
い
わ
ゆ
る
裏
日
本
の
形
成
に
つ
い
て
(
第
二
報
)

ー

l
商
品
取
引
組
織
か
ら
み
て

l
l

千

徳

爾

葉

いわゆる裏日本の形成について(第二報)

筆
者
は
さ
き
に
第
一
報
と
し
て
の
試
論
に
お
い
て
、
経
済
的
な
意
味
で
の
裏
日
本
な
る
名
称
が
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
末
年
に
か
け
て

の
、
日
本
の
産
業
革
命
の
進
行
期
に
お
い
て
そ
の
姿
を
明
瞭
に
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
①
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
地
域
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
当
時
の
こ
の
地
方
の
住
民
の
志
向
が
、
工
業
活
動
よ
り
も
農
業
的
蓄
積
に
傾
い
て
い
た
こ
と
が
か
ぞ

え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
問
題
、
な
ら
び
に
在
来
工
業
の
生
産
者
が
特
定
需
要
に
依
存
し
て
、
広
い
市
場
に
お
け
る
不
特
定

多
数
の
顧
客
に
対
す
る
服
売
と
い
う
分
野
に
進
む
意
欲
を
欠
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
た
。

本
稿
は
第
二
報
と
し
て
、
お
も
に
後
者
を
商
品
取
引
の
組
織
化
と
い
う
面
か
ら
追
及
し
て
み
た
結
果
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
地
域
形

成
に
お
け
る
民
俗
の
意
義
の
研
究
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
、
昭
和
三
九
・
四

O
両
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
(
各
個
研
究
)
に
よ
る
報

告
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

91 

あ
る
工
業
が
発
展
し
う
る
た
め
に
は
、
商
品
と
し
て
の
製
品
が
需
要
に
応
じ
た
品
質
性
能
を
そ
な
え
る
た
め
の
生
産
技
術
と
、
そ
の
製
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品
を
生
産
す
る
に
必
要
な
原
材
料
お
よ
び
加
工
の
設
備
や
動
力
な
ど
の
資
本
、
そ
れ
ら
を
整
備
運
営
す
る
た
め
の
労
働
力
な
ど
が
完
備
し

て
高
能
率
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
生
産
原
価
が
高
ま
ら
な
い
条
件
を
も
つ
こ
と
と
、
さ
ら
に
こ
の
製
品
の
販
売
や
原
材
料
の
購

入
な
ど
商
品
の
取
引
関
係
が
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
、
利
潤
が
高
ま
る
こ
と
の
三
つ
の
要
件
が
そ
な
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で

の
地
理
学
の
分
野
で
は
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
要
件
が
主
要
な
立
地
因
子
と
し
て
分
析
考
察
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
第
三
の
要
件
に
つ
い

て
は
、

お
も
に
交
通
の
便
と
い
う
用
語
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
単
に
貨
物
の
運
搬
輸
送
の

み
が
考
え
ら
れ
、
交
通
機
関
や
せ
い
ぜ
い
通
信
手
段
が
考
慮
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
実
の
商
品
の
売
買
取
引
で
は
、
単
に
貨
物
の
輸
送
機
関
が
と
と
の
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
は
単
に
可
能
性
を
提
供
す
る
に
と
ど
ま
り
、
貨
物
の
移
動
が
実
現
す
る
た
め
に
は
商
取
引
が
成
立
す
る
と
い
う
前
提
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は
信
用
・
宣
伝
・
金
融
な
ど
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
介
在
す
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
因
子
は
偶
然
性
が
あ

る
と
か
、
外
部
の
も
の
に
う
か
が
い
難
い
慣
習
に
左
右
さ
れ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
地
理
的
条
件
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
ず
、
た

ま
た
ま
、
地
理
的
習
慣
性
な
ど
と
い
っ
た
不
得
要
領
な
言
葉
で
片
づ
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
奇
妙
な
用
語
が
つ

か
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
裏
面
に
は
、
従
来
の
地
理
学
徒
に
は
取
扱
い
が
た
か
っ
た
が
、

し
か
も
土
地
と
無
関
係
で
な
い
あ
る
要
因

の
存
在
を
暗
示
す
る
も
の
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
商
取
引
に
は
特
定
の
職
業
的
慣
行
が
あ
っ
て
、
こ
の
ル

l
ル
に
そ
む
い
た
取
引
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
な
、
時

に
は
土
地
に
よ
っ
て
異
な
る
売
買
慣
行
や
取
引
組
織
が
、
商
品
ご
と
に
存
在
し
て
お
り
、
生
産
者
と
需
要
者
と
が
こ
れ
に
適
応
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
商
品
の
大
量
移
動
が
お
こ
る
わ
け
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
、
商
取
引
の
組
織
、
慣
行
は
長
い
歴
史
過
程
の
う
ち
に

成
立
し
た
経
済
習
慣
で
あ
り
、
広
義
の
民
間
習
俗
に
ふ
く
め
る
こ
と
が
で
き
る
o

こ
れ
を
地
域
的
に
み
て
、
地
理
学
的
地
域
を
組
織
形
成



第 1表 中部日本の地方別取引方式分布

「丁一一子て37一一→屯一方 仁王JlA二二互二三二
遠州小幅織物

有松・鳴海絞り

生 1遠州フホロード

(
出
砕
け
川
総

)
V

三河木綿

地 l知多木綿

尾州毛織物

遠州綿傘地

織|遠州別珍コール天

愛知ガラ紡糸

J
P
υ
h
M口
m
R
Q
A代
田
臨
時
会
ぷ
r
J

物

類

(郡内織物)
M 
0> 

問屋を経て取引，単位10反以上。 I十日町織物

百貨庖以外は産地問屋経由。 I小千谷縮

小売り直取引しない。問屋となら 1反で

もよい。 I五泉織物

消費者・小売商と直取引はしない。単位

600反以上。 I方日茂縞

向上。 I小松りんず

卸問屋経由のみで取引。 I福井本絹

単位10反以上。 I塩沢結城

問屋を通じてのみ取引。単位は 1反以上。

問屋を通じてのみ取引。 I亀田織物

一部は直取引するが，大半問屋。

石川織物

加茂白生地

福井人絹フェンツ

人絹朱子

人絹からみ

人絹薄地

人絹紋織

人絹平地

絹羽二重

見付服地

問屋を経て取引，直接卸小売はしない。

7割を産地問屋経由。 3割は生産者直接

出荷。小売もする。

産地問屋が大半だが，一部小売商とも取

引する。

向上。

原則として問屋を経る。単位50疋以上。

生産者の直取引は生機。単位10疋。

産地問屋又は仲買を経る。小売商や消費

者と直取引しない。単位10反以上。

紬・縞11:仲買を経る。小限物は産地問屋

を経るが小売商とも取引する。

消費者と直取引しない。単位百疋以上。

産地問屋経由。単位百疋以上。

小売R普及び消費者と直取引しない。

地元問屋を通すが小売消費者とも取引。

地元問屋に生機で出す。単位百疋。

地元問屋を通す。単位百疋。

直取引しない。主に輸出。

生機取引百疋単位。問屋のみ取引する。

問屋を通す，単位10疋。

問屋を経由。



話 II 東海

両尾服地 |同上
布 l名古屋既製版

|岐阜既製服

毛|愛知靴下

|名古屋毛編手袋

製 l愛知綿メリヤス

名古屋カバン
ロ l

ロロ l伊勢タオル

(諏訪メリヤス)

(山梨既製服)

静岡下駄

れ

緒

類

だ

鼻

敷

台

す

屋

中

鏡

屋

古

靴

岡

古

名

津

静

名

身

の

三重フットラッグ

廻|名古屋紙器

岐阜うちわ

消費者と直取引せず，問屋を通す。

向上。

同上。

向上小売とも直取引しない。

向上。

全部問屋を経る。

向上。

特殊の場合をのぞき，問屋のみと取引す

る 。|

消費者と直取引するが行商人の手で8割。|

問屋のみと取引，単位百足。

問屋のみと取引。

向上。

向上。

小売商とは直取引するが，消費者とはし

ない。単位10枚。

一般消費者とは取引しない。

注文生産のみ。

小売商・消費者と直取引する。

長関既製服

金沢既製服

三条足袋

越中砺波菅笠

五泉メリヤス

小売広と直取引。

向上。

向上。

出荷問屋を通す。

直取引で小売商に出す。

新潟プラスチック|消費者小売人と直取引する。

製品

富山プラスチック

製品

燕きせる

越後桐下駄

加茂びょうぶ

新潟洋家具

加茂たんす

加茂建具

越前かや

消費地問屋を経由する。

小売商とも取引する。単位50本。

同上。

行商人が小売する。

小売もする。

同上。

l一般小売ける。

消袋者とも取引する。単位20張。



木

5長 器

哲氏 漆

ν 器
-> 

を再?主主

i陶
e 

* 巴! 磁
回目
予(l

会

|器」ミ
-> 

σ~ 

美濃

屋せんす 消費者とは取引しない。 内山紙 小売商の直接取引はほとんどなし、。

ちょうちん 同上。

傘 直接取引もする。単位百本。

屋洋傘 直接取引はしない。

傘 向上。

皮革類 向上。

州和紙) 行商人にすべて出す。

島傘) 長野県，直接取引する。単位30本。

国水引) 消費者と直取引せず，すべて問屋を通す。

屋仏壇 小売はしない。 越後仏壇 小売する。

ます 小売商と直取引する。 飯山仏壇 同上。

沢漆器) 多く行商人扱い。単位によって直取引。 高岡漆器 出荷問屋のみが消費者に売る。

慶塗) 出荷問屋が消費者に売る。 輪島漆器 消費者と直取引のみ。

州スキー) 小売商と直取引もするが多くは問屋へ。 山中漆器 問屋・小売商と取引する。

村上堆朱 小売する。

焼 直取引はしない。 九谷焼 小売商とは取引するが，消費者とはし

L 、。

焼 原則として問屋を経るが，小売商とは少 和倉こんろ 原則として直取引しない。

しする〔下石，市之倉などJ，すべて問屋

を通す〔笠原，土岐口，高山，定林寺な

ど〕。

廃食標 直接取引もするが，多くは問屋を経る。

焼 すべて問屋を通す。
一一一一一一一

り!名古

岐阜

岐阜

家|名古

伊勢

具 I~;
(阿

(飯

名古

大垣

(平

(春

(信

七宝 な

戸

古

瀬

万



~
 
|

東
海

地
方

|
北

陸
地

方

関
ナ
イ
フ
・
鉄

大
半
問
屋
を
通
し
，
直
取
引
は
少
堂
。

l
 
i高

岡
ア
ル
ミ
日
用
品
す
べ
て
問
屋
を
通
す
。

伊
勢
鎌

小
売
商
及
農
協
と
取
引
す
る
。

高
岡
銅
器

直
取
引
す
る
。

金
金

沢
金

銀
箔

向
上

。

三
条

金
物

同
主
。

三
条

作
業

工
具

小
売
は
し
な
い
。

武
生
打
刃
物

小
売
す
る
。

越
後

鎌
小
売
商
人
農
協
と
取
引
す
る
。

物
越
後
や
す
り

問
屋
・
小
売
商
と
取
引
。

燕
洋
食
器

小
売
商
と
も
取
引
す
る
。

(
諏
訪
鎌
)

主
と
し
て
行
商
を
通
す
が
，
小
売
も
す
る
。

同
金

属
具

小
売
も
す
る
。

そ
名

古
屋

筆
直
取
引
は
し
な
い
。

長
岡
ろ
う
そ
く

小
売
も
す
る
。

の
浜

松
綿

テ
ー

プ
100

巻
単
位
で
取
引
。

野
沢
あ
け
び
細
工

小
売
商
と
直
取
引
す
る
。

越
後
三
奈

小
売
は
し
な
い
が
，
小
売
商
と
直
取
引
す
る
。

他
(
中
野
杷
柳
細
工
)

小
売
商
と
直
取
引
す
る
。

高
田
綿
テ
ー
プ

5
0
0
巻
単
位
で
取
引
。

)
内
は
中
央
高
地
の
産
物
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農
具
な
ど
を
除
外
し
、
ま
た
特
定
需
要
と
結
び
つ
い
た
品
目
を
も
の
ぞ
い
て
、
特
産
地
に
お
け
る
取
引
方
式
を
分
類
し
て
み
た
(
第
1
表)。

こ
の
表
を
な
が
め
て
知
り
得
る
こ
と
は
、
裏
日
本
に
属
す
る
北
陸
地
方
(
長
野
県
の
う
ち
深
雪
地
の
飯
山
地
区
を
含
む
)
に
は
五
六
の

在
来
工
業
商
品
生
産
地
が
か
ぞ
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
小
売
商
も
し
く
は
消
費
者
(
多
く
は
全
く
の
個
人
で
な
く
、

-
ア
パ
ー
ト
・
会

社
・
団
体
な
ど
大
口
消
費
者
で
あ
る
)
と
直
接
取
引
を
お
こ
な
う
も
の
が
三
四
に
の
ぼ
り
、
約
三
分
の
二
弱
に
達
す
る
。
そ
の
う
ち
、
直

取
引
を
し
な
い
織
物
業
の
大
半
を
し
め
る
石
川
・
福
井
地
方
の
人
絹
を
主
と
し
た
工
業
は
、
も
と
も
と
輸
出
向
の
、
貿
易
商
社
を
経
由
す

いわゆる裏日本の形成について(第二報)

る
の
を
た
て
ま
え
と
す
る
商
品
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
属
す
る
九
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
四
七
の
商
品
生
産
地
の
中
で
、
直
取

引
を
も
許
し
て
い
る
の
は
三
四
だ
か
ら
、
約
四
分
の
三
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
表
日
本
で
あ
る
東
海
地
方
で
は
、
四
四
の
業
種

の
う
ち
直
取
引
を
お
こ
な
う
の
は
僅
か
に
七
で
、
全
体
の
六
分
の
一
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
統
計
的
に
み
て
も
明
ら
か
に
有
意
な
ち
が
い

を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
両
者
の
中
聞
に
位
置
す
る
中
央
高
地
に
つ
い
て
み
る
と
、

一
一
の
業
種
中
直
接
取
引
を
み
と
め
る
も
の
が

八
で
、

ほ
ぽ
北
陸
地
方
に
近
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
や
や
詳
し
く
み
る
と
、
こ
の
地
方
の
平
沢
漆
器
と
か
市
川
大
門
の
和
紙
な
ど
を
購
入

す
る
行
商
人
と
い
う
の
は
、
大
道
の
振
売
や
露
庖
の
小
売
商
で
は
な
く
、
後
述
す
る
仲
買
の
性
質
を
も
ち
、
輪
島
漆
器
の
行
商
の
よ
う
に

生
産
者
の
使
用
人
的
な
も
の
で
も
な
い
。
諏
訪
の
鋸
行
商
な
ど
も
小
規
模
で
は
あ
る
が
、

一
般
小
売
の
よ
う
に
自
分
の
資
本
に
よ
っ
て
売

る
あ
て
の
な
い
危
険
を
負
担
す
る
の
で
は
な
く
、
卸
先
の
と
く
い
の
註
文
を
考
慮
に
入
れ
た
仲
買
人
で
あ
っ
て
、
生
産
者
の
製
品
を
あ
ず

か
つ
て
肢
売
口
銭
を
利
す
る
の
み
の
、
一
ニ
条
金
物
を
行
商
す
る
毒
消
売
り
な
ど
と
は
性
質
を
異
に
す
る
o

97 

こ
の
よ
う
な
取
引
形
態
の
差
異
は
、
単
純
に
経
済
の
発
展
段
階
の
地
域
差
を
意
味
す
る
も
の
と
は
断
ぜ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

た
と
え
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ば
静
岡
の
漆
器
生
産
で
は
大
量
生
産
に
対
応
し
た
分
業
が
発
達
し
た
結
果
、
純
生
産
者
は
部
品
の
み
の
加
工
生
産
を
お
こ
な
う
の
で
、
完

成
品
を
扱
う
問
屋
を
経
な
く
て
は
取
引
が
成
立
た
な
い
の
で
あ
る
o

同
じ
よ
う
な
形
は
岐
阜
の
和
傘
に
も
あ
て
は
ま
る
。
逆
に
長
野
県
伊

那
谷
の
阿
島
傘
は
、
ハ
刀
業
が
不
完
全
で
生
産
者
が
完
成
品
を
生
産
し
う
る
こ
と
か
ら
、
大
口
消
費
者
と
メ
ー
カ
ー
と
の
直
取
引
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
的
に
い
う
と
、
商
品
生
産
者
と
消
費
者
と
の
直
接
取
引
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
問
屋
が
取
引
組
織
を

完
全
に
掌
握
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
逆
に
い
う
と
、
直
接
取
引
が
み
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
状
態
は
、

問
屋
に
よ
る
取
引
体
勢
が
密
接
広
汎
に
組
織
化
さ
れ
、
地
域
の
経
済
が
問
屋
の
掌
握
下
に
あ
る
こ
と
を
語
る
と
い
え
よ
う
o

こ
れ
は
経
済

史
的
に
い
え
ば
発
達
し
た
段
階
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
直
ち
に
進
歩
と
呼
び
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
商
品

の
生
産
と
取
引
と
が
完
全
に
分
離
し
た
形
態
で
あ
っ
て
、
北
陸
地
方
の
多
く
の
工
業
に
み
ら
れ
る
直
取
引
の
存
在
は
、
両
者
の
未
分
化
を

意
味
す
る
。
そ
の
地
域
経
済
の
発
展
と
し
て
は
、
初
期
の
段
階
に
よ
り
近
い
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
表
の
中
に
は
種
々
の
型
が
あ
り
、
消
費
者
と
の
直
取
引
は
行
な
わ
な
い
が
、
小
売
商
と
な
ら
ば
取
引
す
る
(
生
産
者

兼
卸
問
屋
に
多
い
)

と
か
、
直
取
引
は
小
売
と
も
お
こ
な
わ
な
い
が
、
取
引
単
位
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
問
屋
と
な
ら
取
引
す
る

(メ

I

ヵ
ー
が
直
取
引
を
行
な
わ
な
い
一
つ
の
理
由
に
、
消
費
者
と
の
取
引
が
多
く
は
小
口
で
手
続
き
の
繁
雑
な
の
に
対
し
利
益
が
少
な
い
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
)
、

さ
ら
に
問
屋
相
手
で
も
商
品
量
が
一
定
単
位
に
達
し
な
け
れ
ば
取
引
し
な
い
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、

商
品
の
性
質
や

量
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
方
式
が
慣
行
と
し
て
成
立
し
て
い
る
o

し
か
し
な
が
ら
、
概
括
し
て
北
陸
地
方
の
商
取
引
慣
行
が
地
域
的
な

経
済
発
達
の
初
期
段
階
に
対
応
し
て
お
り
、

よ
り
発
展
し
た
問
屋
の
取
引
組
織
は
、
東
海
地
方
に
濃
厚
に
存
在
す
る
こ
と
を
結
論
し
て
誤

り
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
以
上
は
既
に
両
者
の
地
域
差
が
完
全
に
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
昭
和
三
一
年
現
在
の
状
態
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
取
引
形
態
の
差
異
は
、
経
済
地
域
の
発
展
の
差
を
も
た
ら
し
た
原
因
で
あ
る
の
か
、
逆
に
地
域
的
な
経
済
発
展
の
段
階
の
差



(
具
体
的
に
は
工
場
シ
ス
テ
ム
の
発
達
程
度
あ
る
い
は
大
量
生
産
へ
の
移
行
程
度
と
い
ゥ
た
も
の
)
が
、
こ
の
取
引
慣
行
を
形
成
し
た
理

出
で
あ
る
と
み
な
す
べ
き
か
、
そ
の
判
定
は
こ
れ
だ
け
の
事
実
か
ら
は
っ
き
か
ね
る
の
で
あ
る
。

明
治
前
期
に
お
け
る
日
本
の
民
間
商
業
組
織
に
つ
い
て
の
文
献
、

日
本
商
事
慣
例
類
集
@
に
は
こ
の
点
を
補
な
う
説
明
や
資
料
が
い
く

っ
か
見
出
さ
れ
る
o

当
時
、
す
な
わ
ち
明
治
十
二
十
年
代
に
は
、
生
産
者
と
消
費
者
と
の
仲
介
を
す
る
業
態
と
し
て
、
小
売
商
人
の
外

に
、
問
屋
、
仲
買
お
よ
び
才
取
の
三
種
が
あ
っ
た
。
小
売
と
問
屋
と
の
区
別
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
商
品
の
取
引
単
位
以
下
に
小
さ
く

いわゆる裏日本の形成について(第二報)

分
割
し
て
販
売
す
る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
小
売
り
の
名
は
こ
こ
か
ら
出
て
い
る
o

商
業
の
中
心
地
大
阪
の
慣
行
で
は
、
問
屋
と
は
、
荷
主

す
な
わ
ち
出
荷
者
ま
た
は
生
産
者
か
ら
、
商
品
の
委
託
を
受
け
も
し
く
は
こ
れ
を
買
取
り
、
需
要
者
あ
る
い
は
小
売
人
を
求
め
て
こ
れ
に

物
貨
を
販
売
す
る
業
態
で
あ
る
o

そ
れ
に
対
し
て
、
仲
買
は
需
要
者
(
小
売
を
含
め
て
)

か
ら
の
註
文
を
う
け
て
商
品
を
買
集
め
、
ま
た

は
自
己
の
危
険
負
担
の
も
と
に
商
品
を
見
込
み
で
買
入
れ
、
こ
れ
を
需
要
者
に
売
渡
す
も
の
を
さ
す
。
た
だ
し
、
糠
・
綿
に
つ
い
て
は
こ

の
呼
び
方
、
が
逆
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
、

い
わ
ゆ
る
問
屋
制
手
工
業
を
お
こ
な
う
加
工
問
屋
が
あ
る
。

つ
ま
り
職
工
を
雇
入
れ
、
ま
た
は

独
立
職
人
か
ら
製
作
物
を
買
取
っ
て
需
要
者
に
売
渡
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
さ
き
の
荷
受
問
屋
と
は
、
商
品
の
取
引
に
際
し
て
、
生
産

者
と
問
屋
の
い
ず
れ
に
主
体
性
が
あ
る
か
で
区
別
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
商
品
の
大
量
取
引
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
座
し

て
品
物
を
ま
っ
て
い
る
前
者
よ
り
も
、
生
産
を
促
進
す
る
後
者
の
方
式
を
と
る
問
屋
が
増
加
す
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、

問
屋
と
仲
買
と
の
区
別
も
主
と
し
て
荷
主
や
需
要
者
の
側
か
ら
み
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
量
取
引
が
一
般
的
に
な
り
、
生
産
者
が
ま
た

99 

消
費
者
で
も
あ
る
よ
う
な
不
特
定
多
数
の
仲
介
を
す
る
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
お
の
ず
か
ら
漠
然
と
し
た
も
の
に
な
る
o

以
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上
は
東
京
に
お
い
て
も
こ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
に
お
い
て
も
っ
と
も
経
済
的
に
発
展
し
た
地
域
の
状
況
を

あ
ら
わ
す
と
考
え
て
よ
い
。

以
上
の
二
つ
の
業
態
は
、
原
則
的
に
は
大
小
の
差
は
あ
れ
全
国
の
都
市
に
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
農
村
部
で
も
こ
れ
ら
に
つ
い
て

の
知
識
や
仲
介
業
の
存
在
そ
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
o

と
こ
ろ
が
、
才
取
は
こ
れ
ら
と
異
な
っ
て
、
商
品
の
売
主
と
買
主
と
の
聞
に
立
つ

て
手
数
料
を
と
っ
て
あ
っ
せ
ん
を
試
み
る
業
態
で
あ
る
。
別
に
ト
ン
ビ
と
か
ス
ア
イ
の
名
称
も
あ
っ
て
、
前
二
者
よ
り
社
会
的
地
位
が
低

か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
商
品
相
場
が
絶
え
ず
変
動
す
る
よ
う
な
、
経
済
活
動
の
テ
ム
ポ
が
早
く
か
っ
複
雑
な
土
地
の
み
特
別
に
存
在

が
み
と
め
ら
れ
る
職
業
で
あ
っ
た
。
商
事
慣
例
類
集
に
記
載
さ
れ
る
限
り
の
分
布
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

マ
才
取
の
あ
る
都
市

マ
才
取
の
な
い
都
市

東
京
・
京
都
・
大
阪
・
名
古
屋
・
横
浜
・
神
戸
(
丘
(
庫
)
・
大
津
・
岡
山
・
堺
・
飯
田
・
高
松
・
松
山

福
井
・
武
生
・
仙
台
(
宮
城
)
・
下
関
・
熊
本
(
括
弧
内
は
当
時
の
名
称
)

こ
れ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
才
取
の
活
動
を
必
要
と
し
た
土
地
は
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
に
相
当
す
る
地
方
で

あ
り
、
北
陸
・
奥
羽
・
西
中
国
・
九
州
な
ど
の
経
済
組
織
は
、
才
取
を
必
要
と
す
る
段
階
に
は
ま
だ
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
。

ち
な
み

に
、
才
取
が
軽
視
さ
れ
た
の
は
、
売
買
の
契
約
に
際
し
て
、
問
屋
や
仲
買
は
み
ず
か
ら
責
任
者
と
し
て
姓
名
を
自
署
す
る
が
、
才
取
は
こ

の
責
任
を
負
わ
ず
依
頼
者
の
姓
名
を
以
て
す
る
点
に
あ
っ
た
o

す
な
わ
ち
、
才
取
の
存
在
は
、
当
事
者
の
直
取
引
が
困
難
な
場
合
が
多
い

と
こ
ろ
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
敏
速
繁
雑
な
経
済
構
造
に
対
処
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
方
式
と
み
ら
れ
よ
う
o

し
た
が
っ
て
、
大
阪

で
も
東
京
そ
の
他
で
も
、
売
買
そ
の
も
の
が
是
非
と
も
仲
介
者
を
必
要
と
し
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
取
引
が
成
立
し
な
い
の
は
、
外
国
貿
易

に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
才
取
は
採
生
的
な
媒
介
機
関
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
取
引
の
敏
活
を
要
す
る
複

雑
な
商
業
活
動
地
域
の
一
指
標
と
な
り
得
る
。



こ
れ
ら
仲
介
業
者
に
つ
い
て
、
調
査
範
囲
と
し
て
は
東
海
地
方
の
一
部
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
の
有
無
の
町
村
別
回
答
が
、
慣
例
類
集
第

二
編
に
一
市
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
利
用
す
れ
ば
徴
細
な
分
布
形
態
は
よ
り
明
瞭
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
愛
知
県
の
う
ち
南
設
楽
郡
・

渥
美
郡
、
岐
阜
県
の
大
野
池
田
郡
(
現
揖
斐
郡
)
・
不
破
郡
・
安
八
郡
・
可
児
郡
・
郡
上
郡
な
ど
、
主
と
し
て
主
要
交
通
路
か
ら
は
ず
れ

た
土
地
で
は
、
問
屋
・
仲
買
に
類
す
る
仕
事
を
い
と
な
む
者
が
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
静
岡
・
一
二
重
両
県
の
平
垣
部
や
、
岐
阜
県

で
も
東
部
の
中
馬
街
道
に
沿
う
宿
駅
や
市
場
町
で
は
、
山
間
な
が
ら
問
屋
や
仲
買
を
行
な
う
者
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
才
取

の
存
在
は
岐
阜
市
街
に
も
認
め
ら
れ
ず
、

か
え
っ
て
伊
豆
下
回
、
静
岡
の
よ
う
な
特
定
の
取
引
地
(
下
回
は
寄
港
地
、
静
岡
は
茶
)
に
報

告
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
尾
張
の
平
野
部
に
は
各
地
に
こ
れ
が
あ
り
、
織
物
取
引
と
の
関
連
を
想
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

いわゆる裏日本の形成について(第二報)

四

以
上
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
明
治
前
期
に
お
い
て
東
海
道
ぞ
い
や
中
馬
街
道
な
ど
の
市
街
地
で
は
、

か
な
り
の
量
の
商
品
を
取
引
す

る
た
め
の
組
織
が
発
達
し
て
い
た
こ
と
が
、
仲
介
業
者
の
分
布
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
陸
地
方
に
は
こ
の
種
組
織
の
発

達
は
不
充
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
才
取
の
分
布
が
調
査
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
こ
の
地
方
で
は
調
査
に
値
し
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
時
期
の
状
況
と
、

七
O
年
を
へ
だ
て
た
昭
和
一
二

0
年
代
の
取
引
慣
行
の
分
布
と
を
、
東
海
北

陸
両
地
方
に
お
け
る
二
つ
の
時
代
的
断
面
と
し
て
対
比
す
る
と
、
現
代
に
お
け
る
取
引
慣
行
に
み
る
北
陸
東
海
の
地
域
差
は
、
す
で
に
明

治
前
期
に
原
型
と
し
て
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
中
間
期
に
お
け
る
産
業
革
命
の
進

行
に
と
も
な
う
商
品
生
産
の
発
展
は
、
個
々
の
企
業
に
つ
い
て
は
影
響
し
て
も
、
全
地
方
的
な
取
引
慣
行
の
新
ら
し
い
形
成
因
子
に
は
な
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っ
て
い
な
い
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
両
地
方
の
経
済
発
展
の
段
階
の
ち
が
い
が
、
地
方
的
慣
習
と
し
て
の
取
引
方
式
を
形
成
し
た
と
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み
る
べ
き
で
は
な
く
、
明
治
前
期
に
お
け
る
地
域
的
な
取
引
慣
行
の
差
異
が
、
そ
の
後
の
両
地
域
の
経
済
活
動
を
ひ
き
つ
ず
き
規
制
し
て

き
た
と
み
な
す
の
が
適
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
そ
う
。

た
と
え
ば
新
潟
県
三
条
市
の
刃
物
や
、
福
井
県
武
生
市
の
打
刃
物
な
ど
の
業
者
で
は
、
小
売
商
に
生
産
者
が
直
取
引
を
す
る
場
合
が
あ

り
、
越
後
鎌
や
や
す
り
な
ど
の
取
引
に
も
同
じ
問
屋
を
経
由
し
な
い
方
式
が
、
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
東
海
地
方
で
は
同

じ
業
種
の
関
市
の
刃
物
・
金
物
で
も
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
問
屋
経
由
の
取
引
で
、
ご
く
特
殊
な
一
部
に
直
接
取
引
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
同
じ
三
条
市
で
も
作
業
工
具
な
ど
業
種
と
し
て
新
ら
し
い
発
生
の
も
の
に
な
る
と
、
す
べ
て
が
問
屋
の
手
を
通
じ
て
取
引
さ
れ

る
。
同
様
の
事
例
と
し
て
、
富
山
県
高
岡
市
の
銅
器
業
者
は
小
売
人
や
消
費
者
と
も
直
取
引
を
行
な
う
が
、
同
一
市
内
で
も
新
興
の
ア
ル

ミ
日
用
品
の
生
産
者
は
、
問
屋
を
通
さ
ぬ
取
引
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
が
必
ら
ず
し
も
商
品
の
量
の
多
少
と
関
係
し
て
い
な
い
こ
と

は
、
昭
和
三
一
年
の
生
産
額
が
三
条
市
の
場
合
在
来
金
物
一
九
億
円
、
作
業
工
具
五
億
円
、

ま
た
、
武
生
刃
物
四
億
円
、
関
刃
物
四
億
七

千
万
円
と
い
う
比
率
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
高
岡
で
も
銅
器
一
五
億
円
に
対
し
ア
ル
ミ
日
用
品
一
三
憶
円
と
ほ
ぼ
同
じ

額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
引
慣
行
の
形
成
に
は
そ
の
発
生
時
期
の
新
旧
が
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。

さ
ら
に
詳
細
に
、
前
記
三
条
市
の
金
物
生
産
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
明
治
の
中
ご
ろ
か
ら
大
正
の
は
じ
め
に
か
け
て
は
、
問
屋
仲
間

に
は
き
び
し
い
規
約
が
あ
っ
て
行
動
を
制
約
し
て
お
り
、
半
ギ
ル
ド
的
色
彩
を
お
び
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
新
規
加
入
の
制
限
は
な
か
っ

た
が
、
月
六
斎
の
市
は
盛
大
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
場
所
を
通
す
生
産
者
消
買
者
相
対
の
直
取
引
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
か
っ
た
と
い
う
o

と
こ
ろ
が
、

一
方
に
は
金
物
行
商
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
、
特
に
男
の
行
商
人
は
問
屋
や
メ
ー
カ
ー
か
ら
仕
入
れ
た

も
の
を
、
関
東
・
奥
羽
か
ら
関
西
方
面
に
ま
で
販
売
し
、

一
種
の
仲
買
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
信
州
か
ら
奥
羽
方
面
で
諏
訪
の
金
物
行

商
と
競
合
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
行
商
の
活
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
鉄
道
と
く
に
上
越
線
の
開
通
以
後
に
男
の
仲
買
的
行
商
は
衰
え
、
代



っ
て
女
の
毒
消
売
な
ど
が
委
託
販
売
の
金
物
を
持
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
取
引
組
織
の
点
で
は
一
種
の
退
歩
と
い
え
よ
う
。
他

方
で
は
問
屋
ど
う
し
の
子
を
通
ず
る
取
引
高
が
多
く
な
り
、
燕
の
や
す
り
や
月
潟
の
草
刈
鎌
な
ど
、
附
近
の
金
物
の
大
半
も
そ
の
組
織
の

中
に
収
め
て
取
引
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
こ
の
地
区
で
は
行
商
的
仲
買
を
主
と
す
る
初
期
的
形

態
か
ら
問
屋
取
引
に
、
地
域
全
体
と
し
て
は
発
達
段
階
が
高
め
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
特
に
プ
ラ
イ
ヤ
l
、
モ
ン
キ
ー
な
ど
、
第
二
次

大
戦
後
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
商
品
に
つ
い
て
は
、
特
約
販
売
か
問
屋
経
由
以
外
の
取
引
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
こ
と
は
前
述
の
如
く

で
あ
る
。

織
物
関
係
で
は
、
石
川
県
の
小
松
り
ん
ず
、
新
潟
県
塩
沢
町
の
塩
沢
結
城
の
よ
う
な
、
大
正
以
後
発
達
し
た
比
較
的
新
ら
し
い
も
の
が
、

いわゆる裏日本の形成について(第二報)

少
量
の
商
品
で
も
問
屋
の
子
を
経
な
く
て
は
取
引
さ
れ
な
い
の
に
、

よ
り
古
く
か
ら
発
達
し
た
小
千
谷
縮
や
加
茂
縞
あ
る
い
は
五
泉
・
亀

か
な
り
の
直
接
取
引
を
の
こ
し
て
い
る
こ
と
も
、
以
上
の
議
論
を
一
裏
づ
け
る
も
の
と
思
う
。
そ
の
あ
る
も
の
、

田
の
織
物
類
な
ど
が
、

た

と
え
ば
小
千
谷
縮
に
は
、
三
条
と
同
じ
く
あ
る
時
期
に
仲
買
的
行
商
人
の
勢
力
が
介
在
し
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
o

遠
州
綿
織
物
、
一
二
河

-
知
多
の
白
木
綿
、
尾
張
毛
織
物
な
ど
が
直
接
取
引
を
ま
っ
た
く
行
な
わ
ず
、
す
べ
て
問
屋
組
織
に
依
存
し
て
い
る
の
も
、
単
に
そ
の
生

産
量
が
ぼ
う
大
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
組
織
が
充
分
発
達
し
て
、
そ
の
レ

l
ル
に
の
る
こ
と
が
有
利
で
あ
り
、
生
産
を
拡
張
し
う

る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
対
比
の
み
で
は
大
ざ
っ
ぱ
に
す
ぎ
て
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
大
量
生
産
の
発
展
が

取
引
の
組
織
化
を
進
め
る
主
動
的
地
位
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
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こ
の
点
で
は
新
ら
し
い
時
期
に
発
生
し
た
加
工
生
産
が
、
既
存
の
取
引
ル

I
ト
を
利
用
し
て
ど
の
程
度
発
展
し
う
る
か
を
み
る
方
法
が
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問
題
解
決
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
既
製
服
の
生
産
は
そ
の
好
例
を
提
供
す
る
。
北
陸
地
方
で
は
第
二
次
大
戦
後
長
岡
市
と
金
沢
市
に
既
製
服

産
地
が
成
立
し
、
共
に
北
陸
お
よ
び
奥
羽
の
農
業
地
帯
を
商
圏
と
し
、
直
接
取
引
に
よ
る
販
売
を
お
こ
な
っ
て
い
る
o

長
岡
は
直
取
引
が

八
割
、
金
沢
で
は
七
割
が
そ
れ
で
、
他
が
問
屋
の
手
を
通
じ
て
い
る
か
ら
、
直
取
引
(
主
と
し
て
小
売
商
)
本
位
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

ぅ
。
生
産
の
伸
び
か
ら
み
る
と
、
長
岡
は
昭
和
三
一
年
に
十
八
億
円
が
三
九
年
に
二
三
億
円
で
約
二
八
%
、
金
沢
は
十
五
億
円
か
ら
三
O

億
円
と
一
O
O
%
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
海
地
方
の
名
古
屋
お
よ
び
岐
阜
に
は
や
は
り
第
二
次
大
戦
後
に
全
国
を
市
場
と
す

る
既
製
服
の
大
産
地
が
出
現
し
、
こ
と
ご
と
く
問
屋
販
売
に
た
よ
っ
て
い
る
o

取
引
高
は
昭
和
=
二
年
名
古
屋
の
み
で
全
北
陸
の
三
倍
、

岐
阜
の
そ
れ
は
十
数
倍
に
達
し
て
い
る
の
で
、
比
較
に
な
ら
な
い
大
規
模
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
生
産
の
伸
び
は
北
陸
地
方
と
同
期
聞
に

名
古
屋
が
九
O
億
円
か
ら
一
三
O
億
円
と
約
四
五
%
、
岐
阜
は
三
五
O
億
円
か
ら
一
O
O
O
億
円
へ
、
約
一
八
五
%
の
大
幅
増
加
と
な
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

い
ず
れ
も
北
陸
の
生
産
増
を
大
き
く
引
き
は
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
業
者
の
個
々
の
経
営
形
態
に
は
、
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
注
意
す
べ
き
差
異
が
あ
る
c

金
沢
ほ
製

販
問
屋
が
一
四
で
、
約
八
O
の
下
請
生
産
者
を
傘
下
に
も
ち
、
長
岡
は
製
販
問
屋
二
O
、
下
請
生
産
が
約
三
O
で
あ
る
が
、
名
古
屋
は
一

0
0戸
の
ほ
と
ん
ど
が
製
造
販
売
問
屋
で
、
問
屋
制
家
内
手
工
業
形
態
と
い
え
る
。
岐
阜
は
こ
れ
に
反
L
一
四
O
O
戸
の
製
販
問
屋
は
大

部
分
工
場
が
小
規
模
で
、
家
庭
内
職
と
下
請
生
産
に
依
存
す
る
割
合
が
大
き
い
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
業
者
の
経
営
規
模
の
平
均
を
み
れ

ば
、
生
産
高
は
一
業
者
当
り
長
岡
一
・
一
億
円
、
金
沢
二
・
一
億
円
で
、
名
古
屋
の
一
・
一
二
億
円
、
岐
阜
の

0
・
七
億
円
に
く
ら
べ
て
北

陸
地
方
の
業
者
一
軒
当
り
生
産
は
む
し
ろ
大
き
い
の
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
産
地
と
し
て
の
商
品
生
産
高
の
伸
び
率
の
ち
が
い
は
主
と

し
て
販
売
市
場
の
広
狭
に
よ
り
、
そ
の
市
場
獲
得
の
大
小
は
、
問
屋
組
織
に
の
る
か
、
そ
れ
と
も
個
別
的
な
直
接
取
引
方
式
に
依
存
す
る

か
の
因
子
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
み
な
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
岐
阜
や
名
古
屋
の
そ
れ
が
従
来
の
問
屋
組
織
を
利
用
し
え
た
こ
と
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の
ほ
か
に
、
尾
西
織
物
工
業
地
に
接
近
し
、
家
内
工
業
の
低
賃
金
に
よ
っ
て
原
価
コ
ス
ト
を
低
下
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

た
し
か
で

は
あ
ろ
う
が
、
必
ら
ず
し
も
そ
れ
の
み
で
有
利
な
地
位
に
立
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
c

た
と
え
ば
金
沢
の
一
軒
当
り
規
模
が
大
き
い
の
は
、

第
二
次
大
戦
中
か
ら
の
製
造
施
設
が
損
害
を
う
け
ず
に
残
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
加
工
賃
も
他
地
方
よ
り
一
1

二
割
安
い
と
い
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
原
材
料
は
愛
知
県
四
、
大
阪
府
六
の
割
合
で
遠
方
仕
入
を
し
て
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
コ
ス
ト
を
低
く
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
o

以
上
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
を
、
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
山
梨
県
の
甲
府
を
中
心
と
す
る
既
製
服
で
あ
る
。
生
産
高
は
昭

いわゆる裏日本の形成について(第二報)

和
三
一
年
の
二

O
億
円
が
三
九
年
に
も
二

O
億
円
で
、
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
。
五

O
戸
の
業
者
が
一

O
O戸
の
下
請
生
産
者
と
結
び
つ

き
、
零
細
な
規
模
で
あ
る
が
そ
の
発
生
の
歴
史
は
岐
阜
あ
た
り
と
大
差
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
生
産
高
の
ひ
ら
き
を
生
じ
た

一
因
は
、
岐
阜
が
問
屋
組
織
を
固
め
て
い
っ
た
の
に
対
し
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
行
商
形
態
の
仲
買
人
に
依
存
し
た
山
梨
の
取
引
販
売
方

式
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
c

ま
し
て
、
こ
の
地
方
の
既
製
服
が
裏
地
を
郡
内
織
物
の
供
給
に
ま
っ
た
点
で
、
材
料
立
地
に
極
め
て
め

ぐ
ま
れ
て
い
る
と
初
期
に
は
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
原
材
料
供
給
地
と
の
距
離
的
接
近
の
立
地
的
意
義
は
、
さ
ほ
ど
大
き

く
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
同
じ
く
群
馬
県
高
崎
市
の
既
製
服
企
業
の
場
合
で
も
、
原
料
産
地
を
伊
勢
崎
・
桐
生
・
足
利
な
ど
近
接
地
に
も

つ
こ
と
が
有
利
だ
と
さ
れ
な
が
ら
、
近
年
は
名
古
屋
方
面
の
生
地
が
大
量
に
使
用
さ
れ
、
生
産
量
も
三
一
年
と
三
九
年
と
で
ほ
と
ん
ど
横

ば
い
の
六
l
七
億
円
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
地
方
小
売
商
と
の
直
取
引
が
主
体
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、

い
ま
で
も
北
陸
地
方
に
多
く
行
な
わ
れ
る
行
商
や
直
取
引
の
方
式
で
は
、
大
量
生
産
を
も
た
ら
す
よ
う
な
市
場
の

拡
大
が
望
み
が
た
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
o

す
な
わ
ち
、
北
陸
の
多
く
の
工
業
が
東
海
地
方
の
生
産
拡
大
に
及
ぼ
な
か
っ
た
一
困
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に
、
現
在
に
及
ぶ
こ
の
よ
う
な
商
取
引
慣
行
の
ち
が
い
を
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
問
屋
取
引
の
組
織
も
あ
る
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程
度
ま
で
の
生
産
拡
大
に
有
効
な
も
の
で
、
そ
の
限
度
が
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
ご
と
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
し
、
他
方
で
は
そ
れ
に
と
も

な
う
弊
害
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
中
期
か
ら
大
正
年
間
と
い
う
日
本
の
工
業
的
発
展
期
に
は
、
在
来
工
業
の
大
半
が
圏
内
消
費

市
場
向
で
あ
っ
た
か
ら
、
問
屋
に
よ
る
国
内
取
引
組
織
網
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
発
達
を
と
げ
て
い
た
地
域
の
み
で
、
こ
れ
ら
工
業
製
品
の
大

量
生
産
が
可
能
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
o

こ
の
時
期
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
先
進
地
域
と
後
進
地
域
と
の
格
差
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
し

だ
い
に
加
速
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
o

た
と
え
ば
、
織
物
工
業
地
に
お
け
る
織
機
の
修
理
製
作
業
か
ら
、
各
種
の
機
械
工
業

が
成
長
し
て
く
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
④
O

注
④①②①  

千
葉
徳
爾
い
わ
ゆ
る
一
裏
日
本
の
形
成
に
つ
い
て
|
歴
史
地
理
学
的
試
論
l

歴
史
地
理
学
紀
要
第
六
集
昭
三
九

本
書
に
は
昭
和
三

O
年
版
お
よ
び
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