
産
業
革
命
以
前
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
綿
業
の
構
造
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服

ド立陶

春

彦

　
【
婆
約
“
　
本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
に
お
け
る
産
業
革
命
の
展
開
過
程
を
分
析
す
る
た
め
の
予
備
作
業
と
し
て
、
そ
の
前
段
階
に
お
け
る
当
該
工
業

の
構
造
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
従
来
主
と
し
て
市
民
革
命
論
と
の
連
関
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
き
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
期
の
経

済
構
造
に
対
し
て
、
産
業
革
命
の
視
点
か
ら
照
明
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
考
察
の
笑
覧
を
十
八
世
紀
八
○
年
代
に
い
た
る
東
部
ノ
ル
マ
ン
デ

ィ
綿
織
物
工
業
に
限
定
し
て
、
こ
の
部
門
が
特
権
都
市
ル
ア
ン
お
よ
び
周
辺
の
農
村
地
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
形
態
で
営
ま
れ
て
い
た
か
、
そ

れ
を
支
え
る
市
場
構
造
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
、
及
ぶ
限
り
根
本
史
料
に
遡
り
つ
つ
検
討
し
、
工
場
制
度
成
立
の
た
め
の
前
提
諸
条
件
の
形
成
を
明

ら
か
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
と
く
に
都
県
商
人
層
お
よ
び
ギ
ル
ド
親
方
織
布
工
層
の
性
格
と
役
翻
に
か
ん
し
て
従
来
の
通
説
に
若
干
の
批
判
を
提
起
し

た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
四
八
巻
四
号
　
一
九
穴
五
年
七
月

　
い
わ
ゆ
る
「
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
期
」
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
繊
維

工
業
の
経
済
構
造
に
つ
い
て
は
、
高
橋
幸
八
郎
氏
の
画
期
的
業
績
以

①来
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
数
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
の
諸
研
究
は
、
基
本
的
に
い
っ
て
市
畏
革

命
論
の
視
点
か
ら
問
題
に
接
近
し
、
封
建
的
土
地
所
有
お
よ
び
絶
対

王
政
の
産
業
規
制
を
解
体
さ
せ
て
行
く
と
こ
ろ
の
、
農
村
を
基
盤
と

す
る
資
本
制
生
産
（
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
）
の
展
開
を
検
証
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
分
析
視
角
か
ら
す
る
研
究
が
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
至
る
基
礎
過
程
の
究
明
に
幾
多
の
貴
重
な
成
果
を
も
た

ら
し
た
こ
と
は
何
ら
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
反
面
、
そ
れ
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
②

の
諸
研
究
が
一
般
に
、
市
民
革
命
以
降
に
お
け
る
経
済
構
造
の
進
化

に
関
し
て
本
格
的
な
実
証
分
析
に
基
づ
く
正
確
な
見
透
し
を
欠
い
て

い
た
こ
と
も
ま
た
争
え
ぬ
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
絶
対
王
政

下
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
進
化
の
規
模
と
形
態
と
が
い
か
に
精
密
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に
遼
求
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
十
九
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
産

業
革
命
の
展
開
構
造
と
ど
の
よ
う
な
関
連
に
立
つ
の
か
と
い
う
問
題

に
対
し
て
は
、
未
だ
説
得
的
な
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
加
う
る
に
、
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
産
業
革
命
史
研
究
が
明
ら
か
に

し
つ
つ
あ
る
諸
史
実
の
中
に
は
、
わ
が
国
の
従
来
の
資
本
主
義
発
達

論
を
も
っ
て
し
て
は
合
理
的
に
説
明
し
が
た
い
も
の
が
少
な
く
な
い

よ
う
に
み
え
る
。
産
業
革
命
の
展
開
過
程
を
そ
の
前
段
階
に
お
け
る

経
済
溝
造
の
あ
り
方
と
統
一
的
・
整
合
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、

後
老
を
産
業
革
命
の
視
点
か
ら
い
ま
一
度
把
え
直
し
て
み
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
小
論
は
、
十
八
世
紀
中
葉
以
降
と
り
わ
け
目
ざ
ま
し
い
展
開

を
と
げ
た
東
部
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
織
物
工
業
に
お
い
て
、
工
場
制
工

業
成
立
の
た
め
の
経
済
的
前
提
条
件
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
に
入
る
に
先

立
ち
、
右
に
指
摘
し
た
問
題
点
が
当
面
の
対
象
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
形
で
存
在
す
る
か
を
、
例
示
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
東
部
ノ
ル
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ソ
デ
ィ
地
方
は
、
高
橋
氏
や
遠
藤
輝
明
氏
に
よ
れ
ば
、
ア
ソ
シ
ァ
ン
．

・
レ
ジ
ー
ム
下
に
お
い
て
農
村
工
業
の
展
開
と
そ
れ
を
基
盤
と
す
る

マ
ニ
ュ
フ
一
，
ク
チ
ャ
の
成
長
が
典
型
的
な
姿
を
と
っ
た
地
方
で
あ
り
、

　
そ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
、
そ
う
し
た
農
村
の
織
元
ー
マ
ニ
ュ

　
フ
岬
ノ
ク
チ
ャ
経
営
主
が
推
進
主
体
と
な
っ
て
産
業
革
命
を
自
生
的
に

　
展
開
せ
し
め
て
ゆ
く
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
地
域
の
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
業
資
本
家
の
社
会
的
出
自
に
関
す
る
筆
者
の
分
析
の
結
果
に
よ
れ
ば
、

傭

　
十
八
世
紀
末
よ
り
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
産
業
革
命
の
開
始
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

　
に
お
い
て
、
紡
績
工
程
お
よ
び
捺
染
工
程
へ
の
機
械
制
導
入
を
主
導

　
し
た
者
は
、
第
一
に
都
市
の
卸
売
商
人
で
あ
り
、
第
二
に
都
市
ギ
ル
．

　
ド
の
親
方
織
元
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
の
時
期
に
お
い
て
も
、
，
け

　
っ
し
て
農
村
の
織
元
↓
工
場
主
と
い
う
コ
ー
ス
が
支
配
的
だ
っ
た
わ

　
け
で
は
な
く
、
工
場
主
の
主
軸
は
む
し
ろ
都
市
の
商
人
、
閥
屋
織
元
、

　
小
営
業
老
の
出
身
春
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
洋
弓

　
は
都
市
の
商
人
、
問
屋
織
元
に
産
業
資
本
形
成
の
主
体
的
契
機
を
認

　
め
ぬ
高
橋
氏
ら
の
立
場
を
も
っ
て
し
て
は
説
明
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ

　
の
よ
う
な
問
題
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
以
下
、
十
八
世
紀
の
八
O
年

　
代
に
い
た
る
入
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
織
物
工
業
の
経
済
構
造
に
つ
い
て
主

要
な
論
点
の
整
理
●
欝
を
行
な
い
た
幡
・

　
　
①
高
橋
幸
八
郎
『
市
民
革
命
の
構
造
』
、
㎝
九
五
〇
年
、
繁
二
篇
。

　
　
②
産
業
革
命
の
展
闘
過
程
へ
の
正
確
な
見
透
し
を
も
っ
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
分

　
　
　
析
と
し
て
は
、
私
の
知
る
限
り
、
井
上
率
治
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
ノ
；
ル
県
の

　
　
　
織
物
工
業
」
（
同
氏
編
『
ヨ
ー
獄
ッ
パ
近
代
工
輩
沿
の
成
立
隠
、
　
一
九
六
一
年
、
所
収
）
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が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

③
遠
藤
輝
明
「
フ
ラ
ン
ス
産
業
革
命
研
究
序
説
」
（
ロ
、
エ
コ
ノ
ミ
ア
臨
、
六
巻
三
・
四

　
丹
）
。

④
拙
稿
「
産
業
革
命
期
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
業
資
本
家
麟
の
系
譜
」
（
『
西

　
洋
史
学
』
、
　
六
五
獄
写
）
を
魚
夢
昭
…
さ
れ
た
い
。

⑤
な
お
本
稿
の
分
析
視
角
か
ら
し
て
、
従
来
の
諸
研
究
が
考
察
の
中
心
に
す
え
た

　
「
絶
対
主
義
の
産
業
規
制
の
歴
史
的
内
容
と
そ
の
解
体
過
程
」
に
つ
い
て
は
、
意

　
わ
め
て
断
片
的
な
叙
述
に
と
ど
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
予
め
断
わ
っ
て

　
お
き
た
い
。

二

　
十
七
世
紀
末
葉
ル
ア
ン
園
。
ロ
①
昌
の
一
貿
易
商
入
に
ま
っ
て
ノ
ル

マ
ン
デ
ィ
に
導
入
さ
れ
た
綿
織
物
工
業
は
、
十
八
世
紀
に
入
る
と
と

も
に
飛
躍
的
発
展
を
と
げ
、
忽
ち
の
う
ち
に
毛
織
物
工
業
お
よ
び
麻

織
物
工
業
に
代
っ
て
衣
料
品
生
産
部
門
の
主
軸
を
形
づ
く
る
に
至
っ

①た
。
か
の
絶
対
王
政
の
工
業
検
察
官
が
作
成
し
た
工
業
現
状
報
告
に

よ
れ
ば
、
す
で
に
一
七
二
四
年
夏
特
権
都
市
菊
。
悶
①
鵠
と
そ
の
郊
外

に
お
い
て
、
四
五
七
人
の
織
布
業
者
が
二
五
三
三
台
の
織
機
を
活
動

せ
し
め
つ
つ
綿
織
物
お
よ
び
綿
麻
交
織
物
の
製
造
に
従
事
し
て
お
り
、

そ
れ
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
は
、
準
備
工
程
を
も
含
め
て
総
数
二
五
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
六
〇
人
に
達
し
て
い
る
。
綿
織
物
工
業
は
や
が
て
勾
。
器
⇔
近
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
0
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
巾
一

動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
8
謂

磯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
蜘

墨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
む

㎝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
R
ω

㎞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姶
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η
A
轍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
く

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
纏
所

　
飯
㎜
　
㈱
　
姻
　
鋤
　
㎜
　
㎜
　
蹴
　
励
　
㎜
　
5
0
　
－
願

　
くか

ら
・
よ
り
遠
方
の
農
村
幾
、
、
と
り
わ
け
〒
地
方
に
拡
散
ゆ

伝
統
的
な
亜
麻
織
物
業
を
駆
逐
し
つ
つ
、
r
そ
こ
に
深
く
根
を
お
ろ
す

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
一
七
三
二
年
よ
り
一
七
九
一
年
に
至
る

綿
織
物
生
産
量
の
変
動
を
図
示
し
て
み
よ
う
。
こ
の
グ
ラ
フ
は
、

　
　
　
　
ジ
エ
み
ラ
ウ
テ

菊
○
自
①
降
徴
税
管
区
の
い
く
つ
か
の
指
定
検
査
所
げ
竃
①
ρ
質
×
鳥
Φ

ノ
、
露
富
に
搬
入
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
綿
入
り
織
物
幡
9
｝
費
δ
。
。
の
数
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
、
年
ご
と
に
集
計
し
た
原
表
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ

A

1
　
　
．
一

B
　
、

曽
一
　
1

A
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番
が
。
こ
れ
に
よ
ウ
て
、
当
該
課
税
管
区
に
お
け
る
締
織
物
の
年
生

産
量
の
変
動
を
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
推
察
し
う
る
。
A
線
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
図
2
①
旨
市
の
検
査
所
を
通
過
し
た
綿
織
物
の
量
は
、

早
く
も
一
七
三
二
年
に
一
〇
万
反
を
突
破
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ

、
つ
く
一
七
三
三
－
四
三
年
の
時
期
に
は
更
に
急
カ
ー
ヴ
の
上
昇
を
示

し
、
　
一
七
四
一
二
年
に
は
三
二
年
の
三
倍
半
に
あ
た
る
三
七
・
六
万
反

を
記
録
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
も
、
一
七
四
四
－
四
五
年
、
五

〇
一
六
二
年
、
七
六
；
七
九
年
等
の
沈
滞
期
と
、
一
七
四
六
一
四
九

年
、
六
三
一
七
五
年
、
八
○
一
八
七
年
の
ご
と
き
繁
栄
期
と
を
交
互

に
経
験
し
つ
つ
、
大
革
命
直
前
の
一
七
八
八
年
ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し

て
二
五
万
一
四
〇
万
反
と
い
う
高
水
準
を
維
持
し
つ
づ
け
る
の
で
あ

る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
十
八
世
紀
中
葉
よ
り
後
半
に
か
け
て
の
綿
織
物

工
業
の
広
汎
な
展
開
は
疑
い
の
な
い
所
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、

こ
の
綿
織
物
工
業
は
だ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
営
ま
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
十
八
世
紀
の
後
半
と
も
な
れ
ば
、
ノ
ル

マ
ソ
デ
ィ
に
お
い
て
も
工
業
活
動
は
、
特
権
都
市
の
内
部
で
よ
り
も

遙
か
に
多
く
、
ギ
ル
ド
規
網
の
支
配
し
な
い
農
村
地
域
℃
｝
算
℃
ρ
団
ω

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
　
一
七
八
四
年
の
上
半
期
に
徴

税
管
区
の
諸
検
査
所
に
提
出
さ
れ
た
綿
織
物
の
内
訳
は
、
口
○
¢
Φ
顕
市

内
と
近
郊
の
織
元
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
も
の
が
六
二
、
二
〇
二
反

（
純
綿
布
を
主
と
し
、
一
具
は
麺
麻
交
織
の
シ
ャ
ム
織
甑
ρ
諺
。
冴
○
ω
）
、
男
○
¢
①
⇔

周
辺
の
一
五
里
四
方
の
農
村
、
主
に
コ
ー
地
方
の
織
元
に
よ
っ
て
生

産
さ
れ
た
も
の
一
〇
九
、
・
八
一
一
反
（
シ
配
ム
織
が
大
半
を
し
め
る
）
、

ボ
ル
ベ
ッ
ク
ヒ
d
o
8
①
o
と
周
辺
農
村
の
織
元
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た

も
の
八
八
〇
一
反
（
主
に
ハ
ン
カ
チ
）
、
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
も

の
を
加
え
る
と
、
農
村
の
織
元
の
生
産
物
は
都
市
口
○
¢
窪
の
織
元

　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
⑤

の
生
産
物
の
約
二
倍
に
上
っ
た
。
ま
た
一
七
七
四
一
七
五
年
置
お
い

て
も
、
農
村
の
織
元
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
綿
織
物
は
全
体
の
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
二
強
を
し
め
て
い
る
。
　
そ
し
て
農
村
の
織
物
生
産
者
は
口
○
器
躊

の
そ
れ
に
比
し
て
、
流
通
規
制
1
1
指
定
検
査
所
へ
の
搬
入
義
務
に
服

さ
な
い
場
合
が
一
層
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
だ
け
に
、
綿
織
物
生

塵
量
に
お
け
る
農
村
の
織
元
の
優
位
は
圧
倒
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
Q

　
次
に
、
都
市
綿
織
物
工
業
と
農
村
綿
織
物
工
業
と
が
そ
れ
ぞ
れ
い

か
な
る
形
態
で
営
ま
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
さ
し
当
り
、
次
の
二
つ
の
重
要
な
論
点
が
在
来
の
諸
研
究
に
よ
っ

て
も
未
解
決
の
ま
ま
の
こ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
即
ち
一
つ
は
、
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特
に
農
村
綿
織
物
工
業
の
推
進
主
体
を
い
か
な
る
社
会
層
に
求
め
る

か
の
問
題
で
あ
り
、
都
市
の
商
人
、
ギ
ル
ド
の
親
方
織
元
、
農
村
織

元
の
三
者
が
工
業
の
資
本
主
義
的
野
展
に
し
め
る
役
割
を
ど
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
評
締
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
ら
な
る
。
武
本
竹
生
氏
は
こ
の
点
・

に
つ
い
て
、
都
市
菊
。
器
⇔
の
商
人
織
元
i
農
村
の
中
落
問
屋
商
人

一
字
親
方
一
賃
労
働
者
と
い
う
生
産
系
列
が
確
立
し
て
い
る
と
説
く

が
、
し
か
し
こ
の
系
列
の
中
で
都
市
の
親
方
織
元
の
し
め
る
位
澱
が

明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
農
村
の
織
元
の
主
軸
を
都
市
商
人
の
代
理
業

者
－
一
下
請
織
元
と
み
な
す
こ
と
に
も
、
後
述
の
ご
と
く
疑
問
が
あ
る
。

次
に
第
二
に
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
織
元
暦
が
拠
っ
て
立
つ
生
産
的

基
礎
が
、
問
屋
細
小
経
営
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
マ
ニ
払
フ
ー
ノ
ク
チ

ャ
で
あ
る
か
と
い
う
周
知
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
遠
藤

⑧氏
が
、
農
村
織
物
業
者
の
も
と
に
お
け
る
中
心
作
業
場
経
営
の
拡
大

一
典
型
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
全
面
約
な
形
成
を
主
張
し
た
の
に

対
し
、
武
本
氏
は
農
村
綿
織
物
工
業
に
お
い
て
も
、
家
内
織
布
工
に
．

対
す
る
問
屋
欄
前
貸
支
配
こ
そ
が
通
常
の
経
営
形
態
で
あ
っ
た
と
み

て
、
　
「
分
散
マ
ニ
ュ
フ
”
，
ク
チ
ャ
」
な
る
概
念
を
提
出
し
た
。
お
よ

そ
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
期
に
お
い
て
、
紡
績
・
織
布
の
両
基
幹
工
程

が
織
元
の
中
心
作
業
場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
前
貸
問
屋
制
な
る
形

態
で
営
ま
れ
た
事
実
は
、
た
ん
に
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
業
に
限
ら
ず
、

広
く
繊
維
工
業
一
毅
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
所
で
あ
っ
て
、
こ
う
し

た
理
解
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
し
だ
い
に
多
く
の
人
々
の
支
持
を

得
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
囲
女
は
、
紡
績
・
織
布

・
仕
上
三
工
程
の
間
の
関
係
で
あ
り
、
同
一
資
本
が
全
工
程
を
一
貫

し
て
支
配
す
る
の
か
、
或
は
各
工
程
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
資
本
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
な
お
究
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
、
こ

の
時
期
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
織
物
工
業
の
支
配
的
生
産
形
態

が
小
営
業
、
資
本
主
義
的
単
純
協
業
、
マ
ニ
ュ
フ
弾
、
ク
チ
ャ
の
い
ず

れ
で
あ
っ
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
我
々
は

以
下
の
分
析
に
お
い
て
、
右
に
の
べ
た
二
つ
の
問
題
点
に
と
く
に
焦

点
を
し
ぼ
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
、
一
七
八
○
年
代
に
陶
○
蓉
嵩
徴
税
管
区
の
工
業
検
察
官
で

あ
っ
た
ゴ
ワ
○
○
団
の
覚
書
が
語
る
所
を
き
こ
う
。
　
潟
。
仁
Φ
ψ
酒
北

方
七
里
に
位
愛
す
る
イ
ヴ
ト
ー
畷
く
簿
。
♂
は
、
当
疇
人
口
一
万
余
の

新
興
工
業
町
で
あ
っ
た
が
、
　
『
こ
の
町
と
付
近
の
村
々
に
は
き
わ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
多
数
の
織
元
雰
葺
一
＄
簿
。
。
が
お
り
』
、
男
。
¢
魯
綿
織
物
工
業
の

最
大
の
凝
集
地
域
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
轟
く
簿
。
け
の
大
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産業革命以前におけるノルマソディ綿業の構造（服蔀）

部
分
の
織
元
は
彼
ら
の
織
機
を
自
宅
に
備
え
て
い
な
い
、
彼
ら
は
そ

の
材
料
を
準
備
す
る
の
み
で
、
七
里
四
方
に
お
よ
ぶ
農
村
の
労
働
者

に
そ
れ
を
与
え
て
加
工
さ
せ
る
。
毎
水
曜
日
に
は
さ
か
ん
な
市
が
朋

か
れ
、
そ
こ
へ
は
三
一
四
里
四
方
の
多
数
の
紡
女
工
塗
窪
ω
①
。
。
が
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

糸
と
綿
糸
と
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
を
或
い
は
く
く
卑
。
げ
の
織
元
に
、

カ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も

或
い
は
商
人
に
販
売
す
る
。
こ
の
商
人
は
つ
い
で
そ
の
糸
を
罰
。
器
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
公
設
市
場
へ
も
た
ら
す
』
（
傍
点
は
引
絹
漉
、
以
下
同
様
）
。
こ
の

く
く
簿
○
什
の
週
市
へ
は
ま
た
、
パ
ス
莚
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
の
6
0
壼
9

瓢
霞
o
o
舞
紗
男
巴
釜
ω
o
か
ら
麻
経
糸
と
綿
糸
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い

う
。
『
く
く
㊦
8
ぴ
の
大
部
分
の
織
元
は
、
そ
の
織
物
に
使
用
す
る
麻

糸
と
綿
糸
を
自
宅
で
染
色
す
る
。
く
く
①
け
。
け
に
は
染
色
の
た
め
の
流

水
は
全
く
存
在
し
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
染
色
に
と
っ
て
不
便
で
あ

り
、
不
利
で
も
あ
る
。
磯
く
簿
簿
に
は
工
業
の
た
め
に
働
き
、
主
に
あ

か
ね
赤
に
染
め
る
唯
一
人
の
染
色
業
者
し
か
い
な
い
…
…
く
く
蜜
柑

周
辺
二
、
三
、
四
里
四
方
の
す
べ
て
の
村
落
は
く
く
簿
簿
と
同
種
の

螢
葛
を
つ
く
る
織
元
に
み
ち
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
の
い
く
人
か

は
か
な
り
手
広
く
工
業
を
営
ん
で
い
る
。
彼
ら
も
同
様
に
、
農
村
に

分
散
し
て
い
る
労
働
者
に
加
工
さ
せ
て
お
り
、
通
常
隠
宅
に
織
機
を

備
え
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
に
は
余
り
に
も
大
き
な
用
地
が
必
要
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
ろ
う
』
（
一
七
八
二
年
）
。
一
七
八
七
年
の
覚
書
も
同
様
に
、
『
鴫
く
①
げ
。
け

と
周
辺
の
織
元
が
（
そ
の
糸
市
場
へ
）
綿
糸
と
麻
糸
を
仕
入
れ
に
や
つ

　
　
⑫

て
く
る
』
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
ま
｝
つ
の
農
村
綿
織
物
業
中

心
地
」
潟
○
二
①
ロ
西
北
方
一
二
里
の
市
場
町
じ
6
0
ぴ
8
と
そ
の
近
傍

に
お
い
て
も
、
事
情
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
『
じ
づ
9
げ
①
○
自
体
に
は
ご

く
少
数
の
織
機
し
か
見
出
さ
れ
な
い
。
大
部
分
の
織
元
は
彼
ら
の
織

機
を
二
一
三
里
四
方
の
農
村
に
も
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
の
材
料
を

向
宅
で
仕
上
げ
、
そ
の
麻
糸
と
綿
糸
を
自
ら
染
色
す
る
』
（
…
七
八
二

⑬年
）
。
以
上
の
引
用
か
ら
次
の
二
点
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
紡
糸
工
程
は
通
常
、
織
元
の
経
営
内
に
包
摂
ざ
れ
て
お
ら

ず
、
織
元
は
農
村
市
場
（
も
し
く
は
後
述
の
如
く
都
箭
菊
。
砂
鉢
の
栴
場
）

に
お
い
て
そ
の
必
要
と
す
る
織
糸
を
購
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
毛
織

物
工
業
に
あ
っ
て
は
紡
績
・
織
布
の
両
工
程
は
同
一
資
本
に
よ
り
兼

営
さ
れ
る
の
を
常
と
し
た
の
に
対
し
て
、
農
村
綿
織
物
工
業
の
場
合

に
は
、
1
そ
し
て
恐
ら
く
は
後
述
の
都
市
綿
織
物
工
業
の
場
合
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

一
両
者
の
明
確
な
社
会
的
分
化
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
玉
兎
さ
れ
る
。

第
二
に
、
織
元
が
自
己
の
直
営
作
業
場
で
遂
行
す
る
の
は
染
色
、
整

　
　
　
　
⑮

経
の
二
工
程
の
み
で
あ
り
、
基
幹
工
程
た
る
織
布
・
は
、
全
内
的
に
問

屋
制
前
貸
に
よ
っ
て
、
外
部
の
家
内
織
布
工
に
委
託
さ
れ
た
こ
と
で
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あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
綿
織
物
業
者
の
経
営
規
模
は
ど
の
程
度
で
あ

っ
た
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ゴ
ワ
の
覚
書
の
記
述
は
貧
弱
な
の
で
、

織
元
の
遺
産
臼
録
に
も
と
つ
く
P
・
ダ
ル
デ
ル
の
検
証
結
果
に
頼
る

こ
と
に
す
る
。
　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
弓
d
O
ひ
①
。
在
の
聞
屋
織
元
壼
ρ
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

、
o
び
窪
創
。
。
の
勲
爵
9
ω
δ
顎
貯
σ
畳
8
9
簿
。
。
の
所
有
す
る
生
産
用
具
は
、

通
常
、
回
転
式
撚
糸
機
一
、
整
経
A
旦
、
糸
巻
き
設
置
A
旦
、
糸
巻

ぎ
二
一
三
〇
〇
、
染
色
用
の
大
聾
心
～
二
、
同
じ
く
大
桶
三
－
五
、

イ
ン
ジ
ゴ
圧
搾
機
一
か
ら
な
り
、
金
額
に
し
て
，
一
七
六
五
年
に
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

五
…
二
二
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
何
よ
り
も
注
済
さ
れ
る

　
　
　
う
　
　
へ
　
　
あ
　
　
も
　
　
も

の
は
、
織
機
無
所
有
の
事
実
で
あ
っ
て
、
織
布
工
程
が
も
っ
ぱ
ら
下

請
に
だ
さ
れ
、
か
つ
殆
ど
常
に
直
接
生
産
者
た
る
家
内
織
布
工
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
織
機
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
事
実
を
潜
碧
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
農

村
問
屋
織
元
は
各
々
、
一
、
三
、
五
、
七
人
の
織
布
工
を
、
恐
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
よ
り
多
数
の
織
布
工
を
そ
の
支
配
下
に
お
い
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、

こ
の
き
わ
め
て
重
要
な
点
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
遺
産
臼
録
は

詳
細
な
記
載
を
欠
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
工
業
検
察
官
．
ハ
ル
ビ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

切
望
黛
震
の
覚
書
（
一
七
胤
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
く
く
簿
。
酵
在
住
の
閉

屋
織
元
は
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
、
五
〇
、
四
〇
、
二
〇
、
一
五
、
一
〇
、

八
、
六
台
の
織
機
を
鋤
か
せ
て
お
り
、
ま
た
周
辺
の
》
＝
o
鐸
く
鰻
聾

＜
鉱
臨
ゆ
藁
Φ
づ
．
簑
ρ
＜
Φ
婁
三
＝
①
等
の
農
村
に
住
む
織
元
に
つ
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
七
〇
、
八
○
、
三
〇
、
四
〇
、
二
〇
、
一
〇
台
の
織
機
が

数
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
か
な
り
誇
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
し
か
し
農
村
の
織
元
の
経
営
規
模
が
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、

最
上
麟
に
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
織
布
工
を
家
内
労
働
者
と
し
て
雇

用
す
る
大
問
屋
織
元
が
分
解
さ
れ
て
い
た
事
実
は
容
易
に
推
察
し
う

る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
そ
う
し
た
大
織
元
の
中
で
も
例
外
的
に
臣
大

で
あ
っ
た
有
名
な
ル
・
メ
テ
イ
ェ
ピ
Φ
主
簿
竃
巽
の
経
営
内
容
を
、

　
　
　
　
⑳

ゴ
ワ
の
覚
書
に
よ
っ
て
描
写
し
て
み
よ
う
。
畷
く
簿
。
け
北
方
六
キ
ロ

の
顕
鎧
8
学
o
Q
ω
ヨ
¢
ω
島
賢
。
Φ
に
窪
む
こ
の
臣
大
織
元
は
、
一
人
で

二
五
〇
台
も
の
織
機
を
動
か
し
、
シ
ャ
ム
織
そ
の
他
の
製
造
の
た
め

に
多
数
の
紡
女
工
を
含
む
約
二
五
〇
〇
入
の
労
働
者
を
働
か
せ
て
い

た
。
と
こ
ろ
で
『
彼
は
、
自
宅
に
は
そ
の
織
機
を
一
台
も
も
た
ず
、

そ
れ
ら
は
付
近
の
農
村
に
分
散
し
て
い
る
。
　
彼
は
毎
週
、
於
く
簿
○
け

の
週
市
で
麻
糸
と
、
綿
糸
と
を
購
入
す
る
が
、
そ
の
上
一
里
四
方
以
上

の
地
域
に
綿
を
与
え
て
紡
が
せ
、
何
入
を
も
拒
ま
な
い
。
彼
は
自
宅

で
材
料
を
準
備
し
、
麻
糸
と
綿
糸
を
染
色
し
、
経
糸
を
整
え
さ
せ
る
。

彼
は
よ
く
整
っ
た
脊
色
用
の
大
桶
二
〇
と
二
つ
の
鍋
を
も
ち
、
最
大

の
秩
序
が
そ
の
工
場
を
支
配
し
て
い
る
。
彼
は
毎
週
拶
。
〈
窪
の
公
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業革命以前におけるノルマソデ．S綿業の構造（擦部）

設
市
場
へ
そ
の
商
晶
を
運
ば
せ
る
が
、
更
に
こ
れ
と
は
別
に
、
土
地

を
同
様
に
巧
妙
に
経
営
し
て
い
る
』
（
一
七
八
二
年
）
。
こ
こ
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、
準
備
工
程
の
一
部
（
染
色
・
整
経
）
の
集
中
職
場
経
鴬
と
、

織
布
工
程
へ
及
び
ま
れ
に
羅
綾
工
程
）
の
晒
屋
欄
前
貸
経
営
と
の
結
合
、

さ
ら
に
こ
う
し
た
工
業
経
営
と
所
有
地
ま
た
は
小
作
地
で
の
農
業
経

　
　
　
　
⑳

営
と
の
結
合
は
、
菓
部
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
の
農
村
綿
織
物
業
に
一
般
的

に
認
め
ら
れ
る
経
営
形
態
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
上
述
の
ご
と
く
、
農
村
織
布
業
の
経
営
形
態
と
し
て
前
貸
間

性
鋼
が
支
配
的
と
み
え
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
問
屋
制
の
支
配
下
．

に
あ
る
下
請
生
産
者
一
家
内
織
布
工
の
両
極
分
解
の
中
か
ら
小
規
模

な
が
ら
資
本
制
的
協
業
規
模
を
も
つ
作
業
場
（
マ
一
「
ユ
フ
ァ
ク
チ
ャ
）

が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
直
接
生

産
者
た
る
農
村
織
布
工
も
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
、
問
屋
織
元
と
同
様

農
業
経
営
を
兼
ね
営
ん
で
い
た
が
、
ダ
ル
デ
ル
は
こ
の
土
地
経
営
規

模
の
観
点
か
ら
彼
ら
の
分
解
を
立
証
し
た
。
彼
は
遺
産
目
録
に
も
と

づ
い
て
、
ヒ
d
o
｝
げ
①
o
地
方
の
農
民
一
織
布
工
一
ρ
ぴ
。
霞
①
癖
為
富
ω
震
ρ
昌
α

を
表
壌
の
こ
セ
三
つ
の
藩
に
区
分
す
る
・
あ
嚢
ら
・
一
七

〇
二
i
四
三
年
の
間
に
③
の
範
疇
の
織
布
工
、
即
ち
「
農
村
に
住
み
、

主
に
工
業
労
働
で
生
活
し
、
付
随
的
に
収
穫
期
に
農
作
業
に
従
事
し
、

土
地
耕
作
か
ら
は
何
ら
の
直
接
的
利
益
も
引
き
出
さ
ず
、
織
機
以
外

に
全
然
何
も
所
有
し
な
い
労
働
者
層
」
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
を
君
取

し
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
農
業
藍
土
地
経
営
か
ら
完
全
に
遊
離
し
た

織
布
工
の
比
率
は
十
八
世
紀
末
に
は
一
層
増
煽
し
て
い
る
。
し
か
し

裂1　Bolbec地方農民膚の購成とその進化

享業農罠
綿　織　業　兼　営　者

①2acres以上②2acres未満③非土地経鴬
時　期　別

3
1
1
1
2

3
婿
6

4
　
　
8
　
　
4

50

T4

R2

1693－1702年

1743－1750年

1777－1786年

〔傭考〕　①は通例3－6acresを経営し，

　の牝牛をもつ。
2頭以上の牝牛を駈有．②は2頭

な
が
ら
、
こ
う
し
た
分
解
を
は
ら
み
つ

つ
も
、
織
布
工
上
層
の
経
営
規
模
は
、

家
族
労
働
を
主
体
と
す
る
小
営
業
の
形

態
を
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

彼
ら
の
所
有
す
る
織
機
の
台
数
は
大
抵

の
腸
A
三
一
二
台
で
あ
り
、
ま
れ
に
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

－
四
台
に
達
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
織
布

工
の
作
業
場
内
に
資
本
制
的
協
業
が
一

般
的
に
成
立
し
た
と
み
る
こ
と
は
蓮
華

で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
家
内
織
布
工
か

ら
独
立
小
織
元
へ
の
再
転
化
は
し
ば
し

ば
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
小
織

、
元
の
経
営
的
上
昇
は
本
節
で
分
析
し
て

き
た
よ
う
な
問
屋
織
元
へ
の
方
向
を
た

ど
る
以
外
に
は
あ
η
え
な
か
っ
た
の
で
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あ
る
。

①
や
0
9
乙
⑦
ご
鵠
韓
。
建
Φ
畠
曝
。
ぴ
。
。
儒
。
切
。
ユ
σ
Q
ぎ
㊦
ω
艶
鑓
郎
ゆ
ぐ
こ
壁

　
b
◇
噂
い
O
O
O
ヨ
諺
①
器
Φ
O
け
一
．
凶
雛
α
篇
ω
¢
δ
ρ
切
O
一
げ
㊦
O
ρ
く
ρ
訂
汁
一
設
8
↓
噴
…
Q
o
b
δ
．

②
　
誇
同
畠
■
α
曾
■
o
D
㊦
ぎ
㊦
－
藁
葺
諄
一
ヨ
ρ
ρ
一
①
。
。
■
掛
霞
叶
ω
9
。
・
白
面
き
貯
。
ε
同
＄

　
伽
O
一
飴
O
①
ロ
⑩
触
目
一
搾
①
◎
Φ
労
O
自
⑦
図
y

③
コ
ー
地
方
に
於
て
、
綿
麻
交
織
の
シ
ャ
ム
織
製
造
が
記
録
に
現
わ
れ
る
の
は
一

　
七
二
七
一
八
年
で
あ
る
》
器
ダ
α
ε
．
o
D
．
－
属
・
ρ
浅
ρ
ゆ
3
窪
創
。
ω
，
竃
感
冒
－

　
｛
騨
O
酔
自
脱
①
ω
。

④
。
搾
O
鍵
号
ど
。
め
●
o
罫
－
娼
唱
顧
昌
甲
二
N
．
原
表
は
工
業
検
察
官
の
検
査
織

　
物
反
数
に
つ
い
て
の
年
・
次
報
告
に
も
と
づ
い
て
ダ
ル
デ
ル
が
作
成
。
な
お
、
　
一
七

　
八
一
年
の
数
値
は
、
儒
愚
性
が
乏
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
鼠
．
瞑
げ
置
二
や
潔
．

⑤
≧
畠
●
堅
戸
鷲
よ
＄
壁
霧
伽
・
ω
罷
ゆ
8
ω
獄
σ
ユ
ρ
鼠
⑦
。
…
酔
℃
蒜
ω
①
馨
曾
ω

　
節
自
×
げ
山
話
㊤
嘗
翼
O
㊦
く
一
ω
罫
①
：
■
…
℃
霞
O
o
ざ
嵩
Q
◎
軽
．

⑥
≧
。
ダ
コ
界
讐
。
累
9
ぎ
ω
℃
⑦
。
註
。
溢
曾
置
O
g
曾
巴
津
①
α
。
図
。
愚
鈍

、
聞
誤
－
蕊
幽
即
ち
、
こ
の
二
年
闘
に
、
労
。
耀
魯
と
郊
外
の
十
二
の
ギ
ル
ド
が
生
産

　
し
た
綿
織
物
が
二
二
八
、
霊
六
鴛
反
、
農
村
の
織
元
が
生
産
し
た
も
の
四
六
菰
A

　
一
九
九
反
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

⑦
武
本
竹
生
フ
ル
マ
ン
デ
ィ
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
形
成
過
程
」
（
井

　
上
幸
治
編
・
前
掲
書
．
所
蚊
）
。

⑧
・
遠
藤
・
前
掲
論
文
。

⑨
．
⑩
⑪
　
叢
叢
．
舜
ρ
閃
這
3
P
竃
仙
ヨ
。
冨
傭
。
一
、
一
一
日
ω
℃
。
g
㊦
鷲
○
ミ
（
一
b
。

　
図
δ
〈
．
ミ
。
。
b
Q
）
■

〔
⑫
　
〉
同
巳
ピ
類
薗
鉾
緊
ゆ
一
も
。
①
c
随
樋
竃
①
ヨ
。
一
屋
岱
①
O
o
団
（
嵩
念
ρ
嵩
◎
。
刈
）
’

⑬
　
》
苫
｝
野
き
暮
●
勺
嵩
＄
9
ン
ま
ヨ
．
9
0
0
ざ

⑭
　
⇔
固
吋
O
⑦
ど
O
唱
。
O
詳
こ
℃
℃
．
0
掛
①
㊦
．
　
エ
ル
ブ
ゥ
フ
の
上
質
毒
識
物
工
業
に
っ

　
い
て
は
、
　
o
播
轡
国
螢
讐
。
芝
曝
切
一
ぴ
①
焦
血
嬬
門
ぎ
σ
q
夢
㊦
円
⑦
く
。
貯
鉱
。
昌
p
『
畷

　
℃
⑦
ユ
。
倉
一
㊤
⑪
野
℃
℃
■
b
σ
？
ω
Q
。
．
　
な
お
、
後
鴇
述
の
都
市
の
親
方
織
元
が
自
ら
紡
糸

　
工
程
を
営
ん
だ
か
否
か
に
つ
い
て
は
確
証
が
な
い
。
　
こ
こ
で
は
、
涛
。
篇
㊦
鄭
綿
糸

　
市
場
の
盛
況
ぶ
り
（
本
稿
七
九
頁
参
照
）
か
ら
推
し
て
、
織
元
は
通
例
、
既
製
の
織

　
糸
を
糸
尾
入
ま
た
は
紡
糸
工
か
ら
買
入
れ
た
も
の
と
一
応
考
え
て
お
き
た
い
。

⑮
整
経
、
漂
白
作
業
が
二
軍
の
織
布
工
に
委
託
さ
れ
織
元
は
も
っ
ぱ
ら
前
貸
業
務

　
の
み
を
遂
行
す
る
場
合
も
時
折
み
ら
れ
た
。
】
）
窪
儒
。
訓
。
噂
．
》
o
一
戸
や
⑩
メ

．
⑯
H
ぴ
乙
二
電
噛
⑩
？
㊤
。
。
・

⑰
　
H
三
α
こ
や
．
の
G
。
●
問
堅
織
元
が
数
台
の
織
機
を
飯
有
し
、
自
己
の
作
業
樹
で
織

　
ら
せ
た
例
は
、
　
一
七
三
一
、
四
六
年
に
各
｝
例
を
数
え
る
の
み
。
圏
み
に
、
織
布

　
工
へ
の
糸
の
引
渡
し
と
製
品
の
回
収
と
は
、
前
貸
仲
立
人
や
。
詳
①
賃
を
介
し
て

　
間
接
的
に
行
わ
れ
る
の
を
常
と
し
た
。

⑱
H
げ
乙
二
や
δ
ρ

⑲
竃
①
ヨ
。
騨
。
9
二
濤
鷺
g
。
蒋
切
錠
σ
瞬
き
（
〉
艮
O
げ
璽
　
鵠
曽
け
．
　
団
圏
騒
　
刈
軽
¢
　
》
）

　
o
一
ダ
リ
錠
伽
Φ
『
o
℃
．
9
げ
こ
唱
’
ち
O
p
b
o
．

⑳
≧
。
搾
塗
f
笠
腫
①
q
O
し
ま
日
璽
側
①
O
畠
．

⑳
　
　
『
農
村
の
織
元
の
大
部
分
は
彼
ち
が
所
有
藩
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
借
地
人
で

　
あ
る
農
地
を
経
営
し
て
い
る
。
農
作
業
の
時
期
、
と
り
わ
け
収
獄
期
に
は
、
多
数

　
の
労
働
者
が
織
機
を
離
れ
、
紡
女
工
は
か
れ
ら
の
紡
績
を
中
断
す
る
』
（
｝
七
八

　
七
）
。
》
種
。
群
昌
暮
．
翌
障
一
ω
①
9
窯
①
ヨ
．
α
o
O
o
団
．

㊧
　
U
碧
α
巴
．
o
や
。
一
げ
こ
唱
℃
■
㊤
◎
。
あ
Φ
に
董
つ
い
て
作
成
。
，

⑬
　
H
σ
誌
．
ザ
℃
．
8
。

⑳
　
困
σ
乙
こ
唱
’
ゆ
。
。
．
若
干
の
織
布
工
は
織
機
の
他
に
、
緯
糸
管
巻
き
具
、
整
経
用

　
具
と
糸
繰
車
を
所
有
す
る
。
H
三
島
二
℃
幽
㊤
8
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三

　
　
　
前
節
に
お
い
て
我
々
は
、
十
八
世
紀
後
半
期
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ン

　
　
デ
」
農
村
へ
の
綿
織
物
工
業
の
め
ざ
ま
し
い
拡
散
を
の
べ
た
。
だ
が
、

　
　
そ
の
際
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
な
お
、
切
。
器
⇔

　
　
郵
税
管
区
の
指
定
検
査
所
へ
搬
入
さ
れ
る
綿
織
物
の
約
三
分
の
一
は

　
　
都
市
切
8
窪
の
織
元
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で

　
、
は
こ
の
都
市
の
織
元
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
経
営
形
態
お
よ
び
歴

　
　
史
的
性
格
を
有
す
る
社
会
層
で
あ
っ
た
か
。

鋤㈱
　
　
ま
ず
、
当
面
の
段
階
に
お
け
る
都
門
菊
○
器
昌
の
ギ
ル
ド
制
の
構

縫
　
造
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
口
○
雌
窪
の
「
手
工
業
組
合
」

明離
　
o
O
二
胡
ζ
昌
騨
暮
。
ω
α
、
9
詳
ω
簿
ヨ
Φ
怠
Φ
誘
の
…
数
は
、
　
一
七
七
五
一
七
六

噺　
　
年
に
は
八
五
に
達
し
た
が
、
ご
七
七
八
年
二
月
の
ギ
ル
ド
再
編
令
に

デ

圃
・
・
て
整
翠
統
合
が
行
わ
れ
、
三
七
組
倉
な
・
や
い
楽
士

〃
　
の
主
題
と
関
係
の
深
い
五
ワ
の
組
合
を
え
ら
び
患
し
、
各
組
合
の
親

幡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ピ
タ
シ
オ
ン

細
　
，
方
数
、
親
方
加
入
料
の
金
額
お
よ
び
組
合
の
人
頭
税
負
担
額
を
表
示

騰
乳
ば
、
表
勧
の
・
之
竃
・
の
表
に
・
・
て
、
が
っ
て
繁
栄

糊
を
誇
っ
た
毛
務
難
A
口
（
ヨ
ー
げ
窪
．
．
叩
貯
σ
．
．
．
磐
搾
．
，
．
．
．
㊤
℃
．
母
．
。
）
が
田

川
　
し
い
衰
退
を
蒙
っ
た
こ
と
、
反
対
に
綿
・
麻
織
物
業
組
合
（
鍵
葺
ぎ
震
商

号
慧
窮
）
と
絹
織
物
業
組
合
（
饗
。
・
。
・
§
。
・
益
霧
幽
酵
一
鶏
暮
霊
、
ぎ
頃
9

紆
ω
9
¢
）
と
が
、
織
物
業
者
中
の
二
大
勢
力
に
の
し
上
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
後
者
の
二
組
合
の
存
在
形
態
を
ま
ず

検
討
し
、
つ
い
で
そ
れ
ら
と
染
色
業
組
合
お
よ
び
卸
売
商
人
組
合
と

表2　Rouen市繊維関係ギルドの比較

capitation課税額

177眸11787年
親方加入料i親方数
・779刷1775年1 1787年

業 種　別

　livres
　　500

3255

4315

1385

36592

　livres
　　572

3304

3650

1478

33859

　　25

277

563

　　se

1135

　　36

336

408

　　73

1167

1ivres
300

3eo

200

300

600

者
春
西
春
商

　
　
メ
く

業
業
嚇
業
物

あ
あ
　
　

ル
ぼ
　
ギ
　
　
ゆ

渓
黄
麻
色
二

野
膨
鯨
騨

毛
絹
綿
染
小

の
関
係
に
論
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
商
業
会
議

　
　
　
　
③

所
で
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
七
三
二

年
に
幻
○
器
ゆ
市
の
綿
・
麻
織
物
業

組
合
は
、
ニ
ニ
九
名
の
親
方
と
一
五

五
六
台
の
動
い
て
い
る
織
機
お
よ
び

一
八
0
台
の
動
い
て
い
な
い
織
機
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ヨ
ブ
　
ル

含
み
、
ま
た
布
の
郊
外
と
場
末
町
に

は
、
別
に
二
八
一
人
の
親
方
、
ニ
ニ

一
〇
台
の
操
業
中
の
織
機
と
一
六
八

台
の
遊
休
織
機
が
存
在
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。
　
即
ち
、
菊
○
¢
①
昌
市
の
親

　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も

方
一
人
に
つ
き
平
均
七
－
八
台
の
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

機
が
、
郊
外
の
親
方
一
人
に
つ
き
平

へ均
五
台
の
織
機
が
存
在
し
た
こ
と
に
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な
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
五
〇
年
三
の
一
七
八
工
年
に
な
る
と
、
都

市
ギ
ル
ド
手
工
業
の
生
産
規
摸
は
、
農
村
工
業
の
熾
烈
な
競
争
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
か
わ
ら
ず
、
顕
著
な
拡
大
を
み
せ
て
い
る
。
前
記
ゴ
ワ
の
覚
書
に

よ
れ
ば
、
こ
の
年
凶
○
目
窪
市
内
に
は
三
一
六
人
の
絹
織
物
業
者
と

四
一
一
人
の
綿
・
麻
織
物
業
者
と
が
い
た
が
、
こ
の
二
組
合
は
同
じ

製
品
を
生
産
し
う
る
の
み
な
ら
ず
絹
鉱
山
を
作
る
親
方
は
ご
く
少
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
も

で
あ
っ
た
か
ら
、
両
者
を
一
括
し
て
綿
織
物
業
者
と
呼
ん
で
差
支
え

な
い
。
な
お
こ
れ
と
は
別
に
場
末
町
と
郊
外
に
一
〇
の
小
組
合
が
あ

り
、
一
八
○
名
の
親
方
を
数
え
た
か
ら
、
親
方
総
数
は
九
〇
七
人
と

な
る
。
　
一
七
八
七
年
に
は
親
方
数
は
さ
ら
に
増
加
し
て
一
二
五
〇
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

（
内
、
綿
・
麻
織
物
業
春
叶
○
難
Φ
誘
が
九
七
三
名
）
と
な
っ
た
。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
次
の
記
述
で
あ
る
。
　
『
こ
れ
ら
の
親
方
の
中
に
は
、

良
己
の
計
算
で
働
く
資
力
が
な
い
た
め
に
、
彼
ら
を
雇
用
す
る
親
方

の
た
め
に
単
な
る
労
働
者
と
し
て
働
く
に
す
ぎ
な
い
者
が
若
干
存
在

　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
』
（
一
七
八
二
年
）
。
ま
た
一
七
八
七
年
に
つ
い
て
も
、
『
こ
の
数

（一

�
ﾜ
〇
人
）
の
中
に
は
、
自
ら
の
計
算
で
製
造
さ
せ
る
資
力
が
な

い
の
で
他
の
親
方
の
計
算
で
働
い
て
い
る
親
方
が
少
な
く
と
も
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

○
人
は
見
出
さ
れ
よ
う
』
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
綿
織
物
業

組
合
の
内
部
に
お
い
て
、
独
立
小
営
業
者
紅
親
方
織
元
の
分
解
が
進

行
し
、
閣
虚

威
前
貸
人
た

る
富
裕
な
親

方
と
、
そ
の

前
貸
を
受
け

表3　ROuen綿麻韓毛物

　業親方のcapitation
　護果税額SIJ（王783年）

課税翻1｝ 親方数

45－491ivres 1

40一嘆4 1

35－39 0

30－34 0

25－29 8

20－24 24

15－19 38

10－14 74

5－9 93

2－4 81

21ivres未満 77

合　　計 い97

て
働
く
下
講
親
方
と
が
遠
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
分
解
の
規
模

と
形
態
を
一
層
明
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
各
親
方
の
織
機
所
持

台
数
お
よ
び
雇
用
労
働
煽
動
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
遺
憾
な

が
ら
幻
○
仁
①
降
に
つ
い
て
は
そ
の
た
め
の
史
料
を
見
出
し
え
な
い
。

こ
こ
で
は
、
各
親
方
の
経
済
的
地
位
（
版
入
額
）
を
お
お
よ
そ
の
所
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

示
す
る
と
み
ら
れ
る
「
人
頭
税
」
。
p
鳳
＄
怠
。
昌
課
税
額
の
分
布
を
み

’
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
方
織
元
の
階
層
分
化
が
著
し
く
進
行
し
て
い

た
事
実
を
確
認
し
う
る
に
と
ど
ま
る
（
表
3
参
照
）
。

　
次
に
、
こ
れ
ら
親
方
織
元
の
経
営
内
容
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て

調
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
注
意
さ
る
べ
き
は
、
彼
ら
の
経
営
に
お
い
て

小
規
模
な
が
ら
織
布
工
程
の
集
中
作
業
場
が
し
ば
し
ば
存
在
し
た
こ

　
　
　
⑨

と
で
あ
る
。
　
即
ち
、
舞
魯
巽
ま
た
は
σ
o
鼻
δ
鶉
①
と
呼
ば
れ
る
親

方
の
作
業
場
の
中
に
、
八
人
か
ら
一
〇
人
、
ま
れ
に
一
五
、
六
人
の

織
布
労
働
老
が
集
合
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
一
－
二
人
の
徒
弟
、
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魏…業革：命以構におζ．ナるノルマソディ欝1｝i業の達韓造（綴藻～）

若
干
名
の
糸
巻
工
ら
と
共
に
働
い
て
い
た
。
我
々
は
こ
れ
を
、
な
お

三
世
的
な
が
ら
賃
労
働
者
に
よ
る
協
業
を
中
核
と
す
る
資
本
舗
的
作

業
場
（
呵
、
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
）
と
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

れ
ら
作
業
場
の
規
模
は
な
お
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で

は
親
方
自
身
と
そ
の
妻
も
、
し
ば
し
ば
彼
ら
の
労
働
巻
と
と
も
に
鋤

　
　
　
　
　
⑩

い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
ギ
ル
ド
親
方
の
職
場
内
に
数
台
の
織
機
が

設
既
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
十
七
、
八
世
紀
を
通
じ
て
ア
ミ
ア
ン
、

ア
ブ
ヴ
ィ
ル
、
ボ
ー
ヴ
エ
ー
、
リ
ー
ル
な
ど
の
有
力
な
毛
織
物
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

都
市
に
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
所
で
あ
り
、
け
っ
し
て
十
八
世
紀
後

半
期
に
特
有
な
現
象
で
は
な
い
。
十
八
世
紀
後
半
期
を
特
徴
づ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
も

も
の
は
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
特
権
都
市
の
親
方
織
元
上
馬
が
そ
の
経
営

の
重
点
を
周
辺
農
村
に
拡
散
し
た
家
内
織
布
工
に
対
ず
る
問
屋
制
前

貸
支
配
へ
と
決
定
約
に
移
行
せ
し
め
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

前
記
ゴ
ワ
の
覚
書
が
、
　
『
都
市
切
象
窪
の
大
部
分
の
織
元
は
彼
ら

の
織
機
を
六
、
七
、
八
里
四
方
に
及
ぶ
農
村
に
も
っ
て
い
る
。
』
（
一
七

　
　
⑰
．

八
二
年
）
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
右
の
事
実
を
示
唆
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
都
市
の
織
元
の
い
く
人
か
は
、
そ

の
使
用
す
る
糸
を
離
塁
で
、
青
ま
た
は
イ
ン
ド
赤
に
染
色
す
る
が
、

切
。
器
葺
市
に
は
他
に
羊
毛
・
麻
・
綿
の
親
方
挺
染
色
業
者
欝
鉱
貯
①
。
・
－

悼
①
一
等
弩
富
謎
八
○
人
が
お
り
、
商
人
お
よ
び
織
元
の
た
め
に
染
色
を

行
っ
て
い
る
。
こ
の
染
色
業
者
は
ま
た
織
物
の
仕
上
の
た
め
の
艶
出

し
機
。
鉱
ρ
衆
岸
窃
を
も
所
有
し
て
お
り
、
口
○
自
Φ
洋
内
で
染
色
と
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

上
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
は
四
五
〇
人
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
更
に

『
ヵ
○
藷
⇒
の
場
末
町
と
郊
外
に
は
三
〇
人
の
漂
白
業
者
。
霞
§
a
9
ρ

げ
ぎ
戸
。
三
。
。
ω
窪
誘
が
お
り
、
　
シ
ャ
ム
織
と
綿
布
を
漂
白
し
、
　
こ
の

切
○
直
。
昌
の
製
造
業
が
作
り
だ
す
綿
織
物
と
錦
織
の
仕
上
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
漂
白
業
者
は
主
に
、
幻
○
器
降
か
ら
一
里
の
、
こ

れ
ら
の
作
業
に
き
わ
め
て
好
適
な
草
地
と
漢
流
の
あ
る
認
霞
○
聲
β
①

の
谷
に
分
散
し
て
い
る
。
彼
ら
は
二
〇
〇
人
の
労
働
者
に
仕
事
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

え
る
こ
と
が
で
き
る
臨
（
一
七
八
二
年
）
。
以
上
の
叙
述
か
ら
、
都
市
の

親
方
織
元
は
、
整
経
・
織
布
工
程
を
あ
る
い
は
直
営
作
業
場
で
、
あ

る
い
は
問
屋
欄
家
内
労
働
の
形
態
で
遂
行
す
る
の
み
で
、
そ
の
他
の

諸
工
程
は
一
染
色
の
場
合
は
し
ば
し
ば
、
漂
樹
・
仕
上
工
程
は
常

に
一
専
…
門
の
業
者
に
委
託
し
て
行
な
わ
せ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

　
こ
れ
ま
で
私
は
、
都
市
の
織
元
層
を
ギ
ル
ド
の
親
方
織
元
に
限
定

し
て
考
察
し
て
き
た
。
次
に
都
市
の
卸
売
商
人
騒
と
綿
織
物
工
業
と

の
関
係
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
都
市
商
人
層
こ
そ
、
H

・
セ
ー
が
北
部
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
農
村
繊
維
工
業
の
組
織
者
、
推
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⑯

進
者
と
し
て
つ
と
に
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
国
に
お
い

　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

て
は
一
般
に
、
都
市
ギ
ル
ド
を
寡
頭
専
制
的
に
支
配
し
つ
つ
農
村
工

業
の
庸
由
な
展
開
を
お
し
と
ど
め
る
前
期
的
商
人
層
と
規
定
さ
れ
て

き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
二
見
解
は
、

都
市
大
商
人
層
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
の
評
価
を
全
く
異
に
し
つ

つ
も
、
都
市
商
人
の
多
く
が
問
屋
織
元
た
る
資
格
を
か
ね
具
え
る
曾
と

み
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
果
し
て

何
ら
の
異
論
の
余
地
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
視
野
を
東
部
の
ノ
ル

マ
ソ
デ
ィ
に
限
る
な
ら
ば
、
ま
ず
特
権
都
市
菊
○
器
出
に
は
、
表
2
に

み
ら
れ
る
如
く
、
「
小
掛
物
商
・
金
物
商
」
臼
霧
O
げ
露
α
ω
津
巽
9
巽
μ

ゆ
巳
⇔
＄
艶
一
巽
ω
と
呼
ば
れ
る
卸
売
商
人
の
ギ
ル
ド
が
存
在
し
た
。
そ

れ
は
一
七
七
五
年
に
親
方
数
一
一
六
七
人
、
　
「
人
頭
税
し
納
税
額
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

も
全
ギ
ル
ド
の
納
付
総
額
の
約
四
割
を
し
め
る
と
い
う
、
飛
び
ぬ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
タ
チ
4
ウ
⑱

て
富
裕
な
組
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
組
合
規
約
に
よ
れ
ば
、
こ
の
卸
売

商
人
層
は
、
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
彼
ら
が
卸
売
ま
た
は

小
売
す
る
商
品
に
装
飾
を
く
わ
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

彼
ら
の
卸
売
業
は
織
物
、
皮
製
吊
、
鉄
製
晶
、
金
物
類
そ
の
他
に
わ

た
り
、
十
八
世
紀
に
は
そ
れ
に
原
棉
と
綿
糸
o
o
け
。
霧
。
膨
び
ρ
二
。
目

塗
雰
が
無
わ
っ
た
。
こ
の
組
合
に
國
○
餌
魯
の
最
も
裕
福
な
商
人
が

多
数
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
組
合
員
の
半
数
が
二
〇
り
ー
ヴ
ル
以

上
、
最
高
二
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
い
う
高
額
の
人
頭
税
を
納
付
し
て
い

⑲た
こ
と
か
ら
も
推
察
し
う
る
。
菊
8
①
昌
に
は
さ
ら
に
い
ま
一
つ
、
厳

密
な
意
味
で
の
ギ
ル
ド
を
構
成
し
な
い
「
卸
売
商
人
」
導
鴛
。
げ
欝
⇔
α
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

①
⇔
σ
q
目
8
L
嵐
σ
q
o
。
㌶
馨
ω
が
存
在
す
る
。
こ
の
組
合
に
は
種
類
の
如

何
を
問
わ
ず
商
品
を
卸
売
し
、
店
舗
も
露
店
の
売
勲
も
も
た
ぬ
す
べ

て
の
人
々
が
含
ま
れ
る
（
、
一
七
八
七
年
に
一
五
五
人
）
。
彼
ら
の
経
済
約

地
位
は
け
っ
し
て
一
様
で
は
な
く
、
地
方
商
業
に
も
っ
ぱ
ら
従
事
す

る
者
も
あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
諸
州
お
よ
び
外
国
と
の
取
引
に

従
事
す
る
老
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
特
権
都
市
の
商
人
層
は
、
原
料
随

綿
花
の
供
給
と
製
品
の
販
路
と
を
掌
中
に
収
め
つ
つ
流
通
過
程
か
ら

遮
断
さ
れ
た
都
市
お
よ
び
農
村
の
小
生
産
者
を
下
請
職
人
た
ら
し
め

　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
た
と
通
例
説
か
れ
て
お
り
、
私
自
身
も
か
つ
て
そ
う
書
い
た
こ
．

と
が
あ
る
が
、
し
か
し
語
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
「
商
人
の
生
産

支
配
」
は
、
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
業
に
関
す
る
限
り
一
般
的
現
象
で
は

な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
紡
績
工
程
と
織
布
工

程
と
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
確
か
に
、
資
力
の
乏
し
い

紡
糸
工
は
し
ば
し
ば
特
定
の
商
人
か
ら
原
棉
を
儒
用
買
し
て
、
そ
の

商
人
の
た
め
に
紡
い
だ
の
で
あ
り
、
ま
た
商
人
に
対
し
て
多
か
れ
少
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⑫

な
か
れ
債
務
を
負
う
。
し
か
し
、
棉
花
商
が
自
己
の
費
用
と
危
険
に

お
い
て
紡
が
せ
る
と
い
う
、
本
来
の
意
味
で
の
問
屋
制
前
貸
支
配
は

け
っ
し
て
綿
紡
績
業
の
全
面
を
お
お
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
我
々

は
問
屋
制
支
配
下
の
紡
糸
工
と
並
ん
で
、
商
人
か
ら
必
要
な
綿
を
買

入
れ
、
肖
己
の
計
箪
で
加
工
し
た
後
販
売
す
る
独
立
紡
糸
工
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
も
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
　
『
綿
は
男
o
q
①
⇒
で
は
か
な
り

豊
富
で
あ
り
、
民
衆
は
紡
ぐ
た
め
に
容
易
に
綿
の
売
り
手
を
見
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
が
で
き
る
』
（
一
七
六
七
年
）
。
『
綿
は
非
常
に
廉
価
で
あ
る
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

そ
の
た
め
に
紡
女
工
は
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
高
く
彼

も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

ら
の
糸
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
糸
を
全
く
購
入
し
よ

う
と
し
な
い
商
人
や
織
元
す
ら
大
勢
い
る
』
（
一
七
六
八
年
）
。
他
方
、

織
布
工
程
に
お
け
る
商
入
と
織
元
u
生
産
者
と
の
関
係
は
、
依
然
と

し
て
売
買
当
事
者
間
の
関
係
で
あ
っ
て
、
商
人
の
支
配
は
原
則
と
し

て
生
産
過
程
の
内
部
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
角

度
を
か
え
て
、
綿
織
物
工
業
の
流
通
機
構
の
視
点
か
ら
右
の
点
を
明

確
に
し
て
行
き
た
い
。

①
国
．
匿
男
震
ρ
ξ
聲
ピ
①
ω
8
讐
ヨ
自
爵
募
蜜
恥
、
霞
錺
簿
諺
①
鉱
⑦
出
席

　
謁
。
端
㊦
轟
　
窪
　
メ
く
護
冒
　
。
。
譲
9
①
　
（
b
ご
三
一
簿
ぎ
　
9
鍔
ω
o
o
綜
蒜
　
二
四
⇔

　
喚
①
ヨ
⊆
冨
餓
0
5
　
轟
ロ
　
O
O
日
ヨ
震
O
O
　
簿
　
α
①
　
『
一
昌
α
瓢
ω
葺
一
〇
　
鳥
O
　
ご
　
ω
O
一
旨
O
－

　
H
踵
隷
瓢
。
う
土
塊
P
一
Φ
ω
一
y
℃
℃
◆
一
掃
q
∴
一
ρ
一
陣
Ω
9
こ
の
勅
ム
羽
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
…

　
組
合
、
即
ち
薬
剤
師
、
理
髪
師
、
印
三
業
麿
燵
本
腿
を
加
え
て
2
9
0
組
含
と
考
え

　
う
る
。
　
垢
。
二
〇
旨
の
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
は
、
Ω
パ
○
戸
篇
昌
－
U
9
錠
0
7
”
鵠
謎
酔
。
岸
⑦

　
曾
ω
雪
9
0
昌
器
ω
8
な
。
心
酔
一
9
窃
α
．
碧
富
聖
旨
伽
賦
⑦
屋
蝋
型
零
℃
二
巴
㊦

　
鮎
㊦
浮
島
。
同
ヨ
四
膨
a
ρ
お
α
O
の
他
、
　
ブ
…
ロ
ワ
ゾ
ー
に
よ
る
子
忌
…
書
の
醗
版

　
9
β
翻
〇
三
〇
陣
ω
＄
ξ
　
O
巴
二
禽
ω
瓢
0
9
綜
鎧
8
ω
ユ
篇
試
角
ω
簿
ρ
け
身
μ

　
ぴ
鶏
一
幽
門
σ
q
o
鳥
①
潟
。
鶉
⑦
詳
壁
垣
闇
搭
鵯
）
、
狩
に
そ
の
序
文
と
鋪
註
が
有
益
で
あ

　
る
。

②
ピ
Φ
℃
9
お
三
Φ
ざ
。
や
9
汁
二
℃
勺
●
一
b
。
？
一
ω
ω
…
翻
〇
三
〇
貯
①
磐
噂
。
℃
●
9
伸
こ

　
娼
℃
・
お
9
一
Q
◎
伊
爬
O
b
◎
”
笛
O
継
”
N
一
ω
…
曽
Φ
に
基
づ
き
作
成
。

③
U
p
巳
。
ご
。
ワ
9
汁
こ
℃
．
δ
O
跨
．
ゲ

④
⑥
　
貯
g
．
墨
ρ
宅
よ
㎝
P
窯
⑩
塾
α
①
○
。
ざ

⑤
⑦
　
〉
同
g
．
舜
け
．
竪
”
一
。
。
①
q
・
露
働
彰
．
9
0
0
ざ

⑧
匂
。
罫
畠
8
．
。
D
・
ぎ
？
蜜
舘
伸
酔
ぎ
ρ
ρ
。
。
刈
。
。
」
菊
2
㊦
鳥
。
。
昌
聖
業
呂
鳥
。

　
H
p
8
ヨ
ヨ
簾
ロ
磐
窓
ユ
Φ
。
。
ぎ
導
①
窃
唱
○
錘
同
．
p
目
曾
ミ
。
。
G
。
．
網
織
物
業
春

　
℃
9
の
⑳
①
困
昌
①
博
獣
Φ
富
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
る
が
、
　
最
高
納
…
税
額
七
〇
リ
ー
ヴ

　
ル
、
全
親
方
の
平
均
が
綿
織
物
業
者
の
七
・
七
リ
ー
ヴ
ル
に
鰐
し
て
一
一
・
七
リ

　
…
ヴ
ル
（
い
ず
れ
も
一
七
八
七
年
）
．
と
か
な
り
上
辺
っ
て
い
る
。

⑨
劉
U
⑦
℃
碧
ρ
鐵
①
が
　
○
薯
甑
。
湯
簿
智
窪
。
屋
象
房
一
p
ω
。
。
昆
9

　
ヨ
9
甑
①
畠
爆
図
く
二
二
。
ω
δ
o
ぼ
（
ゆ
巳
同
．
畠
Φ
冨
6
e
o
o
」
陣
げ
」
．
曾
崔
一
二
一
〇
認
y

　
唱
℃
’
一
お
山
b
。
ゲ
　
こ
の
親
方
織
元
の
作
業
場
内
労
働
者
数
は
図
O
瓢
。
轟
市
轍
局
の

　
工
業
関
係
判
決
控
簿
（
≧
。
げ
■
ヨ
毒
惹
膨
ざ
ω
篇
⑦
涛
。
∬
§
．
。
。
①
ユ
①
○
）
の
分

　
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ル
・
パ
ル
キ
ェ
の
提
示
す
る
の
は
わ
ず

　
か
七
例
の
み
で
あ
り
、
ど
の
程
度
一
般
化
し
う
る
か
疑
問
が
の
こ
る
。

⑩
回
三
α
こ
ワ
這
ゲ

油
・
O
沖
や
O
o
¢
げ
。
ヰ
℃
切
＄
q
ぐ
巴
ω
簿
一
⑦
切
o
ρ
β
〈
鉱
。
。
♂
瓢
。
一
①
O
O
帥
一
刈
ω
O
▼

　
お
①
ρ
娼
や
悼
G
。
㍗
鱒
。
。
菅
菰
雫
ω
一
。
。
小
鷺
・
く
窪
ξ
。
。
ぎ
鵠
一
コ
口
。
畔
。
9
窮
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①
3
⑦
幕
蕃
血
⑦
び
三
ρ
戸
悼
℃
彰
．
累
㌣
ω
の
聾
。
．
歯
舞
ぎ
費
⇒
ρ
ピ
霧

　
8
著
。
欝
瓢
。
さ
ω
噂
ざ
ω
導
器
自
冨
9
霞
雷
。
こ
。
㌶
ρ
く
鉱
二
一
げ
器
帥
》
σ
ず
⑦
＜
一
ご
。

　
窪
〆
く
囲
H
腎
ω
蒜
。
一
ρ
一
詮
。
。
》
℃
。
8
…
℃
．
O
⑦
冤
9
ご
U
o
旨
8
〈
o
ヨ
㊦
馨
9

　
冨
箕
＆
巳
瓢
9
回
盆
×
焦
H
o
鋤
｝
旨
μ
曾
ω
窪
雛
く
目
固
⇔
甑
9
一
φ
（
頻
撃
器
山
∬

　
冥
o
a
”
質
。
同
課
”
お
＄
）
u
や
8
㊤
．

⑫
薦
⑭
≧
g
』
界
竪
ぷ
窃
ρ
揖
鋤
部
．
紆
○
。
ざ

⑮
峯
む
。
曾
”
鴇
望
。
搾
。
g
。
ほ
9
質
β
g
g
冠
津
書
。
ρ
け
レ
レ
⑩
ω
ρ
電
．

　
◎
Q
㎝
騨
－
ω
㎝
α
■

⑯
高
橋
・
前
掲
書
、
遠
藤
・
前
掲
論
文
参
照
。

⑰
　
し
廿
。
巳
。
富
。
㊤
詳
。
賢
。
洋
二
鈴
㌍
も
■
ミ
G
。
・
こ
の
組
合
は
　
七
〇
三
年
置
小
閻

　
物
商
露
巽
9
0
嵩
が
毛
織
物
商
匹
毒
覧
負
ω
と
倉
体
し
て
成
立
し
た
。

ゆ
　
O
捗
○
葺
ぎ
き
ρ
臼
。
汀
矯
。
℃
◎
o
詳
二
や
8
一
●

⑲
　
b
d
2
一
〇
圃
。
・
①
窪
℃
o
℃
含
。
諜
こ
蛭
ピ
℃
曾
b
。
謀
．

⑳
　
H
じ
達
二
℃
●
斜
…
O
巳
ロ
ー
U
ρ
o
δ
一
き
○
や
。
陣
汁
こ
℃
ワ
雪
中
認
8
ω
お
・

⑳
　
拙
、
稿
「
フ
ラ
ン
ス
神
卑
命
と
初
期
独
煮
の
解
体
」
　
（
『
社
会
経
済
史
学
』
、
二
八
巻

　
二
二
）
、
穴
一
一
六
工
頁
。
こ
の
点
は
ル
ア
ン
宙
に
関
し
て
は
訂
正
し
た
い
。

⑫
　
U
p
嵐
⑦
♂
o
噂
．
9
ご
ワ
リ
①
嵩
・
ω
．
紡
糸
工
程
に
お
け
る
問
量
制
前
貸
の
展

　
開
を
護
示
す
る
も
の
と
し
て
よ
く
引
備
さ
れ
る
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。
　
『
昆

　
衆
の
最
大
部
分
は
原
棉
を
入
手
す
る
資
力
が
な
く
、
彼
ら
が
商
人
の
も
と
で
見
出

　
す
信
用
に
よ
っ
て
し
か
生
春
で
き
な
い
。
こ
の
商
入
は
毎
縫
（
原
棉
と
）
引
き
か

　
え
に
彼
ら
（
琵
紡
糸
工
）
の
綿
糸
を
取
り
も
ど
す
恥
（
ω
嘱
昌
a
o
ω
◎
Φ
歩
O
げ
僧
影
び
窓

　
9
0
0
ヨ
ヨ
霞
8
α
o
％
o
噌
導
弾
彫
驚
。
ゆ
Q
。
O
伽
ρ
嵩
窓
㌧
o
搾
　
り
餌
巳
巴
讐
。
℃
．

　
。
搾
曽
や
8
F
幽
〉
。

⑳
．
　
｝
方
、
経
糸
用
の
麻
糸
製
造
は
、
亜
麻
を
栽
培
す
る
農
畏
白
身
に
よ
っ
て
、
家

　
族
労
働
で
行
わ
れ
る
。
ゴ
ワ
の
覚
書
（
一
七
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
『
麹
昌
。
箭
Φ
o
の
市

　
場
へ
は
、
こ
の
工
業
町
お
よ
び
付
近
で
紡
が
れ
る
大
量
の
麻
糸
が
も
た
ら
さ
れ
る

　
が
、
こ
の
紡
糸
作
業
は
無
数
の
峰
入
を
鋤
か
せ
て
い
る
。
織
元
は
こ
の
麻
糸
を
生

　
の
ま
ま
買
入
れ
b
そ
れ
か
ら
漂
白
業
者
に
そ
れ
を
漆
白
せ
し
め
る
』
（
竃
仙
導
。
搾
0

　
9
0
0
審
掛
器
ダ
二
野
’
凋
濤
密
O
）
。

⑳
㊧
　
U
鴛
α
o
ご
。
ワ
。
譲
こ
や
O
Φ
戸
b
。
・

四

　
今
日
の
わ
が
圏
で
の
支
配
約
見
解
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
後
半
期

に
お
け
る
農
村
工
業
の
拾
頭
は
、
必
然
的
に
、
既
存
の
商
品
流
通
機

構
を
解
体
せ
し
め
、
ギ
ル
ド
的
特
権
都
市
に
設
け
ら
れ
た
旧
来
の
公

認
布
場
の
凋
落
と
新
た
な
市
場
の
興
隆
を
よ
び
お
こ
す
と
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
。
例
え
ば
遠
藤
輝
明
氏
は
、
口
。
器
二
言
税
管
区
に
つ
い
て
、
特

権
都
市
の
公
認
市
場
へ
は
も
は
や
織
物
が
集
中
さ
れ
ず
、
そ
の
衰
退

を
し
り
め
に
コ
ー
地
方
の
い
く
つ
か
の
農
村
が
市
場
町
と
し
て
急
速

に
興
隆
し
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
村
工
業
の
展
開
、

農
村
弓
場
町
の
興
隆
か
ら
直
ち
に
旧
特
権
都
市
と
、
そ
の
市
場
の
没

落
を
推
断
す
る
こ
と
に
は
、
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
業
の
場
合
、
史
実
は
右
の
よ
う
な
兇
解
の
正

し
さ
を
保
証
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
時
期
に
お
け

る
図
○
蛋
①
霞
市
場
の
あ
り
方
を
工
業
検
察
官
の
覚
書
に
拠
り
つ
つ
描

き
だ
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
原
料
た
る
棉
花
は
、
当
時
そ
の
圧
倒
的
大
部
分
が
西
イ
ソ
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藷
島
吉
輸
入
さ
れ
㎏
・
そ
れ
は
す
べ
て
羅
の
ま
ま
テ
三
シ

雛
ル
、
ボ
ル
ド
ー
、
ナ
ン
ト
、
ダ
ソ
ケ
ル
ク
の
諸
港
か
ら
、
し
か
し

通
常
は
ル
・
ア
…
ヴ
ル
か
ら
セ
ー
ヌ
川
を
遡
り
つ
つ
菊
2
窪
へ
も

た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
棉
花
は
、
主
に
園
。
器
嵩
徴
税
管
区
に
お
い
て
、

ま
た
一
部
は
バ
ス
ー
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
に
お
い
て
紡
が
れ
た
後
、
棉
花

商
、
綿
糸
商
か
紡
糸
工
自
身
に
よ
っ
て
再
び
菊
○
¢
①
鄭
市
場
へ
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
い
は
鴫
く
簿
○
け
を
始
め
と
す
る
諸
農
村
市
場
へ
も
た
ら
さ
れ
る
。

一
七
六
二
年
の
工
業
検
察
官
園
○
冨
障
畠
α
①
置
℃
㌶
餓
曾
①
の
覚
盤
降

は
い
う
。
　
『
こ
れ
皆
様
女
の
種
類
の
綿
糸
は
包
み
ご
と
に
、
農
村
の

可
ル
シ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
ル

諸
週
市
と
濁
。
篇
①
口
の
公
認
市
場
に
お
い
て
、
　
菊
○
漏
窪
周
辺
お
よ

び
バ
ス
ー
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
の
商
人
達
に
よ
り
販
売
さ
れ
る
。
ま
た
、

自
ら
紡
い
だ
か
、
自
己
の
計
箪
で
紡
が
せ
た
綿
糸
を
、
少
量
ず
つ
販

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

売
す
る
紡
女
工
も
存
在
す
る
。
』
ま
た
一
七
八
七
年
の
Ω
○
蜜
の
覚
書

は
記
し
て
い
る
。
『
切
○
餌
窪
に
は
大
規
模
な
公
認
市
場
が
あ
り
、
そ

こ
へ
は
金
曜
日
ご
と
に
こ
の
徴
税
管
区
の
さ
ま
ざ
ま
の
場
所
か
ら
、

ま
た
バ
ス
旺
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
か
ら
も
紡
が
れ
た
綿
糸
と
麻
糸
が
も
た

ら
さ
れ
る
。
い
く
人
か
の
商
人
は
こ
の
糸
を
紡
女
工
か
ら
買
取
り
、

そ
れ
を
園
○
β
①
昌
の
公
認
市
場
と
こ
の
管
区
の
主
要
な
週
市
場
に
お

い
て
再
び
売
る
。
　
切
。
蝿
9
帰
の
市
場
で
は
ま
た
、
シ
ャ
ム
織
そ
の
他

の
織
物
の
製
造
の
た
め
に
整
経
ザ
み
の
麻
…
の
経
糸
も
販
売
さ
れ
る
。
』

こ
こ
に
明
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
農
村
地
域
で
使
用
さ
れ
る
織
糸

も
そ
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
が
一
旦
図
。
器
ロ
の
法
定
市
場
に
集
中

さ
れ
、
し
か
る
後
あ
る
い
は
薩
接
に
、
あ
る
い
は
農
村
市
場
を
通
じ

て
織
元
の
手
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
、

　
次
に
、
製
品
た
る
綿
織
物
の
市
場
構
造
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
絶

対
王
政
下
に
お
い
て
す
べ
て
の
織
物
生
産
岩
が
、
そ
の
商
品
を
特
権

都
甫
の
指
定
検
査
所
に
提
出
し
、
そ
の
役
員
の
検
印
を
う
け
る
こ
と

を
強
制
さ
れ
た
事
情
は
改
め
て
の
べ
る
ま
で
も
な
い
。
　
勾
。
¢
Φ
⇒
徴

税
管
区
に
対
し
て
は
、
　
一
七
三
丁
年
三
月
十
一
二
日
の
国
王
参
事
会
の

ア
　
レ
⑤

裁
決
に
よ
っ
て
、
織
物
の
製
造
・
流
通
規
制
…
が
体
系
的
に
整
備
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
菊
。
瓢
窪
に
は
熱
雷
①
婁
σ
Q
曾
曾
巴
と
呼
ば

れ
る
検
査
所
が
設
け
ら
れ
、
微
税
管
区
で
製
造
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
麻

織
物
・
毛
織
物
・
綿
織
物
は
菊
。
器
昌
の
織
物
市
場
へ
運
び
こ
ま
れ
、

右
の
検
査
所
に
お
い
て
検
査
・
検
印
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漂
白
業
者
は
検
印
を
受
け
て
い
な
い
織
物
を
受
取
る
こ
と
を
禁
止
さ

れ
る
。
ま
た
織
物
は
公
衆
に
販
売
さ
れ
る
時
、
織
布
工
、
織
元
か
商

人
、
漂
白
業
者
、
菊
。
舞
①
⇔
検
査
所
の
四
つ
の
商
標
な
い
し
検
印
を

そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
男
2
①
⇔
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へ
検
査
・
検
印
の
た
め
織
物
を
運
搬
す
る
こ
と
は
、
農
村
地
域
の
商

人
、
織
元
、
労
働
者
に
多
大
の
出
費
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
た
た
め
、
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
七
三
二
年
十
一
月
二
日
の
裁
決
は
、
コ
i
地
方
の
商
人
と
織
物
業

者
の
た
め
に
切
○
ぎ
①
o
に
特
別
検
査
所
を
設
置
し
た
。
更
に
一
七
三

四
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
、
譲
錠
ゆ
豊
ぴ
罵
。
葺
ぞ
陣
臣
費
。
・
辱
ピ
影
？

び
。
旨
ρ
O
窪
α
①
げ
①
。
な
ど
十
九
町
村
に
わ
た
り
漂
白
業
者
に
委
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
れ
る
織
物
の
移
動
検
査
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法

規
が
厳
重
に
施
行
さ
れ
た
の
は
僅
か
の
期
聞
で
あ
っ
た
。
ヒ
ご
0
8
①
o

の
検
査
所
は
織
物
が
も
は
や
提
嵐
さ
れ
な
い
た
め
一
七
六
一
年
に
廃

止
さ
れ
た
。
　
一
七
七
七
年
に
検
察
宮
○
○
畠
貯
○
げ
は
、
切
8
①
洋
或
い

は
農
村
で
作
ら
れ
た
多
数
の
織
物
や
ハ
ン
カ
チ
が
検
査
所
に
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
ず
に
販
売
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
通
規
制

の
弛
緩
に
対
処
す
べ
く
、
絶
対
王
政
当
局
は
各
地
に
検
査
所
を
増
設

し
て
行
く
。
一
七
七
五
年
b
d
O
一
び
①
。
に
復
活
さ
れ
た
の
を
始
め
と
し

て
、
　
の
ρ
一
詳
汁
－
∩
甲
①
o
穏
σ
q
①
o
o
－
創
q
－
ぐ
β
①
〈
穏
①
（
一
七
七
六
）
、
　
℃
○
口
汁
－
》
螂
α
①
巳
①
圏

（一

ｵ
七
七
）
、
　
び
①
団
欝
く
壇
①
．
○
篇
樋
く
筥
②
（
一
七
八
一
）
、
い
o
g
〈
冨
賊
ρ

O
一
④
℃
や
⑦
（
一
七
八
二
）
、
図
く
お
煽
×
（
一
七
八
四
）
、
O
ρ
o
矯
（
一
七
八
五
）

の
爵
村
に
袈
い
で
検
査
所
が
設
置
さ
れ
て
い
⑱
し
か
し
重

要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
検
査
所
が
い
ず
れ
も
幻
。
二
七
の
そ
れ
に

比
す
れ
ば
全
く
従
属
的
な
意
義
し
か
獲
得
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
一
七
七
七
…
八
九
年
の
十
三
年
間
に
男
。
話
煽
を
除
く
前

記
九
つ
の
検
査
所
で
検
印
を
う
け
た
織
物
反
数
が
約
五
六
万
反
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
同
じ
期
間
に
聞
○
質
置
で
検
印
を
う
け
た
織
物
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

四
二
二
万
反
と
約
七
・
五
倍
に
達
し
て
い
る
（
数
字
は
若
干
の
麻
織

物
を
含
む
）
。
　
即
ち
、
農
村
で
製
造
さ
れ
る
織
物
の
小
さ
か
ら
ざ
る

部
分
が
検
査
所
に
搬
入
さ
れ
る
こ
と
な
く
流
通
過
程
に
投
じ
ら
れ
て

い
た
と
仮
定
し
て
も
、
特
権
都
市
図
○
器
羅
が
な
お
絶
対
王
政
の
流

通
規
制
の
拠
点
と
し
て
、
大
革
命
に
至
る
ま
で
枢
要
な
地
位
を
し
め

つ
づ
け
た
こ
と
は
、
だ
れ
も
こ
れ
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
菊
。
¢
窪
の
公
設
市
場
お
よ
び
農
村
重
訂
に
お
い
て
、
綿

織
物
が
ど
の
よ
う
に
売
買
さ
れ
た
か
を
検
討
し
つ
つ
、
園
○
鐸
魯
市

場
が
当
時
の
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿
業
の
流
通
機
構
の
中
に
し
め
る
枢
軸

的
地
位
を
よ
り
明
確
に
し
て
行
き
た
い
。
　
前
掲
園
。
㌶
巳
の
覚
書

は
述
べ
て
い
る
。
『
図
○
器
鋤
の
市
内
、
場
末
町
、
お
よ
び
郊
外
で
製
」

造
さ
れ
る
織
物
は
、
木
曜
の
午
後
と
金
曜
一
日
と
を
の
ぞ
い
て
毎
康
、

午
前
と
午
後
、
当
市
の
主
検
査
断
へ
搬
入
さ
れ
、
そ
こ
で
工
業
検
察

官
お
よ
び
、
毎
年
、
二
年
任
期
で
菊
0
9
嵩
の
綿
麻
織
物
・
網
織
物

業
者
の
ギ
ル
ド
が
任
命
す
る
役
員
に
よ
っ
て
検
査
さ
れ
る
。
…
…
農
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産業革命以前におけるノルマソディ綿業の構造（服部）

　
プ
ア
ブ
リ
カ
ソ

村
の
織
元
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
る
諸
種
の
織
物
8
臨
①
ρ
8
出
①
覧
①
。
。
”

ε
鵠
①
ω
｛
○
騨
①
ρ
簿
ρ
の
検
査
は
、
木
曜
の
午
後
と
金
曜
の
午
前
に
工

業
検
察
宮
お
よ
び
二
名
の
商
業
検
察
官
貯
ω
℃
o
纂
。
¢
諾
群
舞
9
窪
鉱
。
。

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
』
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
が
、
重

要
な
の
は
同
じ
覚
書
の
次
の
叙
述
で
あ
る
。
　
『
こ
れ
ら
の
織
物
を
織

元
か
ら
商
人
へ
と
移
す
仕
方
に
み
ら
れ
る
唯
一
の
登
営
は
次
の
点
で

あ
る
。
即
ち
、
都
市
、
場
末
町
、
及
び
郊
外
で
生
産
さ
れ
た
織
物
は

す
べ
て
、
商
人
が
織
元
の
も
と
へ
赴
く
か
、
或
は
織
元
が
織
物
を
商

人
の
断
へ
持
参
す
る
か
し
て
販
売
さ
れ
る
。
若
干
の
人
々
は
藏
接
、

外
部
の
商
人
に
向
け
て
発
送
す
る
。
ま
た
農
村
の
織
物
は
…
…
毎
金

曜
の
市
の
日
に
だ
け
公
認
市
場
へ
も
た
ら
さ
れ
、
都
市
の
商
人
に
、

ま
た
外
部
の
商
入
が
や
っ
て
く
る
時
に
は
彼
ら
に
、
更
に
織
物
を
必

要
と
す
る
す
べ
て
の
個
人
に
販
売
さ
れ
る
。
そ
し
て
売
れ
残
っ
た
織

物
は
こ
の
市
場
に
保
管
さ
れ
、
幸
い
に
し
て
そ
れ
が
売
払
わ
れ
る
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

迄
、
毎
週
売
り
に
だ
さ
れ
る
』
（
一
七
六
二
年
）
。
こ
こ
に
明
ら
か
な

ご
と
く
、
喪
村
の
織
元
は
公
開
市
場
に
彼
ら
の
生
産
物
を
持
参
し
て

買
手
た
る
商
人
を
待
っ
た
の
で
あ
り
、
特
定
の
商
人
の
注
文
に
も
と

づ
い
て
生
産
す
る
の
で
は
な
い
。

　
次
に
農
村
市
場
の
状
態
慧
如
何
。
ゴ
ワ
の
覚
書
に
よ
れ
ば
＜
＜
簿
。
什

に
は
領
主
ダ
ル
ボ
ソ
伯
所
有
の
織
物
市
場
が
あ
り
、
こ
の
市
場
で
は

農
村
の
小
織
元
℃
Φ
馨
ω
h
ρ
酵
一
。
霞
諾
が
持
参
す
る
若
干
の
シ
ャ
ム

織
そ
の
他
が
販
売
さ
れ
る
。
　
『
そ
れ
ら
は
商
人
ま
た
は
織
元
に
よ
っ

て
買
い
と
ら
れ
、
彼
ら
は
つ
い
で
そ
れ
を
劉
○
き
詳
の
公
認
市
場
へ

持
参
し
、
そ
こ
で
検
査
所
に
お
い
て
織
物
に
検
印
を
受
け
る
。
一
般

に
噸
く
簿
○
叶
と
付
近
の
織
元
達
は
金
曜
ご
と
に
、
多
数
の
買
手
が
見

出
さ
れ
る
男
○
漏
曾
の
公
認
池
場
へ
彼
ら
の
商
品
を
も
た
ら
す
の
で

　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
』
（
一
七
八
二
年
）
。
ま
た
『
し
d
o
讐
①
o
で
は
月
擢
ご
と
に
盛
ん
な

週
市
場
が
開
か
れ
、
そ
こ
へ
様
六
の
晶
質
の
、
大
部
分
は
麻
屑
か
ら

作
ら
れ
た
粗
質
織
物
が
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
麻
織
物

は
農
村
の
織
元
の
所
有
に
属
し
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
こ
の
週
市

場
で
他
の
織
元
と
商
人
に
販
売
し
、
後
逸
は
園
○
器
⇔
の
公
認
市
場

へ
そ
れ
を
売
り
に
や
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
農
村
の
小
織
元
は
、
大
部

分
が
彼
ら
の
運
転
す
る
一
台
の
織
機
し
か
も
た
ず
、
も
し
も
彼
ら
が

毎
金
曜
に
開
か
れ
る
市
で
彼
ら
の
商
晶
を
売
る
た
め
蜀
。
蝦
Φ
⇒
へ
来

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ら
、
何
ら
の
利
益
も
の
ぞ
み
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
徴
税
管
区
の
農
村
に
十
五
里
四
方
以
上
に
わ
た
っ

て
拡
散
し
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
綿
織
物
の
小
織
元
す
べ
て
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

も
事
情
は
問
様
で
あ
る
』
（
一
七
八
二
年
）
。
以
上
の
引
用
か
ら
、
資
力
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ぶ
　
ル
　
レ
　
ぎ
　
し
　
ト
　
も
　
も
　
ト
　
ぎ
　
あ

の
乏
し
い
小
織
元
を
除
い
て
、
農
村
の
織
元
も
ま
た
、
地
方
市
場
で

そ
の
生
産
物
を
販
売
す
る
よ
り
も
、
多
数
の
卸
売
商
や
仲
買
商
が
参

集
す
る
図
。
自
Φ
p
の
公
認
市
場
で
そ
れ
を
販
売
す
る
方
を
有
利
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
、
と
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
終
り
に
、
綿
織
物
の
販
路
に
つ
い
て
同
じ
く
ゴ
ワ
の
覚
書
に
よ
り

一
管
を
与
え
よ
う
。
『
菊
。
器
鋒
及
び
徴
税
管
区
の
殆
ど
す
べ
て
の
織

元
は
、
彼
ら
の
織
物
を
甥
○
器
⇔
商
人
も
し
く
は
こ
の
都
市
へ
や
っ

て
く
る
他
の
商
人
に
売
り
わ
た
す
。
こ
れ
ら
の
商
人
は
つ
い
で
そ
れ

を
仲
買
に
よ
り
、
ま
た
は
自
己
の
計
算
で
発
送
す
る
。
彼
ら
は
大
抵

の
場
合
、
織
物
の
両
端
に
あ
る
織
元
の
名
前
を
切
り
と
っ
て
そ
れ
が

分
か
ら
ぬ
よ
う
に
、
ま
た
人
が
直
接
、
織
元
に
か
け
合
う
こ
と
が
で

き
ぬ
よ
う
に
す
る
。
　
切
。
郎
①
ロ
の
綿
織
物
の
消
費
は
、
王
国
全
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
く
つ
か
の
外
国
に
拡
が
っ
て
い
る
』
（
一
七
八
○
年
）
。
パ
リ
に
は
最

上
質
の
耳
癖
交
織
物
、
青
色
ま
た
は
ト
ル
コ
赤
に
染
め
ら
れ
た
綿
ハ

ン
カ
チ
、
霊
肖
白
格
子
縞
あ
る
い
は
繭
焔
形
模
温
禄
の
シ
ャ
ム
織
等
が
大
柄
鐡

に
送
ら
れ
る
。
　
『
イ
ン
ド
赤
に
染
め
ら
れ
た
他
の
綿
織
物
が
ブ
ル
ゴ

ー
ニ
ュ
、
シ
ャ
ン
パ
ー
二
一
、
オ
ル
レ
ア
ネ
、
ト
ゥ
レ
！
ヌ
に
送
ら

れ
る
。
同
じ
織
物
は
ボ
ル
ド
ー
と
そ
の
地
域
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
、
ラ
ソ

グ
ド
ヅ
ク
お
よ
び
南
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
部
分
に
も
多
く
送
ら
れ
る
。

：
：
：
々
夕
鳳
里
の
雀
忌
地
の
綿
ハ
ン
カ
チ
が
ボ
ル
ド
ー
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
、
モ

ン
ペ
リ
エ
、
二
i
ム
、
ポ
ー
、
オ
ー
ヴ
エ
ル
ニ
ュ
と
リ
ム
ー
ザ
ソ
へ
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

送
さ
れ
る
。
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
は
多
量
の
麻
ハ
ン
カ
チ
を
消
費
す
る
。
』

こ
の
よ
う
に
東
部
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
で
製
造
さ
れ
る
綿
織
物
は
、
地
域

内
消
費
の
需
要
を
は
る
か
に
超
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
諸
州
、
と

く
に
中
・
南
部
の
多
く
の
地
域
へ
と
送
り
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
国
内
諸
地
域
に
お
け
る
　
幻
。
郎
①
昌
綿
織

物
の
売
行
き
は
該
地
域
に
お
け
る
農
産
物
価
格
の
変
動
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
覚
書
が
適
確
に
指

摘
す
る
ご
と
く
、
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ブ
ド
！
酒
が
豊
作
の
時
に

は
、
そ
れ
は
菊
。
器
昌
綿
織
物
の
ブ
ド
ー
栽
培
地
域
へ
の
輸
出
に

大
い
に
影
響
す
る
。
　
菱
の
豊
作
も
ま
た
、
　
図
o
g
①
⇔
の
全
王
国
へ

の
輸
出
に
大
い
に
影
響
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
製
造
さ
れ
る

織
物
の
最
大
部
分
は
、
殆
ん
ど
大
衆
用
の
も
の
で
し
か
な
い
か
ら

⑰
だ
。
』

　
国
内
諸
地
域
に
お
け
る
幻
○
郎
Φ
⇒
綿
織
物
の
市
場
が
一
七
八
○
年

頃
ま
で
順
調
な
発
展
を
と
げ
て
い
っ
た
の
ど
対
照
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
向
け
の
綿
織
物
輸
出
は
、
一
七
六
三
一
六
年
を
ピ
ー
ク
と
し

て
以
後
か
な
り
急
激
に
減
少
し
て
行
っ
た
。
例
え
ば
、
か
つ
て
重
要

82　（560＞



産業革命以前におけるノルマソディ綿業の構造（服部）

な
販
路
を
提
供
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
は
、
一
七
七
一
年
の
綿
製
品
輪
…

、
入
禁
止
令
に
よ
っ
て
菊
○
鐸
Φ
旨
か
ら
こ
の
国
へ
の
綿
織
物
輸
鐵
を
わ

ず
か
の
額
に
減
少
せ
し
め
た
し
、
ま
た
多
量
の
綿
ハ
ン
カ
チ
と
シ
ャ

ム
織
を
輸
入
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
国
内
に

同
種
の
製
造
業
が
勃
興
し
た
た
め
図
。
餌
窪
と
の
取
引
額
は
大
幅
に

低
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
西
イ
ン
ド
の
仏
領
植
民
地
に
向
け

て
、
多
量
の
上
質
麻
織
物
、
シ
ャ
ム
織
、
お
よ
び
種
女
の
品
質
の
ギ

ン
ガ
ム
の
大
部
分
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
い
い
そ
え
て
お
か
ね

　
　
　
　
　
⑲

ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
期
に
お
け
る
ノ
ル
マ

ソ
デ
ィ
綿
織
物
工
業
は
、
ギ
ル
ド
規
制
か
ら
自
由
な
農
村
を
主
要
な

立
地
と
し
つ
つ
む
、
既
存
の
商
贔
流
通
機
構
に
代
わ
る
新
た
な
流
通

機
構
を
創
出
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
い
な
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、

特
権
都
市
園
○
鎧
①
コ
を
起
点
と
す
る
旧
来
の
流
通
機
構
、
お
よ
び
そ

れ
を
足
場
と
す
る
既
存
の
商
人
層
の
遠
隔
地
商
業
活
動
と
結
合
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
あ
の
よ
う
に
藏
覚
し
い
発
展
を
遂
げ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞

と
が
で
き
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
①
遠
藤
・
前
掲
論
文
、
四
七
〇
1
四
七
一
頁
。

　
②
　
一
七
六
七
－
七
六
年
に
年
平
均
二
、
七
一
九
、
○
○
○
重
量
ポ
ン
ド
が
潟
。
鐸
。
ロ

　
管
置
の
諸
港
か
ら
輸
入
さ
れ
た
が
、
内
二
、
二
〇
七
、
○
○
○
ポ
ン
ド
が
爾
イ
ソ

　
ド
諸
島
か
ら
で
あ
っ
た
。
勺
．
O
霞
傭
。
ご
属
㊤
く
貯
霧
簿
日
騨
冠
。
犀
舘
回
蝕
ω
＄
α
薗
昌
ω

　
一
〇
。
。
唱
。
諄
。
・
9
図
。
き
昌
。
け
島
鐸
匡
騨
護
①
髭
メ
く
囲
目
“
ω
一
9
一
ρ
お
①
。
。
噛
噂
』
一
膳

　
至
恩

③
　
》
同
o
F
昌
簿
．
竪
鳩
H
爵
蒔
L
帰
。
ド
ン
綜
ヨ
。
一
話
9
一
．
ヨ
巷
0
9
0
愚
挙
。
一
二
乙

　
9
冨
歪
馨
δ
話
（
c
。
ω
①
讐
．
一
鴫
O
b
。
）
．

④
≧
。
管
霧
鉾
翌
悌
お
Φ
弥
岩
伽
戸
瓢
Φ
O
。
ざ
一
七
八
○
年
三
月
二
十
照
三
生

　
試
ひ
葺
。
貯
。
自
の
O
O
）
・
（
頃
嵩
の
切
◎
。
》
）
に
も
全
く
岡
様
な
記
述
が
あ
る
。
・

⑤
こ
の
裁
決
の
原
文
は
、
≧
◎
翠
富
ダ
肇
ご
お
膳
”
嵩
。
。
。
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
o
｛
●
U
鴛
儀
巴
曽
頃
置
8
宵
。
島
⑦
切
。
一
げ
φ
ρ
マ
◎
。
①
．

⑥
≧
島
．
零
鉾
司
置
課
り
切
に
叡
録
。
。
隔
．
H
三
山
こ
や
。
。
8

⑦
u
鉛
乙
¢
ご
些
。
。
ε
貯
⑦
鳥
⑦
b
ゴ
巳
σ
。
。
こ
℃
”
。
。
。
。
’

⑧
≧
畠
L
國
鼻
騒
よ
㎝
。
。
｝
ン
h
価
臼
。
ぎ
紆
瞬
、
貯
・
・
聴
象
①
§
O
。
蝕
巳
什
（
軌

　
O
曾
‘
ミ
ミ
Y
彼
は
こ
う
し
た
悪
弊
が
、
数
年
来
製
造
人
の
精
神
に
拡
ま
っ
た
自

　
歯
の
結
果
で
あ
る
と
み
な
し
つ
つ
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
『
…
…
こ
の
自
由
が
余

　
り
に
拡
大
し
た
た
め
、
　
ヵ
。
自
⑦
昌
の
都
市
、
場
末
町
お
よ
び
郊
外
の
織
元
の
一
部

　
は
よ
り
公
然
と
無
秩
序
に
身
を
委
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
織

　
元
は
、
こ
の
都
市
の
商
人
が
、
ま
た
図
。
郎
。
昌
へ
商
品
を
買
入
れ
に
や
っ
て
く
る

　
か
、
も
し
く
は
男
0
8
§
　
の
商
入
に
購
入
を
委
託
す
る
王
国
の
他
の
諸
州
の
商
入

　
達
が
、
検
査
所
に
提
蹴
す
る
こ
と
な
し
に
、
従
っ
て
検
印
を
う
け
る
こ
と
な
し
に

　
織
元
の
商
品
を
買
　
取
る
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
だ
。
』
こ
こ
に
明
示

　
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
絶
対
主
義
酌
流
通
機
構
を
通
す
こ
と
な
く
織
布
業
表
の
生

　
産
物
を
売
り
さ
ば
い
た
三
々
も
、
岡
じ
く
都
市
凋
。
窟
。
昌
の
商
人
層
で
あ
っ
た
。

⑨
　
U
ρ
a
o
一
層
踏
震
8
洋
の
住
。
壌
。
一
9
P
℃
℃
．
。
。
㊤
あ
O
．

⑩
H
鐵
儀
二
竈
幽
貝
㌣
嵩
b
。
．

⑪
　
》
零
げ
．
昌
㌶
二
憶
這
犀
b
σ
心
溶
。
ド
㌶
ゆ
ヨ
．
α
O
男
O
ず
昌
偏
．
時
代
は
少
し
下
る

　
が
、
一
八
一
〇
年
十
二
月
二
十
回
付
ル
ア
ン
商
業
会
議
所
の
覚
下
口
（
》
岩
ダ
鐸
9
鉾
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団
嵩
お
鱒
O
｝
）
に
も
岡
様
な
記
述
が
み
え
る
。
　
『
織
物
の
販
売
は
二
通
り
の
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
エ
　
　
　
マ
　
　
　
エ
　
　
　
へ

　
で
行
わ
れ
た
。
　
　
つ
は
国
。
二
〇
嵩
に
住
み
、
そ
の
倉
庫
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お

　
へ

　
く
織
元
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
農
村
の
織
元
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

　
て
、
彼
ら
は
毎
週
男
。
器
ロ
へ
吝
き
、
公
設
市
場
へ
陳
列
す
る
た
め
に
彼
ら
の
織

　
物
を
濁
。
篇
。
膨
へ
持
参
す
る
の
で
あ
る
。
駈
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
セ
ー
ヌ
・
ア
ソ

　
フ
ェ
リ
ュ
ー
ル
県
（
東
部
ノ
ル
マ
ソ
デ
4
綿
業
地
帯
の
大
半
を
含
む
）
に
存
在
す

　
る
四
千
人
の
織
物
業
者
の
内
、
自
身
で
輸
出
商
業
に
従
事
す
る
巻
は
百
人
に
達
せ

　
ず
、
飽
の
鷹
倒
的
大
多
数
は
織
物
の
製
造
と
図
。
器
謁
の
公
設
市
場
で
の
販
売
に

　
し
か
従
事
し
な
い
と
い
う
。

⑫
⑬
御
嵩
貫
瓢
暮
・
男
誌
①
㎝
P
窯
①
冨
・
山
¢
O
o
零
そ
れ
故
、
『
コ
ー
地
方
、
こ
と

　
に
頃
曾
四
§
”
と
そ
の
周
辺
で
製
造
さ
れ
る
織
物
は
、
　
閃
。
蛋
曾
の
公
認
市
場
で

　
販
売
さ
れ
、
（
商
人
に
よ
っ
て
）
或
い
は
男
。
話
冨
の
仕
上
裡
漂
白
業
者
に
、
或
は

　
ピ
。
∬
ぐ
ぼ
温
の
漂
白
業
者
に
漂
白
の
た
め
委
ね
ら
れ
る
駈
　
（
試
φ
ヨ
φ
諸
Φ
ヨ
．
鳥
φ

　
O
o
《
）
。
　
コ
ー
地
方
の
漂
白
業
者
の
大
蔀
分
は
商
入
や
織
元
の
た
め
に
は
殆
ど
漂

　
白
し
て
い
な
い
。

⑭
Ω
．
や
ω
㊦
営
Φ
昇
富
ω
霊
鼠
。
導
。
ω
冨
濠
ω
窪
×
8
ま
ω
⑦
砕
㊤
舞
8
8
湧

　
山
①
閑
O
篇
。
コ
層
榊
O
ω
ピ
℃
℃
．
旨
マ
H
㎝
餅
　
ス
マ
ソ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
　
ゆ
0
6
0
0
㌧

　
鼠
O
ロ
危
く
寓
諏
曾
ω
・
O
曽
鐸
住
⑦
げ
⑦
P
諺
q
ヨ
巴
ρ
U
o
蟷
鳥
⑦
＜
鵠
冨
等
の
農
村
織
物
業

　
中
心
地
に
も
、
か
つ
て
は
地
方
市
場
膨
窟
・
漏
。
ω
一
〇
〇
巴
。
ω
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は

　
穀
物
・
家
畜
の
売
買
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
菊
。
器
⇒
の
卸
売
商
が
農
村
の
小

　
商
人
と
と
も
に
生
産
者
か
ら
織
物
を
買
付
け
て
い
た
。
し
か
る
に
、
農
村
の
独
立

　
織
布
工
な
い
し
小
織
元
が
し
だ
い
に
分
解
を
と
げ
、
彼
ら
の
大
多
数
が
富
裕
な
織

　
元
の
下
講
職
入
に
転
落
す
る
に
つ
れ
て
彼
ら
が
依
拠
し
て
い
た
地
域
市
場
も
ま
た

　
重
要
性
を
失
い
、
次
々
と
閤
鎖
さ
れ
る
に
簗
つ
た
の
で
あ
る
。

⑮
⑯
⑰
　
諺
苫
げ
■
話
鉾
周
轟
鵠
Φ
噸
鑑
①
ヨ
。
騨
Φ
ω
蔑
㌶
8
諺
。
ヨ
ヨ
ρ
ユ
。
類
臼
。
。

　
勲
。
頃
¢
ω
儀
。
㌶
♂
二
の
識
。
α
①
園
。
器
鈍
囁
穏
O
o
団
（
魁
　
5
p
帥
一
　
一
刈
◎
◎
O
）
。

⑱
ダ
ル
デ
ル
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
男
。
g
雪
管
区
の
諸
港
か
ら
の
輸
出
量
は
、
麻

　
織
物
は
一
七
六
霊
年
に
、
　
ハ
ン
カ
チ
は
　
七
六
四
年
に
、
シ
ャ
ム
轟
繊
は
　
七
六
六

　
年
に
夫
々
最
高
を
記
録
し
た
。
U
¢
。
乙
巴
・
窯
。
・
＜
冒
Φ
ω
興
影
霞
O
｝
H
9
旨
象
ω
霧
。
℃
や

　
笛
O
一
一
鱒
Φ
ω
e

⑲
　
》
零
｝
ど
鵠
ρ
堂
竪
剥
切
O
O
．
鑑
①
目
e
α
㊦
O
o
ざ

⑳
　
切
。
郎
。
謬
が
遠
隔
地
商
冨
菓
の
一
大
拠
占
勘
と
し
て
地
理
的
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
た

　
こ
と
も
見
逃
し
え
な
い
。
『
こ
の
都
市
は
、
商
業
に
関
し
て
き
わ
め
て
有
利
な
位
蹟

　
を
し
め
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
セ
ー
ヌ
川
が
こ
の
都
市
を
し
て
一
方
で
は
ル
闘

　
ア
ー
ヴ
ル
と
、
他
方
で
は
パ
リ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
最
も
ゆ
た
か
な
諸
山
と
き
わ

　
め
て
容
易
に
連
絡
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
卸
売
商
は
わ
ず
か
の
費
用

　
で
、
彼
ら
に
対
し
て
な
ざ
れ
る
す
べ
て
の
注
文
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
騙

　
（
と
嵩
ρ
轟
窪
σ
q
曾
曾
巴
創
⑦
ω
旨
鴛
9
9
昌
島
ρ
言
α
q
o
o
三
夕
ρ
帥
弓
日
鋒
⑦
嚢
ω
①
け

　
夢
葺
凶
。
竃
回
富
9
冨
鳴
ゴ
。
酔
窪
Φ
一
、
閑
養
。
℃
P
嵩
。
。
◎
ワ
㎝
8
）

五

　
第
二
・
三
訂
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
マ
ニ
ュ
フ
岬
，
ク
チ
ャ
期
の
綿

工
業
に
あ
っ
て
は
、
準
備
工
程
の
一
部
お
よ
び
仕
上
工
程
で
の
み
集

中
作
業
場
が
一
般
的
に
形
成
さ
れ
、
基
幹
工
程
た
る
紡
績
・
織
布
の

二
部
門
で
は
、
賃
労
働
者
の
協
業
に
立
脚
す
る
資
本
制
的
作
業
場
は

か
の
特
権
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
（
例
え
ば
宕
冨
回
譲
。
野
震
の
ヵ
。
霧
ゆ

に
お
け
る
綿
ビ
ロ
ー
ド
製
造
工
場
）
な
ど
に
例
外
的
に
存
在
す
る
の
み
で

　
　
　
①

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
右
の
仕
上
工
程
に
お
け
る
集
中
作
業
場
は
、
こ

れ
迄
我
々
が
視
野
の
外
に
お
い
て
き
た
綿
布
捺
染
帯
親
箕
①
ω
ω
δ
鐸
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産業革命以前におけるノルマソヂrt綿業の構造（服蔀）

鳥
①
ω
8
臨
霧
に
お
い
て
最
も
大
規
模
に
、
か
つ
最
も
完
成
さ
れ
た
姿

態
に
お
い
て
嵐
現
し
た
の
で
あ
る
。
捺
染
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
こ
そ

は
工
場
制
工
業
の
直
接
の
先
行
形
態
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
の
で
、
以
下
主
に
ダ
ル
デ
ル
の
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
そ
の
存
在

形
態
と
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　
さ
て
、
捺
染
綿
布
什
。
臨
①
ω
帥
ヨ
℃
託
導
0
⑦
ω
の
製
造
・
販
売
お
よ
び

輸
入
は
、
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
イ
ン
ド
更
紗
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
輸
入

が
増
．
旨
し
た
十
七
琶
紀
末
以
来
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
　
一
七
五
九
年

九
月
五
臼
の
裁
決
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
織
物
に
捺
染
を
行
う
禽
由
が

　
　
　
　
②

宣
雷
さ
れ
た
。
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
に
お
け
る
綿
布
捺
染
工
業
の
興
隆
は

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
④

そ
の
直
後
に
始
ま
る
。
表
4
を
み
る
と
、
　
閑
○
¢
象
と
そ
の
近
傍
で

は
一
七
六
三
年
に
最
初
の
綿
布
捺
染
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
が
出
現
し
、

特
に
一
七
六
七
一
七
四
年
の
闇
に
企
業
数
は
め
ざ
ま
し
い
増
加
を
み

せ
て
い
る
。
こ

の
時
期
に
は
フ

ラ
ン
ス
又
「
は
外

国
の
多
数
の
職

人
達
鎚
鉱
ω
§
。
。

が
、
充
分
な
技

衷4　Rouen徴税管区の
　捺染企業数

・・…地区1…bec地区

年次隊数i年次隙数

2
5
7
8
1
1
1
5
1
8
1
8
1
8
2
8
2
6

1764

ユ765

1768

1779

1781

1785

i788

1789

179e

1796

1806

2
　
5
　
Q
ソ

1763

1764

1766

1767

1768

1772

i774

1782

1785

18e3

1806

1王

13

20

3e

30

38

24

22

術
的
知
識
も
資
金
も
な
し
に
こ
の
新
し
い
工
業
分
野
に
身
を
投
じ
た

の
で
あ
り
、
ま
た
捺
染
マ
ニ
ュ
経
営
者
相
互
間
お
よ
び
彼
ら
と
毛
織
F

物
業
者
、
綿
織
、
物
業
者
、
染
色
業
者
等
既
存
の
工
業
経
営
者
と
の
問

に
、
と
く
に
労
働
者
の
引
き
抜
き
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
続
発
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
急
速
な
成
長
は
過
剰
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
惹
起
し
、
一
七
七
四
年
に
は
六
件
の
倒
産
が
記
録
さ
れ
た
。
そ
し

て
七
〇
年
代
は
や
や
停
滞
を
つ
づ
け
た
後
、
八
○
年
代
に
入
っ
て
再

び
繁
栄
を
回
復
す
る
。
　
捺
染
工
業
の
も
う
一
つ
の
中
心
地
切
0
8
①
o

と
そ
の
近
傍
に
お
い
て
も
、
一
七
六
四
－
六
八
年
と
一
七
七
九
…
八

八
年
と
に
マ
ニ
ュ
Z
、
ク
チ
ャ
数
の
顕
著
な
増
加
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
一
七
八
五
年
に
男
○
器
⇔
微
税
管
区
で
製
造
さ
れ
た
捺
染

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

綿
布
は
総
計
一
五
三
、
二
〇
〇
反
の
多
き
を
数
え
、
東
部
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
は
フ
ラ
ン
ス
随
二
の
捺
染
工
業
の
凝
集
地
帯
と
な
っ
た
。

　
さ
て
そ
れ
な
ら
ば
、
か
よ
う
に
華
々
し
い
成
功
を
収
め
た
捺
染
工

業
は
一
体
い
か
な
る
形
態
で
営
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
硫
・

パ
ロ
ー
は
こ
の
綿
布
捺
染
業
を
も
っ
て
際
フ
ラ
ン
ス
繊
維
工
業
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
最
初
に
大
工
業
の
諸
学
微
を
明
確
に
お
び
た
部
門
」
と
規
定
し
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
部
門
で
は
製
造
の
技
術
的
条
件
が
初
発
か
ら
、
多
額

の
固
定
資
本
投
下
、
労
働
者
の
作
業
場
内
へ
の
集
合
と
彼
ら
の
聞
の
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6
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
一
｝
O

O
O
反
以
上
の
大
規
模
経
営
か
ら

二
、
○
○
○
反
未
満
の
小
規
模
経

営
ま
で
実
に
様
々
で
あ
る
。
ダ
ル

デ
ル
は
捺
染
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ

を
、
そ
の
規
模
と
構
造
の
点
か
ら

分
業
を
必
然
た
ら
し
め
る
。
即
ち
捺
染
マ
ニ
ュ
の
設
立
の
た
め
に
は
、

漂
白
の
た
め
の
広
い
土
地
、
作
業
場
と
倉
庫
の
た
め
の
大
き
な
建
物

の
他
に
、
大
き
な
乾
燥
室
、
布
を
固
定
す
る
捺
染
台
、
模
様
を
浮
彫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
た
平
版
ぜ
必
要
と
す
る
。
ま
た
捺
染
工
程
に
従
講
ず
る
労
働
者
は
、

製
図
工
、
製
版
工
、
染
色
工
、
艶
出
工
、
彩
色
工
、
捺
染
工
、
漂
白

工
、
仕
上
工
尽
き
わ
め
て
様
々
で
あ
る
。
こ
の
パ
ロ
ー
の
見
解
に
対

し
て
ダ
ル
デ
ル
は
、
捺
染
部
門
に
お
い
て
も
、
一
七
八
九
年
頃
ま
で

は
大
工
業
と
並
ん
で
多
数
の
家
内
工
業
な
い
し
小
工
業
が
存
在
し
た

　
　
　
　
⑩

と
主
張
す
る
。
確
か
に
捺
染
マ
ニ
み
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
経
営
規
模
が
決

し
て
斉
一
的
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
会
社
形
式
を
と
っ
た
二
三
の
捺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

染
企
業
の
資
本
金
額
の
分
布
を
し
め
し
た
表
5
か
ら
も
明
瞭
に
看
取

し
う
る
。
ま
た
、
　
一
七
八
五
年
に
お
け
る
検
察
富
ゴ
ワ
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
　
甥
。
∬
①
昌
微
税
管
区
の
一
二
八
の
捺
染
企
業
の
年
生
産
高
は
表

⑫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ら
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3
3
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

表5　捺染会社の資本
金琢珪（1760－89歪拝）

資鹸（・吻レ）陣数

30，一40，000　i　1

20，　一一．30，　OOO

le，　一20，　oeo

　5，　一10，　OOO

　5000ラ｝ミ蓄毒

三

次
の
三
類
型
に
分
類
し
て
い

轟る
。
第
一
は
小
経
営
の
タ
イ

プ
で
あ
り
、
切
。
ぎ
①
o
近
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

○
嵩
。
財
嚢
村
に
設
立
さ
れ
た

｝
㌔
む
ご
’
ぴ
。
ヨ
鶴
¢
o
の
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ャ
が
こ
れ
に
あ
た

る
。
そ
の
資
産
厩
録
に
よ
れ

ば
、
一
七
七
幽
年
に
彼
の
工

表6　捺染企業生産規模別（1785年）

年灌反数iRouen地区｝B。lbec地区

G
　
　
A
V
　
撃
⊥
　
3
　
　
4
　
　
6
　
　
0

2
　
　
1
　
　
2
　
　
G
　
　
5
　
　
ρ
◎
　
　
8

i424

12，◎GO　以上

iO，　一12，　OOO

　8，　一IO，　OOO

　6，一　s，oeo

　4，　一　6，　OQO

　2，　一　4，　eeo

　1，一　2，　OOO

計

場
設
備
は
八
五
・
五
ア
ー
ル
の
囲
画
地
に
た
て
ら
れ
た
三
つ
の
建
物

か
ら
成
り
、
そ
こ
で
は
企
業
家
家
族
の
私
室
と
捺
染
部
屋
、
染
色
部

屋
、
倉
庫
等
と
が
雑
然
と
混
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
マ
ニ
ュ
フ

岬
ノ
ク
チ
ャ
の
生
産
要
具
は
、
榛
押
染
ム
ロ
三
｛
脚
、
製
版
ム
“
聡
警
脚
、
平
版
二

九
四
、
染
色
用
の
銅
製
大
儲
四
、
鉄
鰻
大
儀
二
、
艶
碧
し
機
一
を
含

み
、
か
り
に
そ
れ
ら
が
フ
ル
に
運
転
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、

こ
の
マ
ニ
訊
の
協
業
規
模
は
明
ら
か
に
賃
労
働
を
根
幹
と
す
る
資
本

制
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
第
二
の
中
規

模
経
営
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
　
菊
○
¢
窪
近
郊
国
鍵
覧
簿
の
ピ
。

↓
Φ
盗
2
の
マ
ニ
ュ
Z
～
ク
チ
ャ
（
一
七
八
七
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ

の
マ
ニ
訪
に
お
い
て
は
捺
染
作
業
場
が
家
族
の
私
事
と
は
別
の
階
に
、
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ま
た
染
色
部
屋
は
別
の
建
物
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
捺
染
台
五
胎
、
平
版
一
〇
六
四
枚
、
銅
製
大
損
五

欄
と
い
う
よ
う
に
生
産
規
模
の
点
で
も
明
ら
か
に
第
一
類
型
を
凌
い

で
い
る
。
最
後
に
第
三
の
大
経
営
の
タ
イ
プ
を
代
表
す
る
も
の
は
、

d
ρ
諺
簿
鍼
の
℃
欝
ほ
。
男
○
σ
q
鍵
の
捺
染
マ
ニ
ュ
（
一
七
八
○
年
）
で

あ
る
。
　
こ
の
マ
ニ
ュ
は
捺
染
用
の
三
階
建
、
　
正
薗
の
長
さ
三
ニ
メ

ー
ト
ル
の
大
き
な
建
物
と
、
染
色
そ
の
他
工
業
用
の
種
々
の
用
途
に

充
て
ら
れ
る
九
つ
の
建
物
か
ら
成
り
、
更
に
捺
染
綿
布
の
乾
燥
用
の

二
・
五
ヘ
ク
タ
…
ル
の
草
地
が
あ
っ
た
。
こ
の
マ
ニ
ュ
の
年
生
産
量

は
一
七
八
五
年
に
一
万
反
に
達
し
、
こ
の
地
方
で
最
大
の
も
の
の
一

つ
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
ダ
ル
デ
ル
の
分
類
は
そ
れ
自
体
甚
だ
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
り

味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
当
面
の
悶
題
で
あ
る
綿
業
生
産

　
　
　
も
　
　
　
う

も
　
　
あ
　
　
へ

形
態
の
推
転
と
い
う
視
角
か
ら
み
て
本
質
的
な
こ
と
は
、
こ
の
捺
染

　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
あ
　
　
る
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

部
門
に
お
い
て
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
の
み
、
労
働
の
生
産
力
増
大

の
要
因
と
し
て
の
作
業
場
内
分
業
ー
ー
協
業
（
本
来
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

や
的
生
産
形
態
）
が
本
格
的
か
つ
全
面
的
に
実
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

　
次
に
、
右
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
た
捺
染
工
業
の
発
展
が
ど
の
よ

う
な
客
観
的
諸
条
件
の
下
で
行
わ
れ
た
か
を
簡
単
に
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
捺
染
マ
ニ
ュ
の
設
立
に
要
す
る
資
金
が
い
か
に
し
て
調
達
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
た
か
を
み
る
。
表
7
は
、
ダ
ル
デ
ル
の
分
析
に
し
た
が
っ
て
一
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

八
九
年
以
前
に
捺
染
企
業
設
立
に
出
資
し
た
人
々
の
う
ち
職
業
が
明

ら
か
な
者
五
八
名
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
通
り
、

閑
。
器
嵩
の
卸
売
商
人
を
先
頭
に
種
々
の
商
人
層
が
三
〇
名
と
過
半

数
を
し
め
、
つ
い
で
捺
染
工
、
製
版
工
、
製
図
工
、
職
場
長
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

賃
労
働
者
が
一
四
名
で
つ
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
熟
練
労
働
者
は

二
、
三
人
ず
つ
が
少
額
の
資
金
を
共
同
で
出
資
し
て
小
規
模
な
捺
染

マ
ニ
ェ
を
設
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
よ
り
高
度

の
製
造
技
術
を
有
す
る
大
規
模
捺
染
マ
ニ
ェ
に
対
抗
し
え
ず
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

大
多
数
は
短
命
に
終
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
時
期
の
綿
布
捺
染
業
の

発
展
に
主
導
的
役
割
を
演
じ
た
の
は
都
市
お
よ
び
農
村
の
商
人
層
で

あ
っ
た
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
都
市
幻
2
窪
の
卸
売
商
人
は

綿
織
物
の

生
産
過
程

そ
の
も
の

に
は
関
与

す
る
こ
と

が
比
較
的

表7　捺染企業設立春の職
　二男lj餐葦成（1763－89年）

職　業　・別 設立者数

Paris商人 1

Rouen商入 14

B・1bec商人（1） S

その他農村商入② 7

問麟iiil織布業者 5

捺染業蛮 4

染　色　業　者 4

捺染マニユ職掌 4

彩色・製版捺染工： 10

領主領請負入 1

計　1 58

〔傭考〕　（1）内，2人は農業

　を兼営。②内2人は皮革
　工業兼営。
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少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
彼
ら
の
一
部
は
本
来
の
商
人
的
機

能
を
営
み
つ
つ
同
時
に
自
ら
捺
染
一
仕
上
工
程
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
フ

ァ
ク
チ
ャ
主
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
商
業
資
本

と
産
業
資
本
と
の
二
つ
の
機
能
が
個
翔
資
本
内
部
に
経
過
的
に
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

合
わ
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
労
働
力
調
達
の
問
題
は
勃
興
期
の
捺
染
工
業
に
と
っ
て
最

大
の
障
害
を
な
し
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
部
門
は
高
度
の
技
術
的

熟
練
を
必
要
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
年
に
わ
た
る
全
面
的
製

造
禁
止
措
置
の
た
め
に
国
内
に
お
け
る
熟
練
労
働
者
と
く
に
捺
染
工

と
製
版
工
の
獲
得
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
外
国
人
労
働
者
に
頼

る
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
当
時

の
一
史
料
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
　
『
こ
の
工
業
の
発
展
と
進
歩
を

長
い
閥
さ
ま
た
げ
た
も
の
は
、
定
住
的
な
、
或
い
は
本
国
人
の
労
働

者
の
欠
如
で
あ
っ
た
。
そ
れ
迄
す
べ
て
の
企
業
家
は
、
大
部
分
ド
イ

ツ
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ス
イ
ス
人
、
な
い
し
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
か
ら
な

る
外
国
人
労
働
者
の
み
を
使
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

彼
ら
だ
け
が
こ
の
製
造
業
の
種
々
の
作
業
に
必
要
な
技
能
を
そ
な
え

て
い
た
か
ら
だ
。
非
常
な
高
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
労
働
者

は
、
彼
ら
の
技
能
と
知
識
を
知
ら
せ
な
い
こ
と
を
利
益
と
し
た
。
彼

ら
は
互
に
提
携
し
て
徒
弟
を
作
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
彼
ら
は
好
季

節
に
し
か
働
こ
う
と
せ
ず
、
悪
い
季
節
の
間
彼
ら
が
夏
の
遠
征
と
呼

ぶ
も
の
で
か
せ
い
だ
金
を
消
費
し
に
出
か
け
て
行
き
、
か
く
し
て
わ

が
フ
ラ
ン
ス
の
犠
牲
に
お
い
て
彼
ら
の
祖
国
を
富
ま
せ
る
の
だ
。
』
だ

が
、
こ
う
し
た
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
捺
染
業
者
は
そ
の
作
業
場

内
に
児
童
を
補
助
労
働
者
と
し
て
導
入
し
、
或
い
は
一
種
の
徒
弟
学

校
を
設
け
る
な
ど
し
て
技
術
を
留
得
せ
し
め
、
フ
ラ
ン
ス
人
熟
練
工

を
養
成
し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
『
か
な
り
多
数
の
定
住
労
働
者
が
養

成
さ
れ
た
時
始
め
て
、
よ
り
大
規
模
な
工
場
が
急
速
に
設
立
さ
れ
る

　
　
　
　
　
⑲

の
が
み
ら
れ
た
め
で
あ
る
。
』

　
最
後
に
、
綿
織
物
捺
染
業
の
原
料
が
い
か
に
し
て
供
給
さ
れ
、
ま

た
そ
の
生
産
物
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
販
売
さ
れ
た
か
を
み
て
お
こ

う
。
周
知
の
よ
う
に
、
更
紗
捺
染
業
が
公
認
さ
れ
た
一
七
六
〇
年
頃

に
は
、
純
綿
織
物
の
生
産
は
未
だ
フ
ラ
ン
ス
に
僅
か
し
か
展
開
し
て

い
な
い
。
従
っ
て
、
『
人
が
涛
。
β
窪
で
捺
染
す
る
織
物
は
そ
の
最
大

部
分
が
、
こ
の
都
市
と
農
村
で
製
造
さ
れ
、
織
機
を
離
れ
る
や
否
や

検
査
所
に
提
出
さ
れ
る
経
糸
が
麻
、
緯
糸
が
綿
の
シ
ャ
ム
織
で
あ
る
』

　
　
　
　
⑳

（一

ｵ
八
五
年
）
。
し
ご
9
ぴ
Φ
。
地
区
で
は
生
産
の
大
部
分
は
な
お
固
有
の

捺
染
綿
布
で
は
な
ぐ
「
先
防
染
に
よ
る
染
色
織
物
」
8
薮
ω
＄
ぎ
富
。
。
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産業革命以前におけるノルマソディ綿業の構造（服部）

・
↓
綿
糸
の
晶
質
改
良
と
生
産
増
大

↓
純
綿
布
の
生
産
増
大
と
い
う
一

連
の
過
程
に
対
し
て
、
捺
染
工
業

　
　
㊧

の
発
達
が
一
定
の
刺
戟
を
与
え
た

と
想
定
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。　

次
に
捺
染
綿
布
の
流
通
機
構
で

あ
る
が
、
一
七
六
〇
一
八
五
年
の

間
、
こ
の
部
門
に
お
い
て
は
生
産

・
流
通
の
完
全
な
自
由
が
支
配
し

て
お
り
、
製
造
法
規
も
検
査
・
検

出
賦
融
ω
深
く
①
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
使
用
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
地
方
で
製
造
さ
れ
る
白
地
の
シ
ャ
ム
織
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

約
二
〇
年
後
の
一
八
〇
三
年
の
状
態
を
み
る
と
、
表
8
の
如
く
で
あ

っ
て
、
切
。
ぎ
④
o
地
区
で
は
捺
染
用
織
物
と
し
て
シ
ャ
ム
織
が
依
然

と
し
て
全
体
の
半
ば
を
し
め
る
の
に
対
し
て
、
　
閑
。
鎧
①
p
地
区
で
は

イ
ン
ド
か
ら
の
輸
入
綿
布
に
つ
い
で
国
内
産
の
純
綿
布
が
多
く
用
い

ら
れ
て
お
り
、
シ
ャ
ム
織
の
比
重
は
著
し
く
低
下
し
て
い
る
。
我
々

は
、
一
七
八
○
年
代
後
半
よ
り
本
格
化
す
る
、
紡
績
工
程
の
機
械
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

表8　捺染期綿布種刷（王803年）
綿布玉釧・・…地区1・・lbec地区｝合

　Piece
98，　475

52，　475

10，　600

26，　441

80，　642

3，667

　Pieces
56，　517

10，350

3，6eo

22，　441

15，　425

3，667

　Pieces
41，　958

42，　125

7，0eo

4，000

65，　217

織
布
・
初
布
他

ム
糊
フ
騰
の

ヤ
や
群
・

シ
純
キ
ギ
イ
そ

160，300 112，eOO　1　272，3eO計A一

言
の
義
務
も
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
部
門
が
著
し
い
発
達
を

と
げ
た
た
め
、
政
府
は
捺
染
工
業
に
対
し
て
も
流
通
規
制
を
施
行
す

　
　
　
　
⑳

る
に
至
っ
た
。
　
一
七
八
五
年
十
一
月
十
厨
の
裁
決
は
す
べ
て
の
捺
染

業
者
に
対
し
て
、
居
住
地
の
工
業
裁
判
所
書
記
課
の
帳
簿
に
登
録
さ

れ
る
こ
と
、
各
織
物
の
両
端
に
製
造
人
の
姓
名
と
住
所
、
染
料
の
種

類
を
頭
文
字
で
押
印
す
る
こ
と
、
販
売
す
る
前
に
製
晶
を
検
査
所
に

提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
つ
い
で
一
七
八
六
年
一
月
十
九
臼

の
裁
決
は
、
先
の
裁
決
の
実
施
を
同
年
四
月
一
臼
以
降
に
定
め
る
と

と
も
に
、
閑
○
器
雛
と
じ
d
o
ぴ
Φ
o
と
に
検
査
所
を
設
置
し
た
の
で
あ

る
。
か
よ
う
に
流
通
規
制
が
施
行
さ
れ
た
お
か
げ
で
、
我
々
は
一
七

八
六
i
八
九
年
に
つ
い
て
捺
染
綿
布
の
お
お
よ
そ
の
生
産
量
を
知
り

う
る
。
即
ち
、
図
○
¢
窪
と
切
。
ぴ
①
o
の
検
査
所
を
通
過
し
た
捺
染

綿
布
の
数
量
は
四
年
間
合
計
で
、
そ
れ
ぞ
れ
四
六
九
、
三
〇
六
反
、
一

八
、
一
三
〇
反
と
な
り
、
男
○
三
口
で
検
査
・
検
印
を
受
け
た
も
の
が
全

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

体
の
九
六
％
を
し
め
る
。
　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
じ
ご
。
写
①
。
と
そ
の
近
傍

の
捺
染
業
者
も
地
方
市
場
で
製
晶
を
販
売
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を

特
権
都
市
菊
○
¢
⑦
潭
へ
も
た
ら
し
、
そ
の
大
規
模
な
織
物
市
場
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
商
人
に
売
り
わ
た
し
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
こ
の
点
に
関
連
し

て
、
綿
布
捺
染
業
に
あ
っ
て
は
図
○
器
⇒
の
大
商
人
層
に
よ
る
注
文
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生
産
が
相
当
広
汎
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
『
若
干
の
捺
染
業
者
は
彼
ら
の
計
算
で
働
い
て
お
り
、
反
物
の

端
に
そ
の
名
前
を
付
す
が
、
他
の
捺
染
業
老
は
商
人
か
ら
捺
染
す
る

た
め
に
織
物
を
受
け
と
り
、
そ
の
織
物
に
対
し
商
人
は
、
あ
た
か
も
彼

ら
が
そ
れ
を
製
造
し
た
か
の
ご
と
く
に
自
己
の
名
を
刻
印
せ
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
で
あ
る
』
（
一
七
八
五
年
）
。
ま
た
、
切
0
8
①
。
に
お
い
て
も
、
『
捺
染

業
老
は
或
は
彼
ら
自
身
の
計
籏
で
或
は
様
々
の
影
壁
（
ヨ
錠
。
｝
麺
監
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

Φ
け
鼠
α
Q
o
O
β
嵩
溢
）
の
た
め
に
働
い
て
い
る
』
（
一
七
八
二
年
）
。
こ
う

し
て
一
旦
切
。
缶
窪
へ
集
中
さ
れ
た
東
部
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
の
捺
染
綿

布
は
、
そ
こ
に
参
集
す
る
多
数
の
商
人
の
手
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

各
地
へ
も
た
ら
さ
れ
、
或
い
は
国
外
に
輸
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
捺

染
部
門
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
め
ざ
ま
し
い
成
長
は
、

菊
○
償
窪
を
拠
点
と
す
る
広
大
な
遠
隔
地
商
業
網
の
存
在
を
前
提
と

し
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
ホ
ル
カ
ー
の
特
権
マ
ニ
ユ
に
つ
い
て
は
、
次
の
す
ぐ
れ
た
研
究
を
参
照
。
鋭

　
菊
仙
ヨ
。
コ
9
臼
。
ゴ
”
団
。
詩
。
び
ヨ
騨
”
銭
8
窪
江
群
舞
σ
Q
話
ご
山
臨
o
p
o
鷺
。
鵠
。
鉱
話

　
㊦
昌
司
峯
旨
o
o
露
q
槻
く
嵩
H
血
ω
譲
o
H
P
嵩
お
ー
ミ
。
。
Φ
層
お
軽
Φ
．
こ
の
他
に
も
、
　
一
七

　
六
〇
年
頃
か
ら
、
図
。
蛋
Φ
P
亡
d
9
び
o
P
勝
く
お
鐸
X
等
に
綿
ビ
ロ
ー
ド
製
造
の
特
権

　
マ
ニ
ユ
が
設
立
さ
れ
、
織
布
工
程
が
仕
上
工
程
と
と
も
に
企
業
家
の
薩
営
作
業
場

　
で
行
わ
れ
た
。
H
σ
乙
二
掲
℃
●
α
9
①
ジ
誤
…
U
鷲
島
①
訓
麟
協
ω
8
寄
Φ
儒
㊦
切
o
H
げ
o
o
二

　
竈
．
ざ
？
一
〇
8
　
本
稿
で
は
こ
の
あ
と
に
更
に
一
節
を
設
け
、
特
権
了
三
に
っ

　
い
て
論
じ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
紙
蟷
…
の
都
合
上
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
口
「
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
綿
業
に
お
け
る
工
場
三
度
の
成
立
と

　
発
展
扁
（
仮
題
）
に
お
い
て
取
う
扱
う
つ
も
ウ
で
あ
る
。

②
℃
」
）
ρ
乙
①
争
い
＄
ヨ
霊
鑑
藍
島
霞
Φ
ω
号
8
蕾
ω
需
ぎ
峠
窃
。
け
号
ω
器
謎
。
ω

　
一
ヨ
鷲
剛
ヨ
曾
。
。
陣
労
。
器
昌
簿
帥
切
。
ぴ
o
o
舞
襲
図
く
H
H
⇔
簿
メ
〈
囲
H
H
。
ω
譲
9
0
。
。
層

　
δ
戯
O
・
唱
℃
・
亙
り
噂
憩
Φ
I
b
o
メ
な
お
、
絶
鰐
王
政
の
捺
染
業
対
策
の
法
嗣
藺
に
つ
い
て

　
詳
し
く
は
、
国
’
U
。
讐
貯
p
い
9
叶
〇
二
。
唱
。
一
コ
言
。
雷
男
擦
嵩
8
建
×
〈
H
H
⑩
簿

　
鶏
嫉
く
賢
囲
q
ω
坤
。
，
巳
。
ω
噌
一
㊤
一
鱒
を
参
照
。

③
勿
論
、
こ
の
解
禁
勅
令
以
前
に
も
、
非
合
法
に
若
干
の
捺
染
作
業
場
が
鴬
ま
れ

　
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
が
、
そ
の
規
模
は
蒔
く
不
明
で
あ
る
。
他
方
、
　
一
七
二
九
、

　
五
四
年
に
頃
。
ぴ
①
o
と
図
。
菖
昌
近
郊
に
…
つ
ず
つ
毛
繊
物
捺
染
の
た
め
の
特
権

　
マ
ニ
ユ
が
設
立
さ
れ
、
つ
い
で
一
七
五
七
年
西
月
二
四
欝
の
裁
決
に
よ
り
、
毛
織
物

　
捺
染
の
禁
庶
が
と
か
れ
た
。
こ
の
幽
門
で
資
金
と
技
術
的
知
識
を
獲
得
し
た
数
人

　
の
企
業
家
が
、
　
一
七
六
〇
年
以
後
翼
紗
捺
染
に
進
出
す
る
。
　
o
｛
’
U
鴛
島
㊦
ど
い
。
ω

　
琶
p
”
無
鴬
9
母
⑦
。
。
；
℃
や
b
。
ゲ
b
二
b
。
鵠
ω
O
ゐ
9
ω
㊤
6

④
H
σ
箆
二
譜
・
9
ム
。
。
噛
。
。
・
。
に
基
づ
ぎ
作
成
。

⑤
H
玄
α
こ
署
幽
8
ふ
。
。
。

⑥
H
繧
皇
娼
℃
■
①
。
。
ふ
膳
・

⑦
≧
。
｝
y
舜
什
・
矩
p
㌶
O
蒔
》
．
図
叶
暮
g
切
○
雰
卿
巴
ま
ω
血
零
ω
冨
ω
ρ
器
ぎ
。
・

　
ω
o
暮
①
審
σ
＝
o
。
・
9
①
鍵
σ
臨
疏
葛
。
・
焦
。
8
濡
＄
娼
。
ヨ
澄
。
。
o
鐸
一
ヨ
讐
一
ヨ
伽
。
ω

　
嵩
Q
。
9
に
よ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
ル
ア
ン
、
リ
ヨ
ン
、
パ
リ
の
一
二
徴
税
管

　
区
に
捺
染
工
業
の
発
達
が
貧
し
く
、
こ
れ
に
ア
ル
ザ
ス
を
茄
え
た
も
の
を
四
大
中

　
心
地
と
い
い
う
る
。

⑧
O
ダ
響
＝
。
紗
ピ
、
ぎ
¢
。
身
。
江
。
昌
骨
ヨ
巴
竃
コ
一
。
。
ヨ
。
辞
塁
一
”
ぎ
費
ω
窪
①

　
碕
9
居
巴
給
い
竈
器
闇
℃
℃
．
b
。
。
。
一
山
G
。
昏
。
●

⑨
　
切
〇
一
σ
o
o
周
辺
の
農
村
織
元
の
所
膚
す
る
生
礒
周
具
の
舗
【
格
が
～
二
五
ー
ニ
ニ
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業草命自画におけるノルマソディ綿業の構造（服部）

　
○
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
肌
取
も
小
規
模
な
捺
染
業
考
の
生
産
㎝
用
具
（
捺

　
染
台
一
、
大
鍋
一
、
平
版
六
〇
、
大
桶
二
、
艶
醸
し
機
一
、
イ
ン
ジ
ゴ
搾
り
機
一
）

　
で
も
七
〇
〇
り
ー
ヴ
ル
以
上
に
遷
し
た
。
O
巨
鳥
。
ご
ピ
＄
ヨ
二
二
貯
。
ぎ
お
。
・
二
℃
・

　
刈
O
昌
．
一
一
ρ

⑩
H
げ
乙
こ
や
雪
戸
嵩
ρ

⑪
　
團
げ
益
二
唱
勺
・
⑦
q
I
Φ
Φ
に
塞
つ
ぎ
作
目
。

⑫
　
前
識
⑦
の
一
覧
表
に
よ
る
。
　
切
O
煽
。
轟
管
区
に
関
す
る
部
分
は
一
七
八
五
年
十

　
一
拷
十
三
田
付
の
検
察
官
ゴ
ワ
の
報
告
に
薩
つ
い
て
い
る
。

⑬
．
こ
の
項
に
つ
い
て
は
、
o
や
O
母
α
o
ご
ピ
。
ω
ヨ
弾
回
心
貯
。
け
舞
器
ω
こ
℃
℃
．
①
o
。
1
刈
O
◎

⑭
　
目
げ
凶
α
二
b
℃
■
ω
ゆ
一
㎝
ζ
n
”
刈
？
Q
。
b
。
”
に
越
づ
き
作
成
。
同
一
企
業
に
二
名
以
上
の
田

　
資
者
が
あ
る
場
当
は
夫
々
鋼
綱
に
数
え
、
ま
た
毛
織
物
捺
染
業
よ
り
転
じ
た
数
名

　
の
著
に
つ
い
て
は
更
に
そ
れ
以
前
の
職
業
に
従
っ
て
分
類
し
た
。

⑮
　
こ
の
中
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
、
或
は

　
パ
リ
、
リ
ョ
ソ
な
ど
い
ち
畢
く
捺
染
工
業
が
発
達
を
み
た
都
市
の
資
本
家
な
い
し

　
職
人
が
若
干
含
ま
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
一
七
六
〇
年
以
後
、
b
ご
。
ぴ
。
。
の
す
べ

　
て
の
捺
染
業
潜
と
ガ
。
賃
。
ロ
の
そ
れ
の
大
部
分
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ

　
と
は
興
味
を
ひ
く
。
。
沸
O
貧
黛
ど
ピ
。
ω
影
器
ほ
8
評
註
の
ω
こ
℃
。
b
。
い

｛
⑬
　
H
σ
｛
畠
二
℃
℃
凸
①
？
α
圃
．

⑰
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
眼
、
六
六
頁
註
④
の
拙
稿
一
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
し
か
し
、
　
こ
れ
ら
商
人
に
よ
る
捺
染
一
こ
一
ユ
経
営
を
も
っ
て
、
　
遠
藤
氏
の
よ
う

　
に
門
間
堅
鵠
壷
問
業
資
木
の
典
型
的
な
集
約
凝
集
点
（
同
氏
、
前
掲
論
文
、
四
七
三

　
頁
）
と
み
る
の
は
正
し
く
な
い
。
何
故
な
ら
、
捺
染
業
者
が
織
獅
業
を
兼
営
す
る

　
場
合
は
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
で
は
全
く
例
外
的
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
織
衛
工
程
の
問
屋

　
制
前
貸
を
自
己
の
存
立
基
盤
と
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
パ
ロ
ー

　
が
強
調
す
る
よ
う
な
紡
・
織
・
捺
染
三
工
程
の
巨
大
資
本
に
よ
る
　
貫
経
営
は
ア

　
ル
ザ
ス
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
。
o
地
し
d
ρ
＝
9
切
。
や
9
伸
こ
℃
や
ら
。
Q
。
b
。
山
。
。
鰹

　
O
ρ
吋
α
①
ど
ピ
＄
旨
鶉
葺
紘
餌
簿
嘗
話
。
自
こ
℃
や
㊥
？
8
’

磁
皿
　
U
黛
，
O
巴
、
い
。
ω
諺
ρ
切
鼠
ρ
o
言
器
。
・
・
．
℃
℃
．
お
1
蕊
樋
G
。
ω
顧

⑳
　
○
Φ
臨
く
騨
冨
Φ
仲
諺
昌
〈
o
誘
．
菊
o
o
7
①
吋
。
げ
＄
。
ゆ
煮
義
賊
。
汰
α
q
¢
μ
o
簿
δ
。
ゆ
b
吋
。
σ
q
3
。
ウ

　
島
。
ご
貯
σ
甑
。
箕
δ
山
畠
①
㎝
8
紳
｝
塁
一
ヨ
℃
甑
醤
暗
。
管
b
蜀
O
ρ
℃
℃
’
G
◎
山
Φ
●

⑳
　
》
層
9
げ
・
¢
爲
鉾
司
嵩
鼠
O
軽
》
暫
○
げ
器
肖
く
騨
窪
。
諮
ω
α
o
一
．
凶
口
ω
唱
o
o
＄
諏
H
O
o
楼
・

（
⑳
　
⇔
創
目
畠
Φ
ご
い
O
⑳
導
欝
昌
琿
獄
O
伴
ρ
窪
⑦
ω
二
℃
・
O
Q
⇔
・

働
・
｝
一
・
o
劉
急
仙
ワ
　
ω
o
ぎ
？
該
錠
こ
諸
哨
目
臣
瓢
環
船
茸
圃
ρ
　
嵩
。
　
＄
8
　
暉
仲
客
鳥
。
。
・

　
竃
鍵
毎
融
。
密
『
8
篇
Φ
さ
嬬
Φ
の
℃
①
ヨ
富
の
α
賃
鳥
α
や
畠
。
冨
ω
Φ
一
昌
。
－
囲
鑑
●
（
一

　
寅
昌
ぐ
9
蕊
8
）
に
基
づ
ぎ
作
成
。

へ
馨
　
ア
ル
ザ
ス
に
お
け
る
捺
染
工
業
の
急
速
な
興
隆
も
、
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
産
綿
織
物

　
に
対
す
る
需
要
を
増
大
さ
せ
た
。
　
一
七
八
六
年
の
一
史
料
に
よ
る
と
、
ア
ル
ザ
ス

　
で
は
イ
ン
ド
と
ス
イ
ス
か
ら
輪
入
さ
れ
る
綿
布
と
並
ん
で
、
　
『
王
国
内
部
、
ノ
ル

　
マ
ソ
デ
ィ
と
ボ
ー
ジ
里
レ
の
織
物
が
～
四
、
二
〇
、
三
〇
、
四
五
、
六
「
嵩
反
の
撫
…

　
ご
と
に
到
齎
し
て
い
る
』
　
（
U
噛
卿
詳
伽
層
ヨ
も
嵩
玉
響
。
。
賛
な
難
0
9
μ
巴
鶏
O
O
”

　
》
琴
ダ
昌
騨
ρ
切
嵩
一
膳
O
恥
ゆ
）
。

飼
｝
　
O
ρ
械
臼
㊦
こ
い
⑦
ω
紅
蓮
葺
夢
。
傍
戸
賃
塁
∴
や
Σ
・

〔
鞍
　
H
σ
箆
こ
や
話
噸

⑳
　
『
大
部
分
の
企
業
家
が
仕
上
を
行
う
た
め
、
．
そ
の
織
物
を
犀
。
億
Φ
＝
へ
送
る
の

　
で
、
切
。
浮
。
。
の
検
査
所
で
は
少
量
の
捺
染
更
紗
し
か
検
印
を
う
け
な
い
。
彼
ら

　
は
ヵ
。
自
窪
に
潜
己
の
倉
庫
す
ら
も
ち
、
従
っ
て
そ
の
商
鹸
に
切
。
ζ
窪
で
検
印

　
を
う
け
さ
せ
る
』
（
U
簿
葺
。
繍
。
一
．
営
ω
需
。
け
。
ξ
O
o
ざ
b
ρ
軽
一
巳
ド
旨
◎
。
Φ
噌
｝
『
o
》
●

　
昌
舞
．
唄
罵
。
。
愈
切
）
q

劾
　
〉
ま
劉
コ
馨
畠
．
男
嵩
置
O
“
》
‘
○
び
ω
匿
く
9
峠
δ
訂
岱
o
O
o
い
」

盤
・
艶
嵩
ダ
昌
鋒
噛
頃
詰
①
α
ρ
嵐
Φ
ヨ
．
島
o
O
o
ざ
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ゐ／N

　
以
上
我
々
は
、
工
場
制
度
成
立
以
前
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
綿

業
の
構
造
を
そ
の
主
要
な
側
面
に
わ
た
っ
て
検
討
し
つ
つ
一
実
証
的

観
点
か
ら
従
来
の
通
説
に
対
し
て
若
干
の
疑
問
を
提
出
し
て
き
た
。

我
々
の
批
判
点
を
い
ま
一
度
要
約
し
て
み
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
8
本
稿
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
特
権
都
市
男
。
郎
窪
の
商
人
層
は
次

の
諸
点
に
お
い
て
綿
織
物
工
業
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
彼
ら
は
、
た
ん
に
都
市
ギ
ル
ド
工
業
の
み
な
ら
ず
農
村
工
業

に
対
し
て
も
、
そ
の
原
料
供
給
と
製
品
販
売
を
一
手
に
集
中
す
る
に

至
っ
た
が
、
大
部
分
の
織
元
が
自
ら
な
お
遠
隔
地
市
場
へ
の
販
売
活

動
を
営
み
え
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
媒
介
的
機
能
を

営
む
商
人
層
の
存
在
は
、
織
元
の
経
営
の
発
展
に
と
っ
て
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
商
人
層
の
活
動
は
そ
う
し
た
純

商
業
機
能
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
に
は
紡
績
あ
る
い
は
漂
白
・
捺
染
工

程
を
聞
屋
制
的
に
支
配
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
自
ら

捺
染
部
門
に
お
け
る
典
型
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
主
に
推
転
ず
る
者

す
ら
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
一
七
八
○
年
代
半
ば
よ
り
、
都

市
商
人
層
の
一
部
は
他
の
地
域
に
さ
き
が
け
て
機
械
湖
紡
績
工
場
を

綴
次
い
で
設
立
し
、
つ
い
で
十
九
世
紀
初
頭
よ
リ
シ
リ
ソ
ダ
ー
捺
染

機
を
導
入
し
つ
つ
、
綿
業
部
門
に
お
け
る
産
業
革
命
を
展
開
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
①

て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
み
れ
ば
、
都
市
商
人
層
を

　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ

一
義
的
に
前
期
的
商
人
と
規
定
し
、
本
来
の
資
本
主
義
発
展
の
対
立

物
と
な
す
通
説
は
改
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ω
だ
が
、
我
々
は
、
産
業
革
命
の
推
進
主
体
を
都
市
の
商
業
資
本

に
の
み
求
め
る
H
・
セ
ー
の
旧
説
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
。
8
に
の
べ
た
商
人
層
に
よ
る
大
工
場
建
設
に
き
び

す
を
接
し
な
が
ら
、
紡
績
工
程
の
機
械
技
術
は
都
市
お
よ
び
農
村
の

中
・
小
規
模
工
場
の
中
に
拡
散
し
て
ゆ
き
、
お
そ
く
と
も
一
八
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
ま
で
に
手
紡
績
を
ほ
ぼ
完
全
に
駆
逐
す
る
に
叢
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
綿
紡
績
業
の
急
速
か
つ
徹
底
的
な
変
革
は
、
都
市
お
よ
び
農
村
の

織
元
の
も
と
に
お
け
る
広
汎
な
資
本
蓄
積
を
前
提
せ
ず
し
て
は
考
え

る
ζ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
従
来
の
通
説
は
、
資
本
制
生
産
の

担
い
手
と
し
て
の
農
村
の
織
元
の
役
割
を
も
っ
ぱ
ら
強
調
し
つ
つ
、

他
方
都
市
ギ
ル
ド
工
業
に
つ
い
て
は
、
農
村
工
業
の
興
隆
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

衰
退
す
べ
き
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
即
ち
、
親
方
織
布
工
層
の
分

も解
な
る
事
実
は
一
応
認
め
つ
つ
も
、
上
麟
織
布
工
は
、
前
期
的
商
人

に
上
昇
．
転
化
す
る
一
部
を
の
ぞ
い
て
は
、
速
や
か
に
自
由
な
農
村
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地
域
に
移
住
し
つ
つ
農
村
織
元
の
隊
伍
を
強
化
し
て
い
く
と
主
張
す

る
。
だ
が
、
本
稿
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
都
市
男
。
郎
窪
の
親
方
織
元

は
近
隣
農
村
の
家
内
織
布
工
を
支
配
し
つ
つ
、
東
部
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

の
綿
織
物
の
約
三
分
の
一
を
生
産
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼

ら
の
嚇
部
か
ら
は
富
裕
な
問
屋
織
元
1
ー
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
経
営
主

が
数
多
く
分
出
さ
れ
て
い
た
。
我
々
は
こ
の
都
市
の
親
方
織
元
の
中

か
ら
初
期
の
大
紡
績
工
場
主
の
い
く
人
か
が
嵐
た
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
都
市
ギ
ル
ド
親
方
層
が
産
業
資
本
形
成
史
に
し
め
る
意
義
と
役

割
は
評
価
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
②
　
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
　
鯛
稿
で
詳
細
に
諭
じ
る
が
、
　
ざ
し
当
り

　
切
逐
一
〇
ダ
O
℃
．
O
諄
こ
勺
℃
．
一
ω
O
。
。
ゆ
二
b
。
。
。
〒
卜
。
G
。
Φ
…
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
古
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産業革命以前におけるノルマソディ綿業の構造（月臨～）
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arranging　as　a　single　hero　the　accempiishments　of　three　Qans　suc－

ceeding，　Batu　M6ngke，　BayaB　M6ngke　and　Bodialar．　The　MoBgolian

literatures，　especiaily謡歌9如Ytia・n－liu蒙古源流，　out王ined　legends，　not

the　historical　facts．　Dr．　Wada’s　’opinibn　has　a　fundamental　mistake

i’n　his　arrangement　o£　higtory　based　on　legends．

The　Structure　of　Cotton　lndustry　in　Normandy

’　Before　the　lndustrial　Revolution

　　　　　　　by

Haruh圭ko　Hattor三

　　This　article　is　to　establish　the　structure　of　the　French　fibre　industry

before　the　industrial　revolution，　as　a　preparative　worl〈　for　analyzlng

the　development　ef　the　industrial　revolution　in　the　very　industry；

which　means　£hat　the　economic　strueture　in　the　‘　maBufacturing　period’

shou｝d　be　examined　fr．om　tlte　viewpoint　of　the　industrial　revolutioB，

not　from　the　former　viewpoint　of　the　bourgeois　revolution．　Limiting

our　consideration　to　the　cotton　industry　in　eastern　Normandy　till　1880’s

we　examine，　using　the　possible　original　sources，　what　form　this　indu－

stry　toek　ln　both　the　privileged　city　of　Rouen　and　its　agrarian　sur－

roundings，　and　whae　structure　of　marl〈et　supported　its　production；　we

will　make　ie　clear　this　premise　must　be　a　condition　for　the　establish－

ment　of　factory　systein　and　offer　a　ceftain　comment　to　the　agcepted

view　especiaily　about　the　character　and　part　of　tke　urban　merchants

and　most　weavers　of　guild．

An　lnterpretation　of　the　Political　History　in

　　　　　　　　the　19　th　Century　England

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Muraoka

　　In　our　acadeiinic　world　of　historicl　researches，　the　hlstory　of　the　19　th

century　EnglaBd　has，　above　all，　been　considered　as　a　typical　course・

of　capitalist　development，　lt　has　come　to　be　a　fixed　prejudice　that

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（635）


