
入
さ
れ
た
た
め
に
、
陸
上
お

よ
び
海
上
の
運
賃
に
よ
っ
て
そ
の
価
格
が
著
し
く
高
め
ち
れ
る
こ
と

　
　
　
⑦

と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
燃
料
と
し
て
の
石
炭
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
石
炭
需
要
を
国
内
で
み
た
し
え
ず
、
三
〇
年

に
は
総
消
費
の
二
五
％
、
五
七
年
に
は
そ
の
四
五
％
を
イ
ギ
リ
ス
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ド
イ
ツ
等
か
ら
の
輪
入
港
に
よ
っ
て
ま
か
な
っ
て
い
た
。
し
か
る
に

北
部
の
場
合
に
は
、
か
の
独
占
的
潜
炭
企
業
ア
ソ
ザ
ソ
会
社
の
要
求

に
よ
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
炭
の
輸
入
に
対
し
通
常
税
率
の
三
倍
に
上
る
高

率
関
税
が
課
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
石
炭
の
豊
窟
か
つ
安
価
な
供
給
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

少
な
か
ら
ず
阻
害
さ
れ
た
。
四
〇
一
五
〇
年
に
お
け
る
新
炭
鉱
の
開
，

発
の
結
果
、
こ
の
地
方
の
採
炭
量
は
し
だ
い
に
増
加
し
、
石
炭
価
格

は
下
・
落
の
方
’
同
を
た
ど
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

べ
れ
ば
約
一
・
五
一
二
倍
の
高
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
急
流
の
乏

し
い
北
部
で
は
ア
ル
ザ
ス
や
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
と
は
異
な
っ
て
水
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

動
力
源
と
し
て
利
用
し
え
ず
、
専
ら
蒸
気
力
に
傾
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
か
ら
、
繊
維
企
業
の
負
担
は
一
層
重
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
と
く
に
北
部
の
繊
維
工
業
は
原
料

価
格
の
面
で
イ
ギ
リ
ス
の
同
種
産
業
に
対
し
て
明
ら
か
に
不
利
な
立

場
に
お
か
れ
て
い
た
。
同
様
の
事
情
は
機
械
に
つ
い
て
も
手
取
さ
れ

る
。
周
知
の
よ
う
に
繊
維
工
業
に
使
用
さ
れ
た
種
々
の
機
械
は
、
最

初
は
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
か
ら
多
大
の
費
用
を
払
っ
て
密
輸
入
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
い
で
そ
の
輸
入
機
械
を
モ
デ
ル
に
国
産
化
が
す
す
め
ら
れ
た
。
三

五
年
に
リ
ー
ル
の
紡
績
業
者
ω
葭
ぞ
①
ピ
筈
げ
。
ら
に
よ
っ
て
導
入

さ
れ
た
「
ジ
ラ
ー
ル
紡
績
機
」
は
そ
の
著
名
な
例
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
イ
ギ
リ
ス
で
の
約
二
倍
の
高
価
格
で
フ
ラ
ン
ス
の
耳
管
業
者
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
入
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
四
二
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の

…
機
械
輸
鵬
解
禁
と
、
他
方
国
内
の
機
械
製
造
業
の
発
達
に
と
も
な
っ

て
、
機
械
価
格
は
し
だ
い
に
引
下
げ
ら
れ
て
い
く
。
い
ま
リ
ー
ル
地

方
に
つ
い
て
若
干
の
指
標
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
蒸
気
機
関
ご
馬
力
当

り
の
費
用
は
二
九
年
の
二
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
か
ら
六
〇
年
に
は
六
五
〇

フ
ラ
ン
に
、
綿
紡
錘
一
個
当
り
の
設
早
撃
は
二
九
年
の
三
〇
フ
ラ
ン

か
ら
四
八
年
に
は
二
〇
フ
ラ
ン
に
、
亜
麻
紡
錘
の
そ
れ
は
四
二
年
の

四
五
〇
フ
ラ
ン
か
ら
数
年
後
に
は
一
四
〇
フ
ラ
ン
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
低

　
　
　
　
　
　
⑭

．
T
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
前
章
で
の
べ
た
四
〇
年
以
降
に
お
け
る
リ

…
ル
亜
麻
紡
績
業
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
は
、
パ
リ
の
○
窪
O
簿
費
や
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ア
ル
ザ
ス
の
機
械
製
造
業
者
の
手
に
な
る
国
産
紡
績
機
の
普
及
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
・
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

八
二
〇
一
二
二
年
の
関
税
法
以
来
、
外
国
か
ら
の
鉄
と
鋼
に
対
し
て

価
格
の
一
二
〇
％
に
も
達
す
る
禁
止
的
関
税
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
製
機
械
の
価
格
を
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
に
比
し
て
は
る
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

高
い
も
の
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
機
械
の
高
価
格
が
前

述
の
ご
と
き
原
料
の
高
価
格
と
あ
い
ま
っ
て
、
繊
維
企
業
の
資
金
負

担
を
増
大
せ
し
め
つ
つ
、
そ
の
技
術
的
変
革
（
機
械
設
備
の
汐
入
と
改

良
）
の
テ
ン
ポ
を
相
対
的
に
緩
慢
に
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

④
②
　
O
簿
ヨ
費
o
P
　
国
0
9
6
ヨ
8
　
0
同
。
≠
．
昏
↓
　
㎏
o
霞
諺
巴
。
｛
諸
○
自
巽
目

　
頃
貯
容
疑
’
！
δ
r
ω
ρ
℃
’
メ
ド
イ
ツ
で
は
工
業
原
料
の
輸
入
は
総
輸
入
額

　
の
五
〇
％
以
下
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
四
〇
％
以
下
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ド
イ

　
ツ
で
は
エ
業
輸
出
額
に
ほ
ぼ
等
し
く
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
の
四
分
の
竃
に

　
す
ぎ
な
い
。

③
鎌
9
男
窮
琴
①
零
ユ
夢
。
爵
8
p
．
O
①
〈
露
。
づ
管
Φ
暮
3
ワ
ぱ
“
メ
ン
デ

　
リ
ソ
ン
・
晶
閲
二
号
掴
。
鮪
弟
悶
〔
分
総
門
一
四
山
パ
ー
一
二
五
七
頁
に
掲
一
げ
ら
れ
義
κ
輪
期
鵠

　
入
統
計
参
照
。

④
哨
〇
三
。
戸
ピ
．
ヨ
〔
ぎ
。
。
芭
Φ
竃
×
艶
ρ
唱
℃
」
ミ
鳥
卜
。
P
も
。
。
。
令
鱒
。
。
メ
。
。
㎝
。
。
㌧

　
Q
o
留
1
ω
忠
、
心
乱
卜
○
・

⑤
薫
ρ
℃
ワ
δ
日
山
。
。
ρ
ω
①
蒔
－
毬
ρ
8
二
図
。
・
の
忌
。
。
ω
①
儒
．
琶
Φ
伽
く
9
午

　
¢
3
＝
で
ワ
8
ム
O
ρ
出
弐
心
。
話
。
戸
。
℃
◆
ユ
梓
；
フ
峯
q
。
・

⑥
（
圃
p
じ
、
ぎ
含
琢
識
①
さ
暮
ま
．
℃
℃
℃
曜
罷
ω
占
G
。
餅
ω
O
？
ω
⑦
。
。
一
じ
9
羅
び
④
吋
ヶ

　
O
ρ
蕊
①
蕪
ρ
ρ
9
露
ρ
自
Φ
ω
騰
ρ
旨
一
黙
。
。
ゆ
‘
℃
◎
心
①
①
■
亜
麻
の
場
合
に
は
他
の

　
二
部
門
と
は
異
な
り
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
織
糸
に
関
し
て
も
外
困
か
ら

　
の
輪
入
に
大
寄
に
依
存
し
て
い
た
。
　
o
』
■
び
ρ
器
¢
護
や
。
や
9
f
唱
’
漣
ω
．

⑦
男
〇
三
士
、
5
、
言
曾
。
。
豊
。
仲
負
艶
ρ
℃
℃
し
ω
O
I
お
封
お
メ
お
。
。
5
●
ま
軍

　
ω
①
朝
一
ω
①
①
e
　
ち
な
み
に
、
　
ロ
シ
ア
産
の
亜
麻
は
少
な
く
と
も
六
〇
年
・
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
ダ
ン
ケ
ル
ク
港
経
由
で
輸
入
さ
れ
た
か
ら
、
運
賃
は
稽

　
ヘ
　
　
　
へ

　
対
的
に
安
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
ピ
p
ウ
営
げ
。
同
学
d
讐
屡
Φ
茸
ρ
ρ
鶉
①
で

　
ρ
琴
ω
貯
ヨ
田
。
も
。
．
▼
ワ
ま
O
「

⑧
O
雪
ざ
8
論
告
8
圃
6
掃
ゑ
。
O
吋
虫
く
芸
‘
｝
）
や
刈
－
○
。
「

⑨
ぴ
器
。
。
①
コ
ρ
o
Ψ
蔓
ポ
℃
℃
．
。
。
。
。
1
ω
餅
即
ち
、
逓
常
は
百
キ
ロ
に
つ
き

　
一
一
サ
ン
チ
ー
ム
の
関
馴
枇
が
、
こ
の
ム
ム
社
の
販
齋
冗
際
囲
で
は
三
一
ニ
サ
ン
チ
ー

　
ム
に
引
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
無
』
玄
（
ご
幽
）
・
H
り
ω
．

⑩
量
ρ
℃
．
お
ご
甥
。
三
。
戸
ピ
．
ぎ
含
。
。
＃
8
挫
乙
案
p
署
幽
卜
⊃
卜
。
倉
貿
ρ

　
麟
①
コ
儒
O
塗
O
戸
O
℃
・
鼠
け
ご
唱
℃
■
μ
㎝
団
占
α
Q
◎
．
」
・
ダ
ン
セ
ッ
ト
の
計
算
に

　
よ
れ
ば
、
　
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ン
当
り
炭
価
烈
○
フ
ラ
ン
に
対
し
て
、
　
北
部

　
で
は
一
五
一
二
〇
フ
ラ
ン
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
で
は
二
六
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た

　
（
ρ
蛋
0
5
蓉
も
・
日
露
凶
＝
霧
●
曜
や
鼻
圃
り
）
。

⑪
男
。
乙
Φ
コ
ー
い
．
ヨ
含
ω
三
。
叶
雰
艶
p
唱
■
嬉
戯
「
い
餌
ヨ
σ
醇
酔
6
雲
器
簿
ρ

　
ρ
き
5
属
塁
3
ヨ
三
Φ
。
。
．
－
℃
。
δ
・

⑫
頃
〇
三
2
甲
い
、
ぎ
曾
。
。
曽
冨
梓
賃
苞
。
2
℃
℃
■
卜
。
b
。
？
躇
ご
○
田
p
o
で
・
。
律
・
”

　
唱
・
。
。
。
。
あ
り
二
）
話
冨
β
o
ワ
。
霊
甲
℃
ワ
鱒
ミ
も
器
一
鵠
。
監
○
諺
§
層
8
．

　
9
路
℃
ワ
δ
O
占
O
ピ
機
械
工
業
は
北
部
で
も
し
だ
い
に
発
達
し
た
が
、
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産業革命期における北部フランスの繊維工業（服部）

　
そ
こ
で
は
ア
ル
ザ
ス
と
は
異
な
っ
て
、
繊
…
維
企
業
が
機
械
…
製
造
業
を
兼
営

　
し
た
例
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。

⑬
　
い
器
。
・
¢
疑
ρ
o
や
a
叶
‘
や
b
。
⑦
’

⑭
　
筐
偽
‘
唱
』
伊
昏
。
。
。
鴇
け
2
諺
げ
①
諄
6
窪
。
。
⑦
雰
ρ
ρ
器
5
煽
g
h
ρ
ヨ
竈
＄
ご

　
℃
ワ
ω
。
。
。
。
凸
Q
。
P
。
。
㊤
ω
－
ω
㊤
♪
ω
⑩
ρ
き
ピ

⑮
筐
飢
‘
℃
．
ω
8
「
三
九
年
に
リ
ー
ル
で
重
三
さ
れ
て
い
た
ジ
ラ
ー
ル
紡

　
績
機
は
殆
ど
全
て
圏
産
贔
で
あ
っ
た
が
、
蒸
気
機
畷
と
伝
導
装
置
は
四
〇

　
年
代
に
お
い
て
も
主
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
輸
入
に
依
存
し
て
い
た
。

　
8
藁
”
℃
。
回
慰
戸
α
　
い
霧
ω
Φ
同
陀
ρ
8
．
9
f
℃
㌦
ま
．

⑯
び
斜
ヨ
げ
¢
洋
6
窪
ω
①
暮
ρ
ρ
＝
‘
・
5
壽
ω
㌶
ヨ
ヨ
Φ
ω
‘
℃
．
隠
O
㎝
鐸
ω
。
。
一

　
ピ
ρ
ω
。
。
O
霞
ρ
O
℃
●
o
刷
仲
‘
甥
・
ω
Q
。
．
　
こ
の
高
率
鉄
関
税
は
五
一
二
一
五
六
年
頃

　
ま
で
存
続
す
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
安
価
な
鉄
・
鋼
の
輸
入
が
必
要
で

　
あ
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
鉄
鋼
業
が
増
大
す
る
国
内
需
要
を
み
た
し
え
な

　
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
生
産
価
格
の
点
で
も
、
原
料
炭
の
高
価
絡
と
製
鉄

　
技
術
の
低
位
と
の
故
に
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
三
　
労
働
力
の
存
在
形
態
　
ジ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
よ
う
な
特
徴
的
な
形
で
の
大
工
業
の
出
現
を
遅
ら
せ

た
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
　
「
豊
富
な
、
集
中
さ
れ
た
労
働
力
」
を
獲

得
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
あ
げ
た
後
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
「
さ
ら

に
、
繊
維
工
業
が
集
中
と
い
う
技
術
段
階
を
求
め
る
こ
と
が
少
な
い

の
樵
、
ま
さ
に
工
業
活
動
が
農
業
活
動
の
一
個
の
補
充
で
あ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
労
働
力
を
、
繊
維
工
業
が
自
由
に
で
き
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
」

す
な
わ
ち
、
か

れ
に
お
い
て
は
、

農
村
の
謝
業
的

労
働
力
の
豊
富

な
存
在
こ
そ
が

繊
維
工
業
の
分

散
的
生
産
体
制

を
さ
さ
え
、
そ

の
工
場
集
中
を

抑
止
し
た
と
さ

れ
る
わ
け
で
あ

る
。
以
下
リ
ー

ル
地
方
に
つ
い

て
ジ
ル
の
見
解

の
当
否
を
検
討

し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
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㊦

a
（
9

4
の

位
σ

　
）1
2
a
8

　
（

5．7

（86）

5．3

（79）

ワ
「
C
O

．
Q
O

5
「
（

265．6

（79）

VallCe　de　la　H一．　ute－

1）e自le（3コミューヌ）

29．3

（66）

59．0

（64）
M61antois　et　Carem－
bault　（4こzミ　コ」一ヌ）

　
）3
0

ワ
に
り
0
（

1
騎

3
，
⑱

　
）0
4

臥
9

　
（

37．5

（88）

54．1

（85）

P6vdle
　　　（7コミューヌ）

（　）内は自小作を含めて慮作経営者の％を示す。

　
　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
り
ー
ル
地
方
の
農
畏
層
分
解
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

状
態
を
表
示
す
れ
ば
、
第
6
蓑
の
通
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
地
域
に

お
い
て
竜
五
i
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
の
中
農
層
を
基
軸
と
し
て
明
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確
な
両
極
分
解
の
進
行
が
み
ら
れ
る
が
、
三
毛
す
べ
き
こ
と
は
、

二
・
五
（
自
作
の
場
合
）
な
い
し
五
（
小
作
の
場
合
）
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い

う
独
立
自
営
の
限
界
規
模
に
達
し
な
い
零
細
経
営
農
が
き
わ
め
て
大

量
に
析
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
彪
大
な
過
小
農
事
は
農

業
に
お
け
る
賃
労
働
と
と
も
に
何
ら
か
の
形
で
の
工
業
労
働
に
よ
っ

て
生
計
を
補
充
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
大
革
命
以
前
か
ら
綿

と
亜
麻
の
紡
績
業
、
亜
麻
同
業
、
硫
毛
糸
紡
績
業
等
が
お
屯
に
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

工
業
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
の
地
方
で
は
、
農
民
経
営
内
部
に
お

け
る
農
工
の
結
合
は
い
わ
ば
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
世

紀
末
以
来
の
ジ
ェ
ニ
ー
紡
績
機
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
農
村
紡
績
業

は
ひ
と
き
わ
展
開
を
示
し
、
ま
た
一
九
世
紀
初
頭
以
来
、
と
く
に
三

〇
1
四
〇
年
頃
か
ら
の
紡
績
工
程
の
機
械
化
舞
織
糸
生
産
の
増
大
と

飛
将
の
導
入
の
結
果
、
農
村
織
布
業
が
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
る
・

　
　
　
　
　
④

こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
過
程
と
並
行
し
て
、
ロ
シ
ア
麓
亜
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
輪
入
増
加
に
と
も
な
う
亜
麻
栽
培
の
減
少
、
織
糸
の
生
産
一
販
売

の
集
中
化
の
た
め
に
、
農
罵
の
自
家
用
手
工
業
と
独
立
小
虚
業
が
し

だ
い
に
破
壊
さ
れ
、
問
屋
制
家
内
労
働
が
拡
延
し
て
い
っ
た
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
七
〇
年
頃
ま
で
、
農
村
の
半
農
半
国
の
生
産
者
層
が

繊
維
工
業
労
働
力
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
い

　
　
　
　
　
　
④

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
九
世
紀
中
葉
の
繊
維
工
業
労
働
者
は
も
ち
ろ
ん
農
村

の
半
農
半
期
の
職
人
層
（
独
立
小
営
業
鷹
と
資
銀
器
家
内
労
働
奢
）
に
つ

き
る
屯
の
で
は
な
く
、
都
市
の
ヤ
ユ
ユ
フ
　
ノ
ク
チ
ャ
労
働
者
、
と
く

に
工
場
労
働
者
の
し
め
る
比
重
が
ま
す
ま
す
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
リ
ー
ル
と
そ
の
近
郊
で
は
、
三
五
年
に
銀
五
〇
〇
人
に
す

ぎ
な
か
っ
た
亜
麻
紡
績
業
労
働
者
が
四
八
年
に
は
一
〇
－
ご
一
〇
〇

〇
人
に
、
ま
た
三
四
年
に
三
八
O
O
人
で
あ
っ
た
綿
紡
糸
・
撚
糸
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
四
八
年
に
は
約
一
五
〇
〇
〇
人
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
ル
ー
ペ
の
人
口
が
三
一
…
五
一
年
の
間
に
一
八
一

八
七
人
か
ら
三
四
六
九
八
人
に
、
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
人
口
が

五
一
…
七
三
年
の
間
に
八
八
四
〇
人
か
ら
一
九
〇
五
五
人
へ
と
い
ず

れ
も
激
増
を
み
・
せ
た
の
は
、
、
前
者
は
紡
毛
工
お
よ
び
毛
織
物
工
の
、

後
者
は
亜
麻
織
物
工
の
都
市
（
ア
ト
リ
エ
ま
た
は
工
場
へ
の
）
集
中
に

　
　
　
　
　
　
　
⑧

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
布
工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
出
自

を
い
ま
少
し
詳
し
く
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
四
つ
に
大
盛
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
大
工
業
の
競
争
を
受
け
て
没
落
し
た
独
立

小
営
業
者
層
℃
簿
騨
溶
断
3
㌶
、
第
二
に
主
と
し
て
リ
ー
ル
地
方

の
農
村
部
の
、
時
に
は
よ
り
北
方
の
ア
ズ
ブ
ル
ー
ク
郡
の
問
屋
制
家

98　（582）
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騨
内
労
働
者
貯
貧
、
が
岸
三
。
霞
ω
》
9
困
三
。
峯
。
、
第
三
に
専
業
農
民
屠
と

　
そ
の
子
女
、
第
四
に
｝
八
一
五
年
ご
ろ
に
始
ま
る
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
の

　
移
民
労
働
老
で
あ
り
、
こ
の
最
後
の
も
の
は
五
一
年
に
リ
ー
ル
郡
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
け
で
五
四
〇
〇
〇
人
の
多
数
に
上
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
み
て
も
、

　
既
に
世
紀
の
半
ば
に
お
い
て
り
ー
ル
繊
維
工
業
が
そ
の
労
働
力
需
要

　
を
こ
の
地
方
内
だ
け
で
は
充
た
し
え
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

　
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
で
は
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
存
在
形
態
は
こ
の
地
方
の
繊
維
工
業

　
の
…
発
展
構
造
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の

　
よ
う
な
農
業
籍
土
地
と
結
合
し
た
豊
富
な
過
剰
労
働
力
の
存
在
は
、

　
た
し
か
に
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
段
階
に
お
け
る
繊
維
工
業

　
繁
栄
の
基
盤
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ル
ー
ペ
毛
織
物
業
や
ア
ル
マ
ソ
テ

　
ィ
エ
！
ル
亜
麻
織
物
業
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
問
歴
織
元

　
（
器
σ
Q
8
一
竃
ξ
3
9
＄
昌
邑
に
対
し
て
低
廉
な
労
働
力
を
提
供
す
る

　
と
と
も
に
、
他
方
そ
れ
を
通
じ
て
都
市
ア
ト
リ
エ
労
働
者
の
賃
金
水

　
準
を
も
圧
し
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
織
元
層
の
資
本
蓄
積
を
署
し

　
く
容
易
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
〇
年
頃
に
始
ま
る
こ
れ
ら

　
問
屋
織
元
の
近
代
的
工
場
主
へ
の
推
転
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
低

　
賃
金
労
働
力
の
搾
取
を
通
じ
て
の
蓄
積
資
金
を
基
に
し
て
行
わ
れ
た

gg　7表　Lilie労働者の田賃金の変動（フラン）

颪翻1・835年1・8・7年釧・8・・弾唄 1856年

li紡糸エ！2，50－3 2，25－3 2－2，55
1　3－4

3－4

1，75－1，85

1，75－1，85

1，75

2－2．55
　　　’

2，25－3

0，75－1，50

2－2．55
　　　’

1－1，40

1－1．40
　　　’

O，75－／，50

2．25－3
　’

2，50－3

1－1．50
　　　’

O，70－1

1，40－1，75

0，75－1，50

1，50

2，50－3，50

1－1．25
　　　’

綿紡糸工

綿撚糸工

綿織工
勘G工
紡毛女工
亜麻紡女工

璽麻織工

　
　
　
　
⑩

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

小
土
地
所
有
農
を
中
核
と
す
る

彪
大
な
零
細
経
営
農
民
の
存
在
．

は
、
一
方
に
お
い
て
か
れ
ら
の

家
内
労
働
に
依
拠
す
る
問
量
織

元
の
工
場
制
移
行
の
テ
ン
ポ
を

緩
慢
な
ら
し
め
る
と
三
時
に
、

他
方
五
〇
、
六
〇
年
代
の
ご
と

き
繊
維
工
業
の
飛
躍
的
発
展
期

に
は
、
工
場
綱
生
産
に
必
要
な

自
由
な
労
働
力
の
供
給
を
制
限

　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
＠

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
7
表

に
み
る
よ
う
に
、
四
九
年
ま
で

全
体
と
し
て
下
落
の
方
向
を
た

ど
っ
て
き
た
繊
維
工
業
労
働
者

の
賃
金
が
五
六
年
に
な
る
と
一
転
し
て
顕
著
な
上
昇
を
嚇
し
て
い
る

こ
と
は
、
そ
う
し
た
労
働
力
供
給
の
不
足
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
羊
毛
・
亜
麻
両
工
業
が
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と

げ
た
六
ニ
ー
六
六
年
に
は
、
労
働
力
の
不
足
と
高
騰
を
訴
え
る
工
場
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⑱

主
の
声
が
至
る
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ
た
。
六
二
年
の
一
史
料
は
こ

、
う
語
っ
て
い
る
。
　
『
：
：
：
（
休
業
し
た
綿
）
紡
績
工
場
か
ら
解
…
羅
さ
れ

た
人
々
は
、
…
…
機
械
織
布
工
場
に
容
易
に
仕
事
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
…
…
。
働
く
こ
と
を
望
む
者
は
だ
れ
で
も
働
く
こ
と
が
で

き
る
。
と
い
う
の
も
、
、
黛
下
ル
…
べ
に
は
ま
だ
多
数
の
織
布
工
が
不

足
し
て
い
る
か
ら
だ
。
』
し
か
も
、
こ
う
し
た
労
働
力
需
要
は
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

労
働
者
の
都
市
移
動
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
よ
り
多
く
ベ
ル
ギ
ー
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
既
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
み
て
く
る
な
ら
ば
、
り
ー
ル
地
方
の
労
働
力
事
情
も
ま
た
繊

維
産
業
資
本
の
急
速
か
つ
大
規
模
な
発
展
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
以
上
の

考
察
を
市
場
構
造
の
観
点
か
ら
総
括
し
て
章
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
ょ

・
つ
。①

　
9
麟
ρ
o
や
a
陸
」
コ
）
■
。
。
⑩
r
き
．

②
　
ρ
び
臥
。
σ
護
P
ぴ
Φ
ω
℃
3
、
。
。
§
。
。
〔
ご
窯
〇
三
二
竃
§
二
ρ
男
曾
。
営
ユ
。
昌

　
貯
憲
喩
霧
ρ
お
b
。
《
℃
璽
り
紹
よ
り
作
成
。
な
お
こ
の
他
に
、
総
戸
数
の
一

　
〇
一
二
〇
％
に
達
す
る
無
経
営
晒
蝋
が
存
在
し
た
。
　
”
び
答
ご
℃
e
心
α
．

③
皆
軍
も
や
』
。
。
蔭
も
。
。
9
ぴ
鐙
出
σ
⑦
巴
？
○
§
。
。
象
貫
の
g
δ
漏
①
ω
㌶
ヨ
籠
○
切
‘

　
毛
■
。
。
9
記
紀
．
嵩
．

④
　
前
出
七
五
、
七
七
百
ハ
の
叙
述
を
参
照
。
　
一
八
〇
一
年
に
ジ
ー
ル
郡
だ
け

　
　
で
五
七
の
村
が
綿
紡
績
に
従
製
し
て
お
り
、
二
五
六
一
台
目
ジ
ェ
ニ
ー
機

　
と
六
三
鷹
台
の
手
紡
車
が
導
灯
さ
れ
て
い
た
。
　
凶
σ
陣
（
ダ
㌻
窃
ト
っ
鼻
①
り
●

⑤
い
器
ω
。
堤
9
。
ワ
a
¢
二
彰
る
？
ω
O
．

⑥
一
九
世
紀
中
葉
に
つ
い
て
は
土
地
所
有
・
経
営
の
分
布
を
統
計
的
に
明

　
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
一
八
〇
四
…
五
一
年
の
聞
に
り
ー
ル
郡
の
褒
工
兼

　
営
村
落
の
人
口
が
一
定
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
多
少
と
も
増
加
し
て
い
る

　
こ
と
か
ら
み
る
と
、
第
6
表
に
示
し
た
農
業
構
造
に
顕
著
な
変
化
が
あ
っ

　
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
い
帥
。
。
切
。
護
ρ
o
℃
．
o
搾
．
’
一
）
唱
◎
圃
①
一
刈
刈
．

⑦
3
ζ
讐
唱
．
ぱ
側

⑧
3
答
’
℃
ワ
課
為
穿
ピ
”
ヨ
び
⑦
同
↑
O
ρ
器
。
窪
ρ
ρ
き
5
器
ω
鴎
曽
ヨ
ヨ
霧
‘

　
℃
や
圃
ρ
謬
野
H
P

⑨
§
ρ
ワ
。
。
一
鐸
揮
や
Q
。
卜
。
コ
噸
一
9
ぴ
霧
ω
。
q
ρ
o
唱
．
9
け
ご
℃
ワ

　
刈
G
η
I
M
メ
環
9
　
か
か
る
移
民
の
流
入
は
ベ
ル
ギ
ー
経
済
が
危
機
に
み
ま
わ

　
れ
る
毎
に
増
加
す
る
。
か
れ
ら
は
最
下
厨
階
級
の
鵡
身
で
、
極
度
の
砥
賃

　
金
に
も
酎
え
え
た
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
労
働
藩
は
そ
の
競
争
に
苦
し
む
こ

　
と
と
な
っ
た
。
還
幸
℃
℃
‘
霞
望
目
S

⑩
　
前
出
八
四
－
八
五
頁
の
叙
述
参
照
。

⑪
　
農
村
か
ら
の
人
口
流
出
（
O
捌
O
（
一
Ω
　
噌
β
肖
①
一
）
が
緩
慢
で
あ
っ
た
の
は
、

　
一
つ
に
は
ほ
ぼ
一
八
　
五
一
六
〇
年
の
間
農
産
物
輸
入
関
税
に
よ
っ
て
、

・
小
縫
経
営
に
対
し
て
も
比
較
的
安
定
し
た
収
益
が
保
障
さ
れ
て
い
た
か
ら

　
で
あ
り
ハ
ま
た
二
つ
に
は
、
主
要
繊
維
部
門
以
外
に
も
こ
の
頃
大
い
に
発

　
寒
し
た
製
糖
業
や
、
製
漁
業
・
バ
チ
ス
ト
そ
の
他
の
特
殊
織
物
の
製
造
等

　
が
、
多
数
の
擬
畏
に
就
業
の
機
会
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
σ
質
コ
ザ
ρ
ヨ
’

　
○
℃
．
9
f
竈
し
。
。
O
占
。
。
。
。
旧
び
9
・
・
ω
。
羅
ρ
o
℃
・
鼠
f
署
噸
ミ
ー
刈
。
。
・

⑫
三
島
ご
℃
」
自
よ
り
作
成
。
部
門
別
挑
み
る
と
、
羊
毛
・
綿
・
亜
麻
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産業革命期における北部フランスの繊維工業（服部）

　
の
顧
で
賃
金
は
低
く
な
る
が
、
こ
の
亜
麻
工
業
労
働
力
で
す
ら
も
イ
ギ
リ

　
ス
繊
維
工
業
労
働
力
に
比
べ
れ
ば
二
八
％
高
価
で
あ
っ
た
（
七
三
年
）
。

　
8
写
、
や
一
〇
〇
。
1
δ
ρ
二
冷
い
欝
ヨ
σ
2
中
O
導
。
。
o
算
ρ
ρ
g
一
澹
。
。
。
鍵
ヨ
㌣

　
ド
。
㏄
‘
勺
．
禽
ω
嶺
レ
9

⑬
鳴
〇
三
。
p
ぴ
、
貯
巳
。
・
霞
δ
8
碁
ぎ
．
噌
℃
や
。
。
b
っ
罷
ω
詑
”
ω
潟
O
占
＆
●

⑭
　
臣
昏
劉
α
8
．
窯
。
巳
り
①
α
。
。
鑑
。
。
ρ
o
霊
8
罪
噌
ワ
。
。
S
．

⑮
8
罫
”
℃
や
。
。
卜
。
封
ω
』
噂
六
四
年
に
は
ル
ー
ペ
に
六
三
〇
〇
人
の
ベ
ル

　
ギ
ー
人
が
移
佐
し
て
い
る
。

四
布
場
構
造
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
の
市
場
講
造
は
一
九
世
紀

中
葉
を
画
期
と
し
て
か
な
り
根
本
的
な
転
換
を
と
げ
る
。
そ
の
主
要

な
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
つ
は
四
〇
年
代
以
降
の
鉄
道
網
の
発
達

で
あ
り
、
他
は
六
〇
年
一
月
の
英
仏
通
商
条
約
締
結
に
は
じ
ま
る
自

由
貿
易
政
策
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
「
大
陸
制
度
」
以
来
の
伝
統
的
保
護
関
税
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

下
に
あ
っ
て
、
繊
維
工
業
は
国
内
市
場
を
事
実
上
独
占
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
国
内
市
場
は
、
交
通
手
段
の
未
発
達
な
一
九
世
紀
前

半
に
お
い
て
は
未
だ
全
国
的
に
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
た
価
格
組
織
を
も
つ
い
く
つ
か
の
封
鎖
的
市
場
圏
に
分
割
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
分
散
的
な
国
内
市
場
は
、
農
民
的

小
営
業
な
い
し
自
給
用
手
工
業
の
広
汎
な
残
存
と
都
市
人
口
の
増
加

　
　
　
②

の
緩
慢
さ
と
の
故
に
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
狭
隙
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
重
要
な
販
路
を
農
村
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
所
か
ら
、
農
産
物
価

格
の
変
動
に
よ
っ
て
売
行
き
が
つ
よ
く
左
右
さ
れ
る
と
い
う
不
安
定

　
　
　
　
　
　
　
　
③

性
を
も
包
蔵
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
は
リ
ー
ル
地
方
屯
け
っ
し
て
例

外
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
製
品
の
一
部
は
り
ー
ル
や
ル
ー
ペ
の
卸

売
商
人
ま
た
は
仲
介
業
者
の
手
を
通
じ
て
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
そ
の
他
の

遠
隔
地
に
輸
繊
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
よ
り
多
く
の
部
分
は
生
産

者
た
る
独
立
小
織
元
や
富
裕
な
織
元
に
よ
っ
て
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー

ル
や
農
村
工
業
町
の
定
期
市
h
o
搾
。
ω
に
も
た
ら
さ
れ
、
局
地
内
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
は
隣
接
地
域
の
消
費
老
に
販
売
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
そ
う
し
た
地
域
内
販
路
が
い
か
に
狭
隙
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

早
く
も
四
七
－
四
八
年
に
り
ー
ル
繊
維
工
業
が
最
初
の
過
剰
生
産
恐

　
　
　
　
　
　
⑤

慌
に
み
ま
わ
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
う
。

　
だ
が
そ
れ
に
竜
か
か
わ
ら
ず
、
技
術
的
に
な
お
低
位
に
あ
っ
た
こ

の
時
期
の
繊
維
工
業
に
と
っ
て
は
、
関
税
障
壁
に
守
ら
れ
た
圏
内
帯

場
こ
そ
が
頼
み
の
綱
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
屯
、
絹
織
物
や
上
質
毛

織
物
の
よ
う
な
奢
濃
口
照
は
別
と
し
て
、
日
常
消
費
品
の
綿
織
物
や
亜

麻
織
物
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
什
躍
界
市
場
に
お
い
て
「
世
　
界
の

工
場
」
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
し
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
後
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進
諸
国
の
同
種
産
業
の
競
争
を
も
蒙
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
綿
織
物
の
生
産
額
中
に
し
め
る
輸
出
額
の
割
合
は
（
櫨
領
地

向
け
の
も
の
を
含
め
て
も
）
四
七
年
二
八
％
、
五
五
年
二
〇
％
、
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

年
コ
ニ
％
と
小
さ
く
、
し
か
も
年
と
と
も
に
減
少
し
て
い
る
。
毛
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

物
の
輸
出
率
は
綿
織
物
よ
り
竜
高
か
っ
た
が
、
亜
麻
織
物
に
お
い
て

は
三
〇
一
四
八
年
の
聞
輸
入
類
が
輸
出
額
を
多
か
れ
少
な
か
れ
大
幅

に
上
廻
っ
て
お
り
、
こ
の
部
門
は
未
だ
国
内
市
場
を
す
ら
完
全
に
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

覇
す
る
に
嘉
っ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
四
五
年
に
。
バ
リ
・
リ
1
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
間
に
鉄
道

が
開
通
し
、
さ
ら
に
四
七
年
に
そ
の
支
線
が
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル

と
ダ
ソ
ケ
ル
ク
港
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
従
来
な
お
封
鎖
的
市
場

圏
の
性
格
を
と
ど
め
て
い
た
リ
ー
ル
地
方
は
成
立
し
つ
つ
あ
る
全
国

的
統
一
懸
場
の
中
に
し
だ
い
に
か
た
く
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と

　
　
⑨
．

に
な
る
。
そ
の
結
果
は
い
う
ま
で
も
な
く
繊
維
製
品
に
対
す
る
新
た

な
需
要
の
発
生
で
あ
り
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
五
〇
年
代
に

お
．
け
る
リ
ー
ル
、
ル
ー
ペ
紡
績
業
の
生
産
規
模
の
飛
躍
的
拡
大
、
ル

！
べ
、
ア
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
織
布
業
の
工
場
制
へ
の
移
行
が
可
能

　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
四
〇
一
五
〇
年
代
に
お
け
る
鉄

道
建
設
が
全
国
市
場
の
形
成
一
販
路
拡
大
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
繊
維

工
業
の
発
展
と
近
代
化
を
促
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
六
〇
年
か
ら
六

五
年
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
等
と

の
間
に
結
ば
れ
た
通
商
条
約
は
、
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
を
世
界
経
済

の
網
の
中
に
よ
り
深
く
編
み
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
同
様
の
効
果
を
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
ら
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
潟
由
化
」
に
伴
い
綿
糸
・
綿
織

物
の
輸
入
は
六
〇
一
六
五
年
に
約
二
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
増
加
し
た
が
、

そ
の
輸
出
は
こ
れ
を
遙
か
に
上
廻
る
三
七
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
増
加
を

　
　
⑫

示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
綿
工
業
が
国
際
競
争
力

を
も
ち
え
た
の
は
、
そ
の
生
産
設
備
の
近
代
化
へ
の
努
力
も
さ
る
こ

　
　
　
⑬

と
な
が
ら
、
何
よ
り
も
締
花
飢
鰻
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
強
火
な
輸
出

力
を
誇
っ
て
い
た
ラ
ソ
カ
シ
ャ
綿
工
業
が
大
打
撃
を
受
け
た
か
ら
で

　
⑭

あ
り
、
し
た
が
っ
て
や
が
て
こ
う
し
た
好
条
件
が
失
わ
れ
る
な
ら
ば

輸
出
貴
は
忽
ち
減
少
す
る
。
綿
花
翌
翌
の
影
響
は
羊
毛
・
亜
麻
工
業

に
竜
波
及
し
、
リ
ー
ル
地
方
を
最
大
の
凝
集
地
帯
と
す
る
両
工
業
は

拡
大
さ
れ
た
国
内
及
び
国
外
の
市
場
を
め
ざ
し
て
生
産
規
模
を
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
、
未
曾
有
の
繁
栄
を
示
し
た
。
こ
う
し
て
毛
織
物
輪
出
額
は
六
四

年
に
三
根
五
五
九
〇
万
フ
ラ
ン
に
、
亜
麻
織
物
輪
出
額
は
六
六
年
に

二
八
七
〇
万
フ
ラ
ン
に
達
し
、
い
ず
れ
も
七
〇
年
ま
で
の
最
高
を

　
　
　
⑯

記
録
す
る
。
け
れ
ど
も
、
相
対
的
に
製
出
コ
ス
ト
が
高
い
こ
れ
ら
の
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産業：越命期における北髄1フランスの繊維エ業（服部）

　
⑰

工
業
は
国
外
で
は
も
ち
ろ
ん
国
内
に
お
い
て
も
綿
工
業
に
対
抗
し
て

急
速
に
販
路
を
拡
大
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
六
六
年
以
降
英
仏
両

国
の
綿
工
業
生
産
が
ほ
ぼ
正
常
に
復
す
る
や
、
早
く
も
六
七
年
に
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

記
二
部
門
に
過
剰
生
産
恐
慌
が
起
つ
た
と
い
う
事
実
は
そ
の
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
。

　
い
ま
通
商
条
約
と
綿
業
恐
慌
と
が
市
場
構
造
に
及
ぼ
し
た
影
響
を

知
る
た
め
に
六
〇
年
と
六
九
年
と
を
と
っ
て
輸
出
額
の
変
動
を
み
る

に
、
綿
織
物
は
六
九
六
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら
約
言
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
に

と
殆
ど
変
化
が
み
ら
れ
ず
、
亜
麻
織
物
は
一
五
四
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら

一
七
八
○
万
フ
ラ
ン
ベ
と
多
少
の
三
潴
を
示
し
、
毛
織
物
は
雨
意
二

九
三
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら
二
億
六
八
三
〇
万
フ
ラ
ン
へ
と
最
も
著
し
い

　
　
　
　
　
　
　
⑲

増
加
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
同
じ
時
期
に
毛
織
物
及
び
亜
麻

織
物
の
生
産
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
う
し

た
輸
出
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
の
国
内
市
場

へ
の
依
存
度
に
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
は
、
原
料
、
機
械
、
労
働
力

等
の
生
産
一
条
…
件
に
お
い
て
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
に
遙
か
に
劣
っ
て
い

た
た
め
に
、
産
業
革
命
期
を
通
じ
て
国
外
に
広
大
な
輸
出
市
場
を
獲

得
し
え
ず
、
国
内
市
場
に
主
た
る
基
盤
を
お
か
ざ
る
を
兄
な
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
国
内
市
場
の
発
達
自
体
が
、
人
口
増
加
の
緩
慢
、
農
村

手
工
業
の
広
汎
な
残
存
の
ゆ
え
に
必
ず
し
も
急
速
で
な
か
っ
た
と
す

れ
ば
、
繊
維
腿
産
業
省
ハ
太
一
の
発
展
の
テ
ン
ポ
及
び
欝
欝
燃
か
リ
ー
ル
地
方

に
お
け
る
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
の
も
、
け
だ
し
当
然

と
い
え
よ
う
。

③
】
）
§
g
塁
。
や
急
什
こ
㍗
も
。
も
。
P
轡
霧
農
書
少
。
ワ
。
貫
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ω
㌣
。
。
9
。
■

　
勿
論
、
関
税
障
壁
を
の
り
こ
え
て
流
入
す
る
．
繊
維
製
品
が
な
か
っ
た
わ
け

　
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
亜
麻
糸
と
亜
麻
織
物
を
の
ぞ
け
ば
駁
る
に

　
た
り
な
い
額
で
あ
っ
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。
　
o
瞥
ま
寛
二
℃
胸
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Q
o
●
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一
九
世
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に
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け
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フ
ラ
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英
、
独
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ア
メ
リ

　
カ
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比
し
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上
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総
入
口
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都
市
入
目
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率
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｛
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．
亜
麻
工
業
が
国
内
市
場
を
制
覇
す
る
の
は
五
〇

　
年
代
の
前
半
と
み
ら
れ
る
。
　
o
｛
。
蜀
三
瓢
o
P
ピ
．
ヨ
（
ご
馨
ユ
。
零
×
け
嵩
。
・
・
℃
・
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ω
罵
噸

⑨
ピ
9
旨
σ
。
同
二
）
§
。
。
簿
貫
ρ
器
ざ
戸
お
騎
臨
ρ
諺
巳
①
切
二
℃
℃
曾
＆
、
ま
9

　
扇
〇
三
2
叫
び
、
ぼ
伍
白
け
ユ
。
寄
×
匹
ρ
℃
唱
．
δ
9
誤
認

⑩
ぴ
9
菖
び
巽
学
u
欝
諺
。
暮
。
り
ρ
g
5
ロ
・
。
。
貯
巳
濠
ω
‘
毛
’
ま
画
朝
O
汐

　
閏
〇
三
〇
p
葭
笛
a
器
。
α
、
葺
ま
ひ
く
。
ご
島
§
こ
や
欝
．

⑳
こ
の
「
近
代
化
」
が
著
し
い
企
業
集
中
を
伴
っ
た
こ
と
、
と
く
に
場
慣

　
業
の
場
合
に
は
麟
由
化
の
影
響
が
綿
花
飢
饅
繹
傷
騰
と
時
を
同
じ
く
し
て

　
現
わ
れ
た
た
め
に
、
設
備
近
代
化
は
比
較
的
少
数
の
資
本
力
に
す
ぐ
れ
た

　
企
業
の
み
が
な
し
う
る
所
と
な
り
、
多
数
の
企
業
が
そ
の
過
程
で
倒
壊
す

　
る
か
、
も
し
く
は
有
力
企
業
の
支
醍
下
に
お
と
し
め
ら
れ
た
こ
と
、
に
注

　
会
す
べ
き
で
あ
る
。
　
切
〇
三
〇
P
　
び
．
一
罷
仙
丁
目
δ
　
二
型
鷺
。
こ
　
唱
唱
．
b
。
①
餅

　
置
心
－
念
9
い
9
舅
σ
。
挙
O
窪
。
・
①
汁
貫
ρ
器
5
器
。
・
鍵
ヨ
筥
¢
。
・
ゆ
層
署
誌
。
。
℃
。
噌

　
似
㊤
Q
o
i
蒔
り
り
◎

⑫
男
〇
三
。
鐸
ご
葺
（
算
箕
ユ
。
酔
。
客
葺
。
二
℃
℃
●
8
0
凸
逡
．
な
お
、
英
仏
通
商

　
条
約
が
発
効
し
た
の
は
六
一
年
一
〇
月
で
あ
る
。

⑬
8
罫
”
喝
℃
．
日
給
と
①
ピ
　
　
⑭
日
野
や
ト
。
鴇
．

⑯
　
堂
戯
‘
唱
℃
■
。
。
屋
i
認
押
ω
。
。
㎝
－
面
魔
旧
い
帥
ヨ
び
Φ
学
O
窪
ω
①
窪
⑩
讐
O
器
5
き
ω

　
壁
ヨ
籏
①
。
。
‘
や
醤
①
．

⑯
屑
。
露
①
p
び
”
言
a
。
。
け
識
①
‘
弓
や
。
。
冨
▼
ω
ω
一
・

⑰
羊
毛
・
亜
麻
製
贔
の
生
灌
費
を
高
め
て
い
る
の
は
と
り
わ
け
労
賃
部
分

　
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
綿
の
場
舎
に
は
、
紡
錘
胤
O
O
ま
た
は
力
織
機
二

　
台
ご
と
に
一
入
の
労
働
煮
で
た
り
る
の
に
対
し
て
、
亜
麻
の
場
倉
に
は
紡

　
錘
五
五
、
力
織
機
一
台
ご
と
に
一
入
の
労
働
表
を
必
要
と
し
た
。
か
く
し

　
て
亜
麻
織
物
の
生
．
薩
費
は
綿
織
物
の
約
二
倍
に
達
す
る
。
　
毛
織
物
と
綿

　
織
物
と
で
は
生
産
曲
貨
の
較
差
は
一
層
　
甚
し
い
。
　
ぴ
霞
昌
び
。
屈
掌
け
㊤
雛
ω
珪
ρ

　
の
g
c
5
き
ω
貯
ヨ
難
。
。
。
’
℃
℃
●
戯
8
諺
●
ω
9
蒔
。
。
継
ム
○
。
メ

⑲
薫
伽
‘
℃
や
鉢
。
。
P
ム
。
。
。
。
”
畠
ゆ
…
8
9
甥
。
三
2
曽
び
．
冒
身
簿
ユ
。
＄
碁
ま
‘

　
謹
◎
ω
謹
る
誘
》
。
。
り
P
お
。
。
．

⑲
巨
倉
娼
勺
蝕
卜
⊃
ム
灘
■
糊
手
国
甥
に
み
る
と
、
織
物
輸
串
が
最
も
多
く

　
増
加
し
た
手
々
は
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ペ
ル
ギ
！
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ

　
が
著
し
く
減
少
し
た
の
は
ア
、
メ
リ
カ
で
あ
る
。

四
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
わ
れ
わ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
、
ま
ず
リ
ー
ル
繊
維
工
業
に
お
け
る

産
業
資
本
確
立
過
程
の
諸
特
質
を
究
明
し
、
次
い
で
そ
れ
ら
の
特
質

が
ど
の
よ
う
な
諸
要
因
に
規
定
さ
れ
つ
つ
生
起
し
て
き
た
か
を
考
察

し
た
。
き
わ
め
て
粗
雑
な
検
討
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス

産
業
資
本
の
発
展
構
造
の
究
明
と
い
う
諜
題
に
懐
し
て
い
さ
さ
か
の

寄
与
を
な
し
え
た
と
思
う
。

　
最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
も
と
に
比
較
史
的
観
点
か
ら
一
つ
の
展

望
を
試
み
て
結
び
に
代
え
た
い
。
従
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
爾
洋
経

済
史
研
究
は
、
産
業
輩
命
に
つ
い
て
次
の
二
つ
の
頚
型
を
設
定
し
て

　
①

き
た
。
一
つ
は
、
小
ブ
ル
ジ
・
ア
的
生
産
春
層
の
広
汎
な
成
立
と
分

解
を
起
点
と
し
て
産
業
資
本
（
工
場
制
度
）
が
自
生
的
か
つ
順
調
な
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展
開
を
と
げ
る
産
業
革
命
の
「
イ
ギ
リ
ス
型
」
で
あ
り
、
他
の
一
つ

は
、
そ
う
し
た
小
ブ
ル
ジ
。
ア
層
の
発
展
を
み
な
い
ま
ま
外
国
資
本

主
義
の
圧
力
と
そ
れ
に
対
す
る
対
抗
か
ら
、
商
業
資
本
の
産
業
資
本

へ
の
転
化
を
主
軸
と
し
て
非
自
生
的
に
展
開
さ
れ
る
産
業
革
命
の

「
ド
イ
ツ
型
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
典
的
な
市
民
革
命
を
経
過
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ら
　
　
も

た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
産
業
革
命
も
ま
た
イ
ギ
リ
ス
型
の
正
常
な
展
開

形
態
髪
示
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
頚
型
把
握

を
以
て
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
と
り
わ
け
強
調
し
て
き
た
よ

う
な
、
フ
ラ
ン
ス
産
業
資
本
の
確
立
過
程
に
み
ら
れ
る
諸
特
質
を
包

摂
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
産
業
革
命
は

少
な
く
と
竜
繊
維
部
門
に
関
す
る
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
資
本

の
個
別
的
蓄
積
と
自
己
金
融
方
式
に
竜
と
つ
い
て
展
開
し
た
と
は
い

え
、
そ
の
過
程
は
イ
ギ
リ
ス
に
比
し
て
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
。
の

み
な
ら
ず
こ
の
国
で
は
、
産
業
資
本
形
成
の
小
生
産
者
的
コ
ー
ス
は

そ
の
も
の
と
し
て
貫
徹
し
え
ず
、
商
業
（
な
い
し
問
屋
）
資
本
が
工
場

三
度
形
成
に
主
導
的
役
割
を
演
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
う

し
た
特
殊
性
を
規
定
し
た
条
件
と
し
て
は
、
構
よ
り
も
、
マ
一
；
フ

ー
ノ
ク
チ
ャ
段
階
に
お
け
る
資
本
蓄
積
が
梱
対
的
に
低
位
に
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
産
業
資
本
は
イ
ギ
リ
ス
が
到
達
し
た
高

度
の
生
産
力
水
準
を
導
入
す
る
た
め
に
、
そ
の
出
発
に
さ
い
し
て
多

額
の
資
金
を
必
要
と
し
た
、
と
い
う
事
情
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
産
業
革
命
が
イ

ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
と
は
明
確
に
異
な
っ
た
諸
条
件
（
国
内
的
お
よ
び
国

際
的
な
）
の
も
と
で
独
自
の
展
開
形
態
を
介
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
既
成
の
基
本
論
理
の
貫
徹
を
云
々
す
る
前
に
、

産
業
革
命
の
特
殊
フ
ラ
ン
ス
的
形
態
を
ま
ず
も
っ
て
確
定
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
施
・

①
　
　
大
㎞
塚
久
雄
『
欧
州
岬
繊
済
中
ん
』
　
一
五
五
i
一
五
山
ハ
頁
、
　
質
回
橋
掌
八
郎
　
「
甜
封

　
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
、
総
説
」
（
『
西
洋
経
済
史
講
座
』
第
三
巻

　
所
収
）
、
遠
藤
輝
明
「
産
業
革
命
論
に
関
す
る
一
考
察
扁
　
（
哩
歴
研
』
二
六

　
騰
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貼

②
既
成
の
一
般
概
念
を
も
つ
て
フ
ラ
ン
ス
口
業
革
命
を
離
り
切
ろ
う
と
す

　
れ
ば
、
そ
れ
が
も
つ
多
く
の
重
要
な
側
面
を
見
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
研

　
究
の
現
段
階
で
必
要
な
こ
と
は
、
詳
言
産
紫
奪
懸
命
｝
の
特
殊
歴
史
酌
形
態
を

　
史
実
に
即
し
て
で
き
る
限
り
精
密
に
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
る
の

　
ち
そ
れ
ら
全
て
の
特
殊
性
を
勉
摂
す
る
、
よ
り
高
次
の
「
産
業
革
命
」
概

　
念
が
構
戒
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
　
本
稿
は
、
京
都
に
お
け
る
藍
蝋
革
命
研
究
会
の
討
論
に
負
∵
）
と
こ

　
ろ
が
多
い
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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sure　for　the　former　Poφ土豪and　res三dent　subjects，　and　as　a

secondary　organizcfttion　ill　the　clan　government．

　　This　article　pays　attelltioll　to　the　role　of　the　6：6shi　system量n

the　Tosa土佐clan　in　relation　to　the　early　clan　govemment．　The

early　goverlユnlent，　under　the　subjective　or　object圭ve　conditions，

had　an　important　probユem　Of　meaSures　agalnst　Hashirimono走り

者w’?ｏ　originated　from　burdonsome　military　servige　of　the　Sho－

gunate　fome　、飽ゴ。ぬ6慶長　to　Genna　元ラ和　茎）eriod；and　from　1」Kanei

寛永to　Kanbun四聖period　in　had　a　problem　to　overcome　the

圭nner　contradiction　of　the　clan　system．　The　role，　played　by　G6shi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざ
cons三stentユy　accentua七ed　the　三ntensification　of　Ioca玉government，

d呈vided呈nto　three　functiona玉pattems　of　S初ッα庄屋or　couRtl’y

of薮。圭ais，　local　of且cials，　and　early　cian　menchants，　in　various

aspects．　The　important　role　of　G6s〃2　in　the　early　Tosa　clan

governmen乞was　due　to　the　subjective　cause　of　quantitative

scarcity　of　feudal　subjects　and　to　the　objective　canse　of　low

productive　power　owing£o　narrowness　of　cultiva£ed　land　and

width　of　forest、

The　Textile　lndustry　in　Northern　France　in

　　the　Period　of　the　lndustrial　Revo1ution

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Haruhiko　Hattori

　　Though　the　French　Revolntion　was　the　most　perfect　bourgeois

revolution，　why　didn’t　the　subsequent　development　of　the　French

capitalism　go　on　smoothly？　This　is　the　problem　which　is　long

treated　by　many　students　and　is　not　coinpletely　solved．

　This　article　considers　this　problem　through　the　history　of　the

French　industrial　revoiution．　After　the　limit　of　our　consideration

was　confined　to　the　textile　industry　df　Lille　district　in　northern

France，　at　first　we　analyse　transition　epochs　and　forms　of　this

section　to　the　factory　system　and　explain　concretely　the　charac－

teristics　of　forming　process　of　the　industrial　capital　in．textile

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　639　）



industry　一　that　is，　slow　tempo　of　the　development　of　induserlal

capital，　narrow　scale　of　its　development，　and　leading　part　ef

merchant’s　capital．　Then，　we　consicler　by　what　objective　condi－

tions　these　characteristics　were　regu｝ated，　through　the　four

aspects　of　way　ef　capital　qccumulation　in　th’e　textile　industry，

suPp！y　of　means　of　production，　form　of　existence　in　labour

power，　and　market　organization，　which　is　to　throw　some　light　on

the　peculiar　developing　structure　of　the　Frencli　industrial　caPital．

　　　　　Forms　of　Usufruct　in　Fishing－grouRd　of　Private

　　　　　　　　　　　　　Fishery　Right　in　the　Setonaikai

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lnland　Sea　of　Japan）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Michihiro　K6no

　Usufruct　forrns　of　inshore　fishing　grouBd　at　the　end　of　Meiii

明治，were　regulated　by　exclusive　fishing　right，　common　of　fishery

therewith，　and　terrns　on　the　bill　of　exclusive　right．　Among　these

usufructs　custoinary　exclusive　right　of　fishery，　as　the　forrner

opinions　went，　almest　completely　succeeded　that　of　the　late　Sho－

gunate　period，　but　exclusive　right　of　the　sur‘face　oB　the’coast

was　given　to　each　local　fishing　village　by　dividing　the　surface

area　lnto　pleces．

　　In　fact，　aftex“　the　lmperial　Restoration，　fisherrnen　arnended

many　for　themselves　and　the　distinction　between　these　two

rights　is　not　so　clear．　Then　this　article　eXplains　the　classification

from　the　ewo　points：　（1）　whether－it　was　2ndividual　or　commoB

usufruct，　（2）　1imit　of　usufruct　was　to　the　coastal　surface　er　only

to　the　oMng　or　both　the　coastal　surface　and　the　othng；　and

considers　their　meaning　by　studying　how　the　common　of　fishery

and　fishery　on　terms　were　executed．

　　In　conclusion，　at　the　end　of　Meiji　few　fishing　villages　could　no

longer　monopolize　a　｝arge　water　area，　but　common　usufruct　of

many　villages　over　the　wide　area　was　a　natural　phenomenon，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（638）


