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十
五
世
紀
末
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
っ
て
Ⅲ
妬
さ
れ
た
、
胡
椒
貿
易
に
お
け
る
ケ
ー
プ
・
ル
ー
ト
の
川
呪
が
、
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
皿
ヅ
パ
と

レ
ヴ
ア
ン
ト
を
結
ぶ
東
方
貿
易
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
対
し
て
深
刻
な
打
峡
を
か
え
た
こ
と
は
川
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
打
撃
は
、
当
初
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
は
い
え
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
を
通
ず
る
胡
椒
貿
易
が
以
後
、
そ
の
ま
ま
衰
退

し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
航
路
の
洲
姑
を
槻
に
、
イ
ベ
リ
ア
半
胤
と
の
貿
易
へ
そ
の
欺
点
を
移
し
て
い
っ
た
ジ
ェ
ノ
ァ
と

は
対
照
的
に
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
対
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
は
依
然
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
た
。
胡
椒
取
引
に
お
い
て
も
、
そ
の
不
振
は
十
六

世
紀
三
○
年
代
ご
ろ
ま
で
は
深
刻
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
遅
く
と
も
同
世
紀
半
ば
以
降
に
は
、
ふ
た
た
び
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
を
通
過
す
る

地
中
海
ル
ー
ト
（
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
シ
リ
ア
紐
山
）
が
大
帆
に
復
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
力
、
ケ
ー
プ
・
ル
ー
ト
を
皿
十
る
ポ
ル
ト

ガ
ル
の
胡
椒
輸
入
通
は
、
む
し
ろ
減
少
す
る
傾
向
を
示
し
、
一
五
七
五
’
九
五
年
間
の
年
平
均
は
、
一
五
○
○
’
七
○
年
間
の
そ
れ
を
か

り
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
二
九

《
紹
介
》

（
１
）
 

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
機
衰
』

△ 

船

栄

￣ 
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こ
こ
で
紹
介
す
る
ド
メ
ニ
コ
・
セ
ル
ラ
の
論
考
は
、
そ
う
し
た
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
過
程
と
そ
の
諸
要
因
を
明
快
に
分

析
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
年
次
は
や
や
古
い
と
は
い
え
、
多
数
の
史
料
の
渉
猟
の
上
に
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
論
究
し
た
も
の
と
し
て

は
、
現
在
で
も
依
然
と
し
て
蛾
も
す
ぐ
れ
た
研
究
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
十
七
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
紐
済
的
衰
退
に
つ
い
て

（
６
）
 

は
、
ご
く
最
近
、
Ｒ
・
Ｔ
・
ラ
ッ
プ
の
包
括
的
な
研
究
も
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
十
六
・
七
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
（
な
い
し
地
中
海
地
域
）
経

済
史
と
い
う
、
重
要
で
あ
り
な
が
ら
わ
が
国
で
は
ま
だ
十
分
に
耕
さ
れ
て
い
な
い
領
域
に
つ
い
て
、
専
門
家
に
よ
る
本
格
的
研
究
を
促
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
経
済
史
に
う
と
く
、
も
っ
ぱ
ら
イ
ギ
リ
ス
史
の
側
か
ら
英
・
伊
間
の
競
争
局
面
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る

に
す
ぎ
ぬ
筆
者
は
、
素
材
の
提
供
と
し
て
、
さ
し
当
り
セ
ル
ラ
論
文
を
や
や
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
に
本
稿
の
課
題
を
限
定
し
て
お
き
た

い
。
な
お
、
文
末
に
付
し
た
注
は
す
べ
て
紹
介
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
５
）
 

た
イ
タ
リ
ア
全
休
と
し
て
も
ｌ
毛
織
物
工
業
そ
の
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．

伝
統
的
に
仲
継
貿
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
で
、
な
ぜ
改
め
て
毛
織
物
工
業
の
急
速
な
興
隆
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
そ
れ
は
、
十
六
世
紀
と
い
う
時
期
に
高
級
毛
織
物
に
特
化
し
た
都
市
〔
Ⅱ
ギ
ル
ド
〕
工
業
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
繁
栄
が
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
進
出
に
直
面
し
て
、
あ
わ
た
だ
し
く
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
ど
う
い
う
事
情
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

十
六
。
七
世
紀
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
は
、
イ
ギ
リ
ス
農
村
毛
織
物
工
業
の
い
わ
ば
対
極
に
位
微
す
る
も
の
と
し
て
、
比

較
史
的
に
み
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
両
者
は
実
際
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
市
場
を
め
ぐ
る
国
際
競
争
と
い
う
局

面
で
拮
抗
し
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
嚇
態
は
国
際
経
済
史
上
の
一
酌
と
し
て
か
ね
て
か
ら
筆
者
の
関
心
を
よ
び
お
こ
す
も
の
で
あ

っ
た
。

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

－ 

－ 
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、
蝋
Ｉ

織物生産高推移（単位； 反）

■
■
 

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

セ
ル
ラ
論
文
は
、
ま
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業

の
一
一
世
紀
間
に
わ
た
る
全
般
的
な
動
向
を
概
観
す
る
こ
と

か
ら
始
め
て
い
る
。
同
工
業
に
つ
い
て
は
、
一
五
一
六
年

か
ら
一
七
三
一
年
に
い
た
る
ま
で
述
統
的
に
行
年
ご
と
の

生
産
高
を
追
跡
す
る
こ
と
が
資
料
的
に
可
能
で
あ
る
。
こ

れ
を
図
示
し
た
の
が
第
１
図
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

た
と
え
ば
一
五
二
五
、
一
五
七
六
、
一
六
三
○
年
に
お
け

る
ペ
ス
ト
の
流
行
、
一
五
七
○
’
七
三
年
の
キ
プ
ロ
ス
戦

争
、
あ
る
い
は
一
六
二
○
年
代
や
一
六
八
○
年
代
の
動
乱
、

竿
々
の
経
済
外
的
要
因
に
よ
る
一
時
的
な
変
動
が
み
ら
れ

る
が
、
一
一
世
紀
間
を
通
ず
る
生
産
高
の
長
期
的
趨
勢
は
き

わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
大
づ
か
み
に
は
、
ほ
ぼ
三
つ
の
時

期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅲ
十
六
世
紀
初
頭
か
ら
同
世
紀
六
○
年
代
ま
で
の
上

昇
期
。
毛
織
物
の
年
生
産
商
は
約
二
千
反
か
ら
出
発
し
っ

二

一

一

一

■－▲ 

－￣ 

一

一
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つ
急
激
な
珊
大
が
み
ら
れ
、
こ
の
間
に
約
一
○
倍
の
生
産
商
を
達
成
し
て
い
る
。

②
十
六
世
紀
六
○
年
代
か
ら
十
七
世
紀
二
○
年
代
ま
で
の
停
滞
期
。
こ
の
時
期
に
は
一
六
○
二
年
の
二
万
八
千
反
余
り
と
い
う
ピ
ー

ク
が
含
ま
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
全
体
と
し
て
は
、
生
産
高
は
お
お
よ
そ
二
万
’
二
万
五
千
反
の
間
を
上
下
し
て
お
り
、
一
菰
の
頭
打
ち

的
な
天
井
に
列
途
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

③
岐
後
に
一
六
二
○
年
代
末
以
降
の
衰
退
期
。
生
産
商
は
し
だ
い
に
減
少
し
て
ゆ
き
、
つ
い
に
一
七
一
○
年
に
は
年
生
産
商
は
二
世

紀
前
の
出
発
点
と
同
じ
二
千
反
の
水
堆
に
復
帰
す
る
。
こ
う
し
て
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
工
業
は
、
二
世
紀
間
の
う
ち
に
、
興
隆
、
停
滞
、

衰
退
の
三
局
面
を
経
過
し
つ
つ
一
つ
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
を
閉
じ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
三
局
耐
を
含
む
艮
期
的
趨
勢
の
行
銑
に
あ
る
諸
珈
情
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
の
起
源
は
十
三
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
製
砧
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
碗

羊
毛
を
原
料
と
す
る
高
級
染
織
物
（
ウ
ッ
ル
ン
）
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
生
産
商
は
、
中
世
を
通
じ
て
年
産
約
三
千
反
以
下
で
あ
り
、
ヴ

ェ
ネ
ッ
ィ
ア
綴
済
に
と
っ
て
何
ら
大
き
な
意
義
を
机
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
一
山
二
○
年
ご
ろ
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
が
輸
入
す

る
毛
織
物
は
四
万
八
千
反
に
も
の
ぼ
り
、
そ
の
多
く
は
レ
ヴ
ア
ン
ト
ヘ
両
輪
川
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
取
引
す

る
毛
織
物
は
圧
倒
的
に
輸
入
品
か
ら
な
っ
て
お
り
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
毛
織
物
取
引
の
中
心
で
は
あ
っ
て
も
、
生
産
の
中
心
で
は
な
か
つ

と
こ
ろ
が
十
六
世
紀
に
入
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
毛
織
物
工
業
は
さ
き
に
み
た
よ
う
に
急
速
な
典
隙
を
示
し
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
紐
済

を
支
え
る
主
要
な
柱
の
一
つ
と
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。
セ
ル
ラ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
展
開
の
要
因
は
、
十
六
世
紀
前
半
の
時
期
を
特
色
づ

け
る
「
例
外
的
事
情
」
に
あ
っ
た
。
第
一
に
、
リ
ス
ボ
ン
を
起
点
と
す
る
ケ
ー
プ
・
ル
ー
ト
の
川
現
、
つ
ま
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
胡
椒
貿
易

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』
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た
の
で
あ
る
。



Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
三
四

へ
の
逃
川
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
胡
椒
取
引
に
大
き
な
衝
鵬
と
不
振
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
た
め
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
商
業
貸
本
は
、
少
な

く
と
も
そ
の
活
動
の
一
部
を
従
来
の
貿
易
部
門
か
ら
生
産
部
Ｗ
へ
と
移
動
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
十
六
世
紀
初
頭

の
イ
タ
リ
ア
本
土
で
ひ
き
続
い
て
お
き
た
戦
乱
は
、
各
地
に
大
き
な
荒
廃
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ミ
ラ
ノ
、
パ

ヴ
ィ
ア
、
コ
モ
、
プ
レ
シ
ア
等
の
主
要
な
毛
織
物
工
業
都
市
で
は
、
生
産
活
動
の
深
刻
な
沈
滞
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
状
況
を
鰍
じ
た
一
流
二
九
鞭
の
一
山
料
は
い
う
ｌ
『
か
っ
て
、
こ
こ
で
は
た
く
さ
ん
の
邨
業
が
憐
渡
れ
て
い
た
．
な
か
で

も
こ
の
都
市
は
サ
ン
・
マ
リ
ノ
織
物
と
し
て
知
ら
れ
る
而
級
毛
織
物
を
毎
年
四
千
反
と
、
そ
の
上
、
ス
ペ
イ
ン
羊
毛
か
ら
つ
く
ら
れ
る
ガ

ル
ピ
（
恩
Ｈ
図
）
と
呼
ば
れ
る
毛
縦
物
を
一
刀
八
千
’
二
刀
反
も
生
賑
し
て
い
た
。
今
川
で
は
生
脈
は
実
際
上
、
中
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
』
。

ま
た
十
六
世
紀
の
は
じ
め
、
毛
織
物
の
年
生
産
八
千
反
を
数
え
た
プ
レ
シ
ア
で
は
、
一
五
四
○
年
に
は
値
か
に
一
千
反
を
記
録
す
る
の
み

で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
こ
う
し
た
人
口
と
生
産
の
減
少
と
い
う
危
機
的
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
ひ
と
リ
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
み
は
戦

乱
を
ま
ぬ
か
れ
、
例
外
を
な
し
て
い
た
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
他
の
識
都
市
か
ら
の
避
難
職
人
を
受
入
れ
つ
つ
、
イ
タ
リ
ア
識
都
市
の
毛
織

物
供
給
力
の
低
下
に
よ
っ
て
生
じ
た
い
わ
ば
典
空
状
態
と
い
う
好
機
を
フ
ル
に
利
川
し
て
化
腋
を
仰
ぱ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
続
く
第
二
期
の
停
滞
は
ど
う
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
前
の
時
期
に
み
ら
れ
た
「
例
外
的
洲
耶
慨
」

が
洲
失
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
十
六
世
紀
中
葉
以
降
、
胡
椒
貿
易
に
お
け
る
レ
ヴ
ァ
ン
ト
・
ル
ー
ト

が
復
活
す
る
に
つ
れ
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
資
本
は
ふ
た
た
び
伝
統
的
な
貿
易
活
動
へ
と
復
帰
、
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
第
一
。
第
二
に
、

い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と
は
、
一
五
五
九
年
以
後
、
イ
タ
リ
ア
本
土
に
お
け
る
戦
乱
の
収
束
と
と
も
に
、
多
く
の
都
市
で
は
し
だ
い
に
生
産

一一一



活
動
も
復
活
し
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
は
そ
れ
ら
と
の
競
争
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
五
八
○
年
ご
ろ
、
コ
モ
の
毛
織
物
工
業
は
ブ
ー
ム
の
状
態
に
あ
る
と
報
告
さ
れ
、
ま
た
一
五
四
○
年
に
八
’
九
千
反
に
低
下
し
て
い

た
ベ
ル
ガ
モ
の
毛
織
物
年
生
産
高
は
、
一
五
九
六
年
に
は
二
六
、
五
○
○
反
に
も
達
し
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
一
五
五
三
年
に
一
四
、

七
○
○
反
、
一
五
六
○
年
に
一
一
○
、
○
○
○
反
、
一
五
七
二
年
に
は
三
三
、
一
一
一
一
二
反
の
生
産
を
記
録
し
、
そ
の
多
く
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ

と
同
じ
く
レ
ヴ
ァ
ン
ト
市
場
へ
送
ら
れ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
共
和
国
の
コ
ン
ス
ク
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
駐
在
側
は
、
一
五
七
八
年
に
つ
ぎ
の
よ

う
に
報
告
し
て
い
る
Ｉ
『
シ
乘
ネ
ッ
ィ
ア
・
ス
タ
イ
ル
を
真
似
た
毛
織
物
が
フ
ィ
レ
ン
ッ
塗
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
こ
の

都
市
［
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
］
に
現
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
色
彩
の
美
し
い
立
派
な
砧
物
だ
。
。
…
：
だ
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
競
争
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
工
業
が
そ
の
船
声
と
利
益
を
と
も
に
失
う
お
そ
れ
が
あ
り
、
［
当
地
に
い
る
］
わ
が
川
の
川
人
た

ち
は
い
た
く
蕊
蝋
し
て
い
る
』
．
ま
た
一
五
九
七
年
ソ
悪
ネ
ッ
ィ
ァ
の
迦
禰
会
鰄
（
鯉
：
冒
冨
；
且
鱈
）
は
い
う
ｌ
『
他
側
で

は
大
戯
の
良
価
ス
ペ
イ
ン
羊
毛
か
ら
毛
織
物
が
製
造
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
ミ
ラ
ノ
公
国
内
の
コ
モ
や
そ
の
他
の
諾
都
市
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
わ
が
国
［
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
〕
の
毛
織
物
の
完
全
な
模
倣
肺
が
ま
す
ま
す
多
く
生
産
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
際
、
賃
銀
そ
の
他

の
点
で
大
き
な
利
点
を
そ
な
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
製
品
は
フ
ェ
ラ
ー
ラ
お
よ
び
ア
ン
コ
ー
ナ
経
由
で
レ
ヴ
ァ
ン
ト
ヘ
船
械
み
さ
れ
、
わ

が
国
の
も
の
よ
り
も
安
く
光
ら
れ
て
い
る
』
。

こ
う
し
て
十
六
世
紀
前
半
に
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
独
走
を
可
能
に
し
た
「
真
空
状
態
」
は
も
は
や
消
え
失
せ
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工

業
が
い
っ
そ
う
展
川
さ
れ
て
ゆ
く
余
地
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
は
い
え
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
他
の
諸
都
市
と
の
競
争
上
有
利
な
条

件
を
依
然
と
し
て
保
持
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
製
仙
の
Ⅱ
叩
衡
に
関
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
が
従
来
か
ら
商
い
評
価
と
名
声
を

博
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
節
二
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
が
も
つ
対
レ
ヴ
ァ
ン
ト
通
商
組
織
の
伝
統
的
な
強
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
諾
都
市

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
三
五



そ
れ
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
が
十
七
世
紀
二
○
年
代
末
以
降
、
と
ど
め
難
く
衰
退
の
兆
候
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
っ
た
の
は

な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
態
が
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
の
競
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
諸
都
市
で
も
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
と
何
じ
ょ
う
に
毛
織
物
工
業
の
藩
る
し
い
沈
滞
が
兇
川
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
コ
モ
で
は
、
十
七
世
紀
前
半
の
間
に
毛
織
物
の
年
生
産
荷
は
八
千
反
か
ら
像
か
百
反
に
ま
で
低
下
し
、
ミ
ラ

ノ
で
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
一
五
七
○
年
代
に
は
年
雌
三
万
三
千
反
を
数
え
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
独
敵
で
あ
っ
た
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
で
は
、
一
六
一
六
年
に
一
万
五
千
反
、
一
六
Ｗ
○
年
に
は
六
千
反
以
下
と
い
う
統
踏
を
記
録
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
時
期
に
お

け
る
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
凋
落
の
原
因
は
別
の
事
恰
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
主
要
な
要
因
と
し
て
セ
ル
ラ
が

指
摘
す
る
の
は
つ
ぎ
の
三
つ
で
あ
る
。
川
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
Ⅱ
ト
ル
コ
間
の
海
運
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
悪
化
。
②
レ
ヴ
ァ
ン
ト
市
場
に
お
け
る
毛

織
物
需
要
の
収
縮
。
③
新
し
い
競
争
将
た
る
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
の
レ
ヴ
ア
ン
ト
市
場
へ
の
巡
川
。

十
六
世
紀
の
第
３
四
半
期
以
降
、
地
中
海
で
海
巡
業
に
た
づ
さ
わ
る
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
の
船
が
し
だ
い
に
墹
加
し
て
い
っ
た
。
地

元
の
船
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
た
両
国
の
船
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
に
も
雁
川
さ
れ
、
十
六
世
紀
末
に
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア

の
憐
む
貿
易
の
大
き
な
部
分
が
こ
れ
ら
北
国
船
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
自
ら
の
海
述
利
害
を
防
術
す
る

た
め
、
一
六
○
二
年
に
対
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
に
お
け
る
外
国
船
の
使
川
を
厳
し
く
制
限
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
こ
の
い
わ
ば
「
航
海
条
例
」

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

一一一一一一ハ

の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
嚇
怖
の
も
と
に
、
イ
タ
リ
ア
諮
諸
巾
の
競
争
に
面
面
し
な
が
ら
も
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織

物
工
業
は
な
お
か
な
り
の
高
い
生
産
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

ｕ 



と
も
い
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
輸
出
商
は
効
率
の
劣
る
自
国
船
を
用
い
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
諦

港
と
の
通
商
は
大
き
く
阻
害
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
十
七
世
紀
初
頭
に
は
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
市
場
そ
の
も
の
に
由
々
し
い
事
態
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
ト
ル
コ
に
お
け
る
毛
織
物
需
要

が
総
小
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
．
す
で
に
一
六
二
年
に
ツ
ニ
ネ
ッ
ィ
ア
の
ト
ル
コ
駐
在
緬
事
は
こ
う
轡
慧
送
っ
て
い
る
ｌ
『
ト
ル
コ

で
は
阿
内
の
動
乱
に
よ
っ
て
人
ロ
と
耐
の
多
く
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
今
で
は
、
そ
の
輸
入
戯
は
以
前
の
三
分
の
一
に
す
ぎ
な

い
』
。
一
六
二
三
’
一
一
一
八
年
間
の
ト
ル
コ
Ⅱ
ペ
ル
シ
ャ
戦
争
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
ト

ル
コ
が
輸
入
し
て
い
る
毛
織
物
は
大
づ
か
み
に
二
種
類
に
分
れ
て
お
り
、
下
肘
氏
が
川
い
る
粗
質
の
毛
織
物
（
カ
ー
ジ
ー
縦
）
は
イ
ギ
リ

ス
か
ら
供
総
さ
れ
、
上
川
階
級
が
静
川
す
る
商
級
船
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
下
川
比
の
窮
乏
化
に
と
も
な
い
、
机
廊
の
輪

（
７
）
 

入
毛
織
物
は
し
だ
い
に
よ
り
安
価
な
地
一
兀
産
の
綿
交
織
口
叩
に
代
稗
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
十
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス

産
カ
ー
ジ
ー
縦
輸
入
の
激
減
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
カ
ー
ジ
ー
織
は
一
六
三
○
年
ご
ろ
ま
で
ト
ル
コ
市
場
か
ら
姿
を
消
す
に
い
た
っ
て
い
る
。

Ｔ
）
 

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
か
ら
は
カ
ー
ジ
ー
織
輸
山
の
減
衰
を
肌
め
△
、
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
今
度
は
染
色
広
桐
織
が
地
川
し
て
き
た
。
十
六

世
紀
九
○
年
代
に
数
百
反
の
イ
ギ
リ
ス
産
広
幅
織
が
レ
ヴ
ァ
ン
ト
市
場
に
現
わ
れ
て
以
来
、
し
だ
い
に
そ
の
数
を
畑
し
、
一
六
二
○
年
代

ま
で
に
は
年
平
均
約
六
千
反
と
な
り
、
一
六
六
○
’
一
七
○
○
年
間
に
お
け
る
年
平
均
は
一
万
二
千
反
か
ら
二
万
反
に
達
し
て
い
る
。
か

っ
て
の
カ
ー
ジ
ー
縦
の
ぱ
あ
い
と
巡
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
広
桐
織
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
と
肛
扱
に
競
合
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
も
レ
ヴ
ァ
ン
ト
に
お
け
る
毛
織
物
の
需
要
は
全
体
と
し
て
縮
小
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
進
出
は
、
そ
の
分
だ
け
ヴ

ェ
ネ
ッ
ィ
ア
側
の
販
路
を
狭
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
と
比
べ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
広
幅
織
の
仙
厩
が
い
く
分
劣
っ
て

い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
安
価
で
あ
る
点
で
、
以
前
よ
り
も
支
出
を
控
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
レ
ヴ
γ
ン
ト

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
三
七



外
国
製
品
に
比
較
し
て
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
の
コ
ス
ト
高
を
形
づ
く
る
要
因
の
一
つ
に
税
負
担
が
あ
っ
た
。
消
費
税
（
２
９
⑭
の
）
と

輸
出
税
（
原
料
と
完
成
品
に
対
す
る
）
で
あ
る
。
輸
川
市
場
に
お
け
る
自
国
製
ｎ
Ｍ
の
割
商
が
明
ら
か
と
な
る
に
つ
れ
、
こ
う
し
た
税
の
軽

減
を
求
め
る
請
願
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
の
織
元
と
輸
出
商
か
ら
く
り
返
し
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
政
府
当
局
自
ら
も
し
ば
し
ば
、
毛
織
物
製

造
に
は
『
過
度
の
税
負
担
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
』
『
税
負
担
の
若
干
で
も
軽
減
さ
れ
る
な
ら
価
格
は
下
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
売
れ
ゆ
き
も
増

す
で
あ
ろ
う
』
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
三
八

の
消
費
者
に
好
評
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
セ
ル
ラ
が
引
照
す
る
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
側
の
諾
史
料
は
い
ず
れ
も
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
が
『
き
わ
め
て

安
く
』
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
が
太
刀
打
ち
で
き
ず
に
敗
退
し
て
い
る
こ
と
を
異
句
同
音
に
訴
え
て
い
る
。
十
七
世
紀
七
○
年
代
に
は
、
加
え
て

オ
ラ
ン
ダ
毛
織
物
も
ま
た
ト
ル
コ
に
進
川
し
て
き
た
。
一
六
七
三
年
の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
の
一
史
料
は
、
そ
の
脅
威
的
有
様
を
述
べ
て
い
う

ｌ
『
オ
ラ
ン
ダ
の
毛
織
物
が
わ
が
園
の
毛
織
物
に
と
っ
て
代
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
．
そ
れ
は
好
寵
し
く
、
糠
く
、
臘
硲
も

安
い
の
で
ト
ル
コ
人
の
心
を
す
っ
か
り
と
ら
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
ト
ル
コ
人
は
も
は
や
わ
が
国
の
毛
織
物
を
有
難
が
ら
な
い
。
わ

（
９
）
 

が
国
の
狐
Ⅲ
叩
は
、
買
う
に
も
蒜
る
に
Ｄ
も
放
い
の
だ
』
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
激
化
し
た
対
外
競
争
に
対
抗
し
て
ヴ
エ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
が
生
き
残
る
た
め
に
果
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
課

題
は
二
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
つ
は
製
回
叩
コ
ス
ト
の
引
下
げ
で
あ
り
、
他
は
洲
識
者
の
好
み
Ⅱ
流
行
に
即
応
す
る
新
製
ぃ
叩
の
開
発
で

あ
る
。
し
か
し
前
掲
第
１
図
に
示
さ
れ
る
第
三
期
の
趨
勢
を
み
れ
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
セ
ル
ラ
の
分
析
を
つ
ぎ
に
み
て
み
よ
う
。

五



（
、
）

泣
悦
ｊ
ｂ
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
に
と
っ
て
決
定
的
な
肛
要
性
を
ｊ
ｂ
つ
も
の
は
工
伐
間
題
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第

一
は
そ
の
水
地
の
満
さ
で
あ
る
。
一
六
三
○
年
の
ペ
ス
ト
流
行
以
後
、
織
布
工
の
工
賃
は
そ
れ
以
前
よ
り
も
三
分
の
一
も
上
外
し
た
と
報

告
さ
れ
（
一
六
三
六
年
）
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
三
十
年
後
の
当
局
の
記
録
も
『
ペ
ス
ト
流
行
時
に
工
賃
は
上
り
、
以
後
も
依
然
と
し
て
向
く
維

持
さ
れ
て
い
る
結
采
、
わ
が
国
の
柵
人
は
大
き
な
被
需
を
こ
う
む
っ
て
い
る
』
（
一
六
六
八
年
）
と
く
り
返
し
て
い
る
。
一
六
七
一
年
、
地

元
の
一
禰
人
は
ヴ
罪
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
の
柵
怖
が
満
す
ぎ
る
こ
と
読
雛
し
て
い
う
ｌ
『
わ
が
川
の
織
元
が
鰄
人
に
文
糾
わ
れ
ば
な
ら

ぬ
工
賃
は
全
く
過
大
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
引
下
げ
ら
れ
る
な
ら
…
…
毛
織
物
は
も
っ
と
安
く
売
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
売
れ
ゆ
き
は
ｊ
ｂ
つ

と
卿
え
る
は
ず
だ
』
。
し
か
し
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
で
は
、
工
践
率
が
法
的
に
固
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
工
慨
を
競
争
的
水
準
に
ま
で
引
下
げ
る

こ
と
は
事
実
上
、
川
難
で
あ
っ
た
。
固
定
さ
れ
て
い
る
工
賃
表
（
］
甘
昼
四
日
・
ロ
の
。
の
旨
日
の
円
の
臼
）
を
改
訂
す
る
た
め
に
は
政
府
の
認
可

を
要
し
た
が
、
当
局
は
た
と
え
改
訂
の
必
要
を
認
め
た
と
し
て
も
、
職
人
層
の
不
人
気
を
お
そ
れ
て
敢
て
実
施
に
踏
み
き
ろ
う
と
は
し
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
は
絹
織
物
工
業
の
例
で
あ
る
が
、
一
六
九
六
年
、
当
局
は
織
布
工
の
工
賃
引
上
げ
の
要
求

に
応
じ
て
い
る
ぱ
あ
い
す
ら
見
出
さ
れ
る
。
引
上
げ
の
要
求
自
体
は
当
工
業
の
利
害
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
、
と
判
断
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
六
八
九
年
の
一
山
科
が
語
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
『
職
人
に
一
定
の
工
貸
率
を
保
証
し
て
い
る
従
来
の
政
策

が
、
わ
が
国
の
毛
織
物
工
業
に
破
滅
を
も
た
ら
し
た
』
の
で
あ
る
。

工
侭
水
地
と
並
ん
で
、
職
人
の
労
働
能
率
の
悪
さ
も
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
史
料
の
巾
で
は
工
慨
の
術
さ
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
点
に

批
雌
が
染
中
し
て
い
る
慨
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
職
人
は
一
定
の
工
箇
を
法
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
い
仕
事
を
し
よ
う
と
い
う

気
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
い
う
も
の
も
、
仕
那
の
川
来
具
合
に
か
か
わ
り
な
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
工
臓
が
支
払
わ
れ
る
か
ら
だ
』
（
一
六
八

九
年
）
．
旗
た
価
の
史
料
も
同
じ
く
訴
え
る
ｌ
『
職
人
た
ち
は
蝋
船
の
髭
に
ほ
と
ん
ど
側
心
を
．
ｂ
た
ず
、
側
分
た
ち
の
好
選
な
よ
う

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
三
九



Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
四
○

に
働
い
て
い
る
』
（
一
六
七
三
年
）
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
で
は
、
紡
毛
工
、
織
布
工
、
染
色
工
等
は
そ
れ
ぞ
れ
ギ
ル
ド
に
加
入
し
て
い
た
。
そ

し
て
ギ
ル
ド
は
ワ
ー
ク
マ
ン
シ
ヅ
プ
に
つ
い
て
は
自
ら
の
規
準
を
定
め
て
お
り
、
雇
主
が
職
人
券
面
由
に
選
択
す
る
こ
と
や
職
人
の
仕
事

ぶ
り
へ
介
入
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
織
元
の
望
む
よ
う
な
労
働
能
率
の
向
上
に
対
す
る
強
力
な
歯
止
め
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
織
元

は
、
ギ
ル
ド
の
成
員
で
あ
る
職
人
た
ち
が
仕
醐
の
際
に
織
元
の
指
示
に
従
わ
ぬ
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
『
職
人
を
雁
う
ば
あ
い
に
彼
ら
を
選

択
す
る
完
全
な
向
山
』
を
与
え
る
よ
う
、
し
ば
し
ば
政
府
に
陳
情
し
た
。
し
か
し
た
と
え
ば
一
六
九
○
年
の
よ
う
に
『
伝
統
的
な
慣
行
を

変
更
す
る
こ
と
は
、
月
下
の
と
こ
ろ
好
ま
し
く
な
い
』
と
し
て
却
下
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
既
得
権
益
を
固
執
す
る
ギ
ル
ド
の
保
守
性
は
新
穂
毛
織
物
開
発
に
際
し
て
も
障
害
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
一

連
の
厳
し
い
技
術
上
の
規
定
が
一
五
八
八
年
以
来
強
制
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
の
ス
タ
イ
ル
を
ま
ね
た
』
毛
織

物
を
製
造
す
る
こ
と
は
、
一
六
七
三
年
に
公
け
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
六
七
八
’
九
八
年
間
に
お
け
る

ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
『
外
国
風
毛
織
物
』
の
年
産
商
は
、
僅
か
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
数
百
反
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
一

六
九
○
年
代
の
は
じ
め
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
で
オ
ラ
ン
ダ
風
毛
織
物
の
製
造
を
洲
始
す
べ
く
十
四
人
の
熟
練
職
人
を
辿
れ
て
や
っ
て
き
た
ネ

ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
織
元
も
、
巾
当
局
と
ギ
ル
ド
の
敵
意
に
あ
っ
て
結
局
は
数
年
後
に
周
辺
の
ト
レ
ヴ
ィ
ソ
地
区
へ
退
去
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
な
、
史
料
に
現
わ
れ
た
課
税
、
工
賃
、
ギ
ル
ド
規
制
に
対
す
る
批
難
が
、
ど
の
程
度
ま
で
当
を
得
た
も
の
で

あ
る
か
を
決
定
す
る
の
は
奔
易
で
な
い
、
と
セ
ル
ラ
は
い
う
。
と
い
う
の
も
こ
れ
ら
は
、
と
く
に
ギ
ル
ド
規
制
に
関
す
る
不
満
は
、
し
ば

一ハ



し
ば
商
人
の
観
点
を
強
く
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
が
対
外
競
争
に
押

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ぱ
あ
い
、
労
働
コ
ス
ト
高
が
決
定
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
労
働
の
コ
ス
ト
高
を
放

置
し
た
政
府
の
工
賃
政
策
、
あ
る
い
は
労
働
能
率
の
向
上
を
阻
ん
だ
ギ
ル
ド
の
干
渉
、
こ
う
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
な
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ

ァ
毛
織
物
工
業
は
十
七
世
紀
に
生
き
残
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
セ
ル
ラ
は
こ
う
設
問
し
つ
つ
、
こ
れ
に
対
し
て
は
帯
定
的
な
解
釈

を
与
え
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
の
繁
栄
は
、
さ
き
に
吟
味
し
た
よ
う
な
「
例
外
的
小
情
」
、
つ
ま
り
、
た
ま
た
ま
他
の
イ
タ

リ
ア
諾
都
市
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
が
沈
滞
し
て
お
り
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
等
の
競
争
は
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
と
い
う
事

情
の
も
と
で
は
じ
め
て
存
続
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
に
そ
う
し
た
独
占
的
地
位
を
許
し
て
い
た

状
況
が
洲
失
す
れ
ば
、
か
り
に
よ
り
賢
明
な
工
賃
政
策
や
い
っ
そ
う
柔
軟
な
労
働
契
約
等
々
が
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
衰
退
を
阻
止
す

る
こ
と
は
ｌ
そ
れ
を
避
陽
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
ｌ
不
可
朧
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
の
が
彼
の
判
断
で
あ
る
．
セ
ル
ラ
の
考
え
に
よ

れ
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
毛
織
物
工
業
に
一
貫
し
て
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
不
利
な
条
件
は
、
む
し
ろ
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
巾
自
体
の
構
造
に
内
在

し
て
い
た
と
い
う
。
一
つ
は
、
元
来
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
市
の
立
地
上
の
制
約
に
よ
っ
て
、
毛
織
物
生
藤
の
た
め
の
充
分
な
広
さ
と
水
流
を

欠
い
て
い
た
点
で
あ
る
。
』
」
の
た
め
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
産
の
毛
織
物
は
縮
絨
の
た
め
に
周
辺
の
ト
レ
ヴ
ィ
ソ
地
域
へ
送
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
も
う
一
つ
の
さ
ら
に
重
要
な
条
件
は
、
労
働
力
供
給
面
で
の
制
約
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
お
け
る
他
の
諦
脹
業
（
潜

侈
品
製
造
や
加
工
貿
易
工
業
）
の
隆
醗
や
貿
易
港
と
し
て
の
諸
活
勤
等
々
の
存
在
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る
雇
川
機
会
を
提
供
し
て
お
り
、

加
え
て
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
で
は
生
活
費
も
高
か
っ
た
。
そ
う
し
た
事
情
が
毛
織
物
工
業
に
従
事
す
る
職
人
層
に
対
し
て
強
い
交
渉
力
と
高
い

工
賃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
安
い
労
働
力
が
得
ら
れ
る
周
辺
農
村
地
域
で
は
、
毛
織
物
工
業
が
依
然
と
し

て
継
続
な
い
し
は
拡
大
さ
え
し
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
で
貿
易
Ⅱ
港
湾
活
動
が
め
ざ
ま
し
く
復
活

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ニ
ネ
ッ
イ
ァ
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
四
一



Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

二
四
二

し
、
絹
工
業
・
ガ
ラ
ス
工
業
・
叫
蒲
業
等
が
繁
栄
し
た
十
七
世
紀
七
○
年
代
以
降
の
時
期
に
、
毛
織
物
生
産
が
蛾
も
激
し
く
勝
ち
こ
ん
だ

の
も
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
の
資
本
・
企
業
・
労
働
力
は
、
毛
織
物
生
産
か
ら
ふ
た
た
び
そ
う
し
た
伝
統

的
な
識
分
野
ｌ
そ
こ
で
は
有
利
な
立
地
条
件
が
決
定
的
で
あ
り
、
精
妙
な
手
工
業
的
技
能
が
安
い
労
働
力
の
蟇
な
供
給
よ
り
も
ず
っ

と
派
要
な
霊
を
な
し
て
い
た
ｌ
へ
復
燃
し
た
の
で
あ
る
．

〔
注
〕

（
１
）
Ｄ
Ｃ
Ｂ
の
己
８
ｍ
の
］
一
回
〉
円
冨
国
の
①
：
ロ
司
巳
一
○
ｍ
岳
の
ぐ
の
ロ
の
庁
】
ロ
ロ
ヨ
「
。
。
】
行
回
Ｈ
口
口
Ｐ
の
斤
旦
・
ず
”
国
・
勺
ロ
］
］
、
ロ
（
の
□
）
。
○
局
慰
⑰
ロ
ゴ
ロ
○
厨
□
ぬ
の
ご

爵
の
ぐ
⑦
。
、
［
菌
。
同
８
コ
○
ョ
『
ご
岳
の
の
買
斤
の
の
ロ
日
ロ
ロ
ロ
、
の
『
の
。
【
の
⑦
。
岳
○
の
。
目
臥
の
⑩
。
届
９
．

（
２
）
ｍ
・
勺
巳
一
目
（
日
）
．
。
ｐ
９
斤
．
．
Ｈ
回
可
・
Ｑ
ｐ
ａ
○
コ
に
兄
ら
れ
る
研
究
史
の
現
状
に
側
す
る
適
切
な
概
帆
を
参
照
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
川
北
穂
「
ヨ
ー
、
ヅ
パ
の
商
業
的
進
出
」
（
塔
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
第
十
六
巻
、
一
九
七
○
年
）
、
栗
原
桶
山
「
十
六
世
紀
後
半

の
地
中
海
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
」
、
一
橋
論
叢
、
七
二
の
六
（
一
九
七
四
年
）
。

（
４
）
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
と
国
際
競
争
」
（
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
経
済
構
成
の
転
換
』
、
一
九
六
七
年
、
所
収
）
、
同

「
イ
ギ
リ
ス
質
あ
の
榊
造
変
化
」
、
社
会
経
済
史
学
、
三
七
の
一
（
一
九
七
一
年
）
を
み
よ
。

（
５
）
○
・
富
・
Ｑ
ｐ
○
一
一
四
・
倉
弓
匿
の
回
８
口
○
日
『
ｏ
□
の
、
一
国
の
。
［
Ｈ
国
］
ペ
・
同
８
口
。
ｐ
風
◎
餌
汀
Ｂ
ｑ
閃
の
ぐ
】
の
貝
⑤
ロ
ロ
の
：
ぐ
（
ご
ｇ
）
．

（
６
）
幻
・
日
・
周
：
ロ
》
Ｈ
回
△
口
⑫
可
弓
目
口
同
８
コ
○
日
一
○
□
の
。
］
ヨ
の
冒
の
①
ぐ
の
口
斤
Ｃ
８
岳
’
○
８
日
こ
ぐ
Ｄ
ａ
８
．
］
弓
の
。

（
７
）
原
文
で
は
員
日
団
の
□
８
芹
・
ロ
⑭
：
木
綿
と
何
ら
か
の
繊
維
（
羊
毛
か
？
）
の
交
織
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
瀞
に
は
不
詳
。

（
８
）
レ
ヴ
ア
ン
ト
市
場
に
輸
出
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
染
色
・
仕
上
げ
広
禰
織
（
身
巴
目
口
玲
目
⑪
ロ
日
ワ
８
且
、
］
○
ｓ
）
は
、
当
初
、
サ
フ
ォ
ク
産
が

主
力
で
あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
諸
州
で
従
来
の
中
欧
向
け
白
地
広
幅
織
生
産
か
ら
染
色
広
幅
識
へ
の
転
換
が
進
む
に
つ
れ
て
、
レ
ヴ
ァ
ン

ト
市
場
へ
輸
出
さ
れ
る
西
部
諸
州
産
の
比
重
が
し
だ
い
に
増
加
し
、
す
で
に
十
七
世
紀
三
○
代
に
は
こ
れ
が
圧
倒
的
と
な
っ
て
い
た
。

（
９
）
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
オ
ラ
ン
ダ
毛
織
物
」
と
は
、
こ
の
史
料
の
内
容
か
ら
推
し
て
薄
手
の
「
新
毛
織
物
」
（
ｚ
の
計
ｏ
３
℃
目
の
②
）
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
、
オ
ラ
ン
ダ
史
の
専
門
家
の
御
教
示
を
ま
ち
た
い
。



（
、
）
こ
の
時
期
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
工
伍
動
向
に
つ
い
て
は
、
淀
・
自
・
”
、
８
．
Ｏ
Ｐ
Ｑ
〔
・
》
目
・
局
・
戸
参
照
。
な
お
、
ラ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
、

労
伽
コ
ス
ト
が
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
の
生
産
コ
ス
ト
中
、
お
よ
そ
一
一
一
分
の
一
一
を
占
め
る
。
ま
た
ラ
ッ
プ
は
英
伊
の
ポ
ン
ド
と
デ
ュ
カ
ヅ
ト
の
交

換
レ
ー
ト
を
検
討
し
た
上
で
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
巡
築
業
に
お
け
る
工
伐
が
す
で
に
一
六
二
九
年
ま
で
の
時
点
で
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
の
ほ
ぼ
二
倍

と
な
っ
て
い
た
と
誠
邸
し
て
い
る
。
唇
ご
Ｐ
・
ロ
・
口
【
・
》
弓
・
】
日
・
］
量
１
局
の
．
伍
銀
の
国
際
比
較
は
推
計
上
む
ず
か
し
い
問
題
を
含
む
が
、
ヴ
ェ

ネ
ッ
ィ
ア
に
お
け
る
一
六
三
○
年
以
降
の
貨
幣
撰
銀
の
大
柵
な
上
外
を
あ
わ
せ
老
え
れ
ば
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
市
掛
で
の
競
争
が
激
化
し
た
こ
の
時
期

に
、
災
い
間
の
鉦
銀
較
差
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

Ｄ
・
セ
ル
ラ
『
ヴ
マ
ー
ネ
ッ
ィ
ァ
毛
織
物
工
業
の
盛
衰
』

四

三


