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産
業
資
本
確
立
期
を
中
心
と
し
た

庄
内
松
岡
製
糸
所
の
地
域
的
機
能
に
つ
い
て

松

村

祝

男

は

じ

め

に

松
岡
製
糸
所
は
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
〉
に
旧
酒
井
藩
の
命
運
を
か
け
て
実
施
さ
れ
た
松
ケ
岡
開
墾
事
業
の
発
達
過
程
に
お
い
て
明

治
二

O
年
(
一
八
八
七
)
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
初
期
に
お
け
る
目
的
は
、
製
糸
所
設
立
の
趣
旨
に
よ
る
と
「
専
ら
松
ケ
岡

の
成
繭
を
繰
締
し
、
出
方
ら
養
蚕
家
の
依
頼
を
受
く
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
松
ケ
岡
開
墾
場
の
設
置
・
運
用
お
よ
び
そ
こ
で
用
い
ら

れ
た
農
業
経
営
の
あ
り
方
は
、
国
家
的
水
準
に
お
け
る
「
殖
産
興
業
」
政
策
に
地
域
側
か
ら
積
極
的
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
的

水
準
に
お
い
て
は
「
体
制
」
の
変
化
の
中
で
存
立
の
基
盤
を
失
な
っ
た
士
族
層
に
対
す
る
存
立
基
盤
の
社
会
的
経
済
的
再
構
築
と
、
そ
の

維
持
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う

T
Y

こ
の
よ
う
な
初
期
に
お
け
る
松
ケ
岡
開
墾
事
業
の
あ
り
方
は
、
明
治
初
期
に
展
開
し
た
わ
が
国
の
士
族
授
産
事
業
の
一
形
態
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
松
ケ
岡
開
墾
事
業
の
も
つ
諸
特
質
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
・
経
済
史
的
お
よ
び
地
理
学
的
に
考
察
さ
れ
た
業

159 

し
か
し
従
来
の
業
績
の
多
く
は
、

開
墾
場
そ
の
も
の
の
成
立
経
緯
お
よ
び
営
農
組
織
の
特
殊
性
に

績
が
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
(
2
V
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考
察
の
中
心
が
置
か
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
松
ケ
岡
開
墾
場
の
持
つ
特
質
は
、
成
立
経
緯
と
営
農
組
織
の
特
殊
性
に
凝
集
さ

れ
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
営
農
形
態
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
事
業
自
体
が
「
殖
産
興
業
」
政
策
へ
積
極
的
に
呼
応
し
、
持
続

し
て
き
た
事
柄
と
、
そ
れ
を
保
証
し
て
き
た
地
域
的
存
立
基
盤
に
こ
そ
松
ケ
岡
開
墾
場
の
も
つ
特
質
が
あ
り
、
成
立
経
緯
は
、
そ
れ
を
生

む
契
機
で
あ
り
、
営
農
組
織
の
特
殊
性
は
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
松
ケ
岡
開
墾
事
業
の
地
域
的
展
開
の
実
態
は
、
国
家
水
準
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
後
進
国
型
資
本
主
義
経
済
の
確
立
と

帯
離
し
た
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
そ
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
国
民
経
済
の
資
本
主
義
化
と
対
立
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
筆
者
は
、

か
つ
て
こ
う
し
た
立
場
に
立
っ
て
松
ケ
岡
開
墾
場
が
存
在
し
え
た
地
域
的
意
義
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
報
告
を
な
し
た

E
Y
そ

の
過
程
で
松
ケ
岡
開
墾
場
が
、
「
体
制
」
の
も
つ
特
質
の
中
で
、
機
能
を
変
質
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
本
稿
で
は
質
的
変

化
を
具
現
し
た
製
糸
部
門
の
創
設
、
企
業
と
し
て
の
独
立
お
よ
び
そ
の
操
業
形
態
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
松
岡
製
糸
所
の
存
立
基
盤

と
地
域
的
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
い
、
松
岡
製
糸
所
の
果
し
た
地
域
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
の
一
側
面
に
つ
い
て
吟
味
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

問
題
の
所
在
と
対
象
時
期
の
限
定

明
治
一
八
年
(
一
八
八
五
)
の
免
換
制
度
の
確
立
を
も
っ
て
わ
が
国
の
資
本
主
義
経
済
は
、
資
本
の
原
始
的
蓄
積
期
を
脱
皮
し
た
と
と

も
に
資
本
家
的
企
業
の
確
立
期
(
産
業
資
本
確
立
期
〉

を
迎
え
た
と
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
ハ
4
)
O

そ
れ
は
、

従
来
の
二
千
錘
紡
績
の

も
つ
制
約
を
克
服
し
て
操
業
を
開
始
し
た
大
阪
紡
績
会
社
に
よ
る
資
本
制
大
企
業
の
展
開
を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
大
規
模
な

機
械
紡
績
業
の
勃
興
が
、
わ
が
国
の
経
済
の
そ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
化
を
阻
止
す
る
と
と
も
に
、

イ
ン
ド
綿
花
を
原
料
と
す
る
綿
糸
の
生
産
を



達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
本
資
本
主
義
経
済
の
産
業
資
本
確
立
を
軌
道
に
乗
せ
た
ハ
5
)
こ
と
、

し
か
も
こ
う
し
た
大
企
業
の
操
業
の

産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

本
格
的
展
開
が
、
産
業
に
お
い
て
近
代
的
両
極
分
化
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
広
く
「
体
制
」
内
部
に
賃
労
働
者
の
創
設
と
拡
大
が

必
然
的
に
進
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
官
〉
O

し
か
し
紡
績
業
を
唯
一
の
基
盤
と
す
る
産
業
資
本
確
立
期
の
わ
が
国
の
経
済
は
、
周
知
の
よ
う
に
産
業
部
門
内
部
の
有
機
的
関
連
性
を

欠
く
脆
弱
な
体
質
的
構
造
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
原
料
綿
な
ど
の
確
保
に
必
要
な
外
貨
獲
得
産
業
で
あ
る
製
糸
業
を
、
そ

の
下
部
に
随
伴
す
る
構
造
的
特
質
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
産
業
資
本
確
立
期
の
下
部
を
支
え
る
製
糸
業
は
、
綿
紡
績
業
の
よ
う
な
大

規
模
な
産
業
と
し
て
で
は
な
く
、

ま
た
そ
こ
に
集
ま
る
労
働
力
も
製
糸
業
の
「
体
制
」
内
で
の
位
置
を
明
瞭
に
示
す
状
況
の
下
で
調
達
さ

れ
、
使
用
さ
れ
た
?
〉
O

製
糸
業
の
外
貨
獲
得
産
業
と
し
て
の
位
置
付
け
は
、

同
時
に
明
治
初
期
か
ら
始
め
ら
れ
る
農
村
・
農
業
の
政
策

と
し
て
の
資
本
主
義
化
の
下
で
、

一
見
自
主
性
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
商
品
作
物
栽
培
農
家
(
栽
桑
養
蚕
農
家
)
の
拡
大
を
地
域
に
も
た

ら
し
た
の
で
あ
る
宮
古

製
糸
業
の
も
っ
こ
う
し
た
地
域
的
効
果
は
、
産
業
資
本
の
確
立
を
単
に
「
商
業
資
本
の
発
展
と
そ
の
強
化
」
に
み
る
の
で
は
な
く
、
資

本
の
本
来
的
形
態
が
産
業
資
本
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
資
本
制
生
産
過
程
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
産
手
段
の
所
有
の
有
無
に
よ
っ

て
識
別
さ
れ
る
近
代
的
両
極
分
化
が
進
展
し
て
い
る
と
す
れ
ば
ハ
息
、
機
能
す
る
範
囲
が
地
域
的
限
定
の
下
で
あ
っ
て
、

し
か
も
、

そ
れ

が
終
局
的
に
資
本
の
集
中
へ
と
上
昇
し
な
い
と
し
て
も
、
産
業
資
本
の
一
つ
の
成
立
過
程
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
産
業

資
本
確
立
過
程
に
お
け
る
製
糸
業
に
係
る
問
題
は
、
外
貨
獲
得
産
業
と
し
て
「
体
制
」
的
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
製
糸
業
が
、
産
業
資
本
の

161 

成
立
過
程
で
地
域
住
民
を
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
過
程
に
組
み
込
ん
で
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
地
域
に
お
い
て
製
糸
業
が

い
か
な
る
機
能
を
呆
し
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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産
業
資
本
の
成
立
が
、
賃
労
働
制
の
成
立
に
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
確
立
期
は
、
産
業
資
本
の
再
生
産
軌
道
の
確
立
と
そ
の
後
に
惹

起
す
る
資
本
の
集
中
と
進
展
に
よ
り
生
産
が
独
占
さ
れ
、
産
業
資
本
と
銀
行
資
本
と
の
融
業
形
態
に
よ
っ
て
生
じ
る
金
融
資
本
が
、
資
本

主
義
を
構
成
す
る
に
い
た
る
独
占
資
本
主
義
ま
で
の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
わ
が
国
に
お
け
る
資
本
主
義
の

発
達
経
緯
で
概
観
す
れ
ば
、
明
治
二
三
年
三
八
九

O
〉
の
第
一
次
資
本
主
義
恐
慌
を
経
て
、

日
清
戦
争
(
一
八
九
四

i
一
八
九
五
〉
の

段
階
に
お
い
て
綿
業
・
絹
業
等
の
い
わ
ゆ
る
軽
工
業
部
門
に
お
け
る
「
近
代
化
」
が
な
し
と
げ
ら
れ
て
お
り
、

日
露
戦
争
後
の
恐
慌
を
経

て
金
融
資
本
の
拾
頭
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

ほ
ぼ
こ
の
期
間
が
産
業
資
本
確
立
期
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
ハ
盟
。

そ
こ
で
本

稿
で
は
、
こ
う
し
た
わ
が
国
資
本
主
義
の
発
達
過
程
に
照
合
し
、

か
つ
資
料
的
制
約
な
ど
を
加
味
し
た
上
で
、
対
象
と
す
る
時
期
を
明
治

二
四

t
五
年
(
一
八
九
一

i
一
一
〉
か
ら
明
治
四

0
年
代
当
初
(
一
九

0
0年
代
当
初
〉
に
限
定
し
て
、
以
下
、
松
岡
製
糸
所
の
産
業
資
本

と
し
て
の
成
立
過
程
と
地
域
の
「
近
代
化
」
に
果
し
た
機
能
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
い
。

山
形
県
お
よ
び
庄
内
地
域
に
お
り
る
製
糸
業
の
発
達
概
要

明
治
期
を
通
し
て
山
形
県
下
の
製
糸
業
は
、
極
度
に
県
内
陸
部
に
集
中
し
て
い
た
。
と
く
に
米
沢
盆
地
を
中
心
と
し
た
集
中
の
実
態

は
、
幕
藩
体
制
か
ら
明
治
期
に
い
た
る
期
間
一
貫
し
て
為
政
者
の
積
極
的
な
保
護
・
育
成
を
受
け
て
き
た
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。

県
内
陸
部
を
領
地
と
す
る
米
沢
藩
の
積
極
的
な
政
策
は
、
明
治
四
年
(
一
八
七
一
〉
蚕
種
製
造
規
制
の
改
訂
に
と
も
な
い
畏
井
盆
地
北
半

の
村
々
を
対
象
に
「
蚕
種
師
百
人
組
」
を
組
織
し
、
藩
が
政
府
を
代
行
し
て
蚕
種
製
造
鑑
札
を
交
付
す
る
と
い
う
段
階
に
ま
で
地
域
の
養

蚕
業
を
発
展
さ
せ
て
い
た
の
に
対
し
、
庄
内
地
域
で
は
、
酒
井
藩
の
政
策
が
米
作
中
心
で
あ
っ
た
た
め
に
、
断
片
的
に
行
な
わ
れ
た
の
み

で

畑
作
・
養
蚕
の
発
達
を
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
立
〉
O

こ
う
し
た
県
下
の
庄
内
・
内
陸
地
域
聞
の
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明治13年 (1880)山形県の製糸工場

製造所 工 人 製造高製造費
場 所 所有者 機関

(坪) 男|女|計開 (円)

南村山郡旅篭町 山形県勧業課 503 41 104 108 蒸気 12，424 30，824 
南村山都香澄町 山形県庶務課 184 41 57 61人力 900 7，987 
西村山郡紫橋村 渡辺藤四郎 12 1 91 10 水車 31 15 

西村山郡大町村 堀米実・柴田弥 24 21 12 14水車 93 228 

北村山郡東根村 板垣薫五郎 50 2 81 10 人カ

西置賜郡小出村 菅与五郎 125 21 16 18人力 150 1，125 

西置賜郡時庭村 多国野松右ヱ門 18 人力

西置賜郡椿村 長沼吉四郎 19 11 15 16人力 400 560 

西置賜郡萩生村 渡辺三右ヱ門 17 2 6 8人力 125 200 

グ 後藤束三郎 6 2 4 6人力 84 135 

東置賜郡漆山村 多勢幸之助 30 21 21 23水車 320 571 

λF 多勢亀五郎 43 61 33 39人力 675 940 

東置賜郡宮内村 遠藤代次郎 8 21 11 13人力 150 375 

11 加藤亀吉 8 11 11 12人力 290 285 

11 高橋忠兵衛 6 3 2 5人力 168 368 

Fノ 布施長兵衛 22 21 11 13人力 269 632 

東置賜郡梨郷村 高橋七郎 12 1 8 9人力 118 76 

11 古瀬養蔵 8 1 8 9人力 168 108 

11 船山弥左ヱ門 8 1 8 9人力 106 68 

東置賜郡砂塚村 渡辺勘兵衛 111 11 12 13人力 300 520 

東置賜郡高島村 安藤吉次郎 20 21 12 14水車

東置賜郡法師柳村 近野万太郎 15 3 2 5人力 280 270 

東置賜郡上小松村
原杉田秀他名兵衛

30 51 10 15 

主入蒸気主力
350 700 

南置賜郡館山村
上山 937 41 116 120 3，076 29，748 5，845名

飽海郡市条村 小野直次 15 41 3 7 

表 1

P.667より引用〕

幕
落
体
制
下
に
お
け
る

養
蚕
・
製
糸
業
の
地
域

的
不
均
衡
は
、
そ
の
発

達
状
況
を
反
映
し
て
展

cw山形県史』

開
せ
し
め
ら
れ
た
明
治

期
の
製
糸
業
・
養
蚕
業

発
達
の
地
域
間
格
差
を

も
も
た
ら
し
た
。

表
ー
は
、

マ
ニ
ュ
的

段
階
を
も
ふ
く
む
時
期

の
県
下
に
お
け
る
工
場

の
分
布
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
内
陸
部
以

外
で
は
飽
海
郡
下
の

工
場
の
み
で
あ
り
、
そ

の
規
模
も
人
力
で
か
つ

職
工
数
七
人
で
し
か
な
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ぃ
。
こ
れ
に
対
し
南
・
西
村
山
、
東
・
南
置
賜
郡
下
に
は
、
比
較
的
大
規
模
な
工
場
が
集
中
し
て
お
り
、
中
で
も
南
置
賜
郡
館
山
村
の
組

合
製
糸
の
存
在
は
、
山
形
県
勧
業
課
営
工
場
と
対
比
し
た
と
き
民
間
資
本
の
一
定
の
発
達
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
図
l

は
明
治
二

O
年
(
一
八
八
七
〉
の
製
糸
工
場
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
表
ー
に
示
さ
れ
た
状
況
と
同
様
に
製
糸
業
の
存
在
が
、

-
鶴
岡
の
三
ケ
村
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
り
、

極
度
に
米
沢
盆
地
と
そ
の
周
辺
に
集
中
し
て
お
り
、
赤
湯
・
梨
郷
・
米
沢
に
主
要
工
場
が
存
在
し
て
い
る
。
圧
内
地
域
で
は
山
添
・
松
嶺

か
っ
そ
の
規
模
も
内
陸
の
工
場
と
比
べ
小
規
模
で
あ
る
。
県
の
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
庄

内
地
域
の
製
糸
業
が
拡
大
を
み
せ
る
の
は
明
治
三

0
年
代
末
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
状
況
は
か
な
り
流
動
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

1，0∞0∞0人
o 5，00∞)0人
o 1ω0，0∞0ω0人
03ω0，0ω 

05叩 0人

09卯州M叩0仇M附，0刈川0∞棚似0∞0以人

明治20年 (1887) 山形県の製糸工場の分布

工場の年間延従事人数を町村毎に集計した。円の

大きさは人数の平方根に比例する。黒点は人数が

少ないため表現できないもの。
(Ii'山形県史JIp.665より引用】

掴 1

明
治
二
二
年
(
一
八
八

O
)
統

計
に
示
さ
れ
た
飽
海
郡
下
の
工

場
は
、
二

O
年
統
計
に
は
登
場

せ
ず
、
三

O
年
統
計
に
な
る
と

西
田
川
郡
下
の
一
工
場
(
資
本

金
一

O
O円
以
上
)
の
み
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
明
治
一

0
年
代

か
ら
二

0
年
代
の
製
糸
工
場
の

分
布
動
向
を
概
観
す
る
か
ぎ

り
、
山
形
県
下
の
こ
の
時
期
に



お
け
る
製
糸
業
の
実
態
は
、
県
内
陸
部
の
東
・
西
・
南
置
賜
郡
下
を
主
要
地
域
と
し
て
展
開
せ
し
め
ら
れ
て
お
り
、
庄
内
地
域
に
お
け
る

産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

製
系
業
発
達
の
状
況
が
他
の
地
域
に
比
べ
相
対
的
に
未
熟
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
明
治
初
期
に
お
け
る
養
蚕
・
製
糸

業
の
発
達
状
況
は
、
明
治
新
体
制
の
施
策
の
結
実
が
地
域
現
象
と
し
て
具
現
す
る
に
い
た
ら
ぬ
時
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
幕

落
体
制
下
で
実
施
さ
れ
て
き
た
各
藩
の
政
策
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
柄
が
明
治
政
府
の
政
策
が
地
域
的
展
開
を
な
し

遂
げ
て
い
く
過
程
で
変
容
し
う
る
可
能
性
を
伏
在
さ
せ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

幕
落
体
制
か
ら
明
治
二

0
年
代
に
い
た
る
ま
で
庄
内
地
域
の
養
蚕
・
製
糸
業
の
発
達
が
、
県
下
内
陸
の
諸
地
域
に
比
べ
著
る
し
く
稚
拙

で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
稚
拙
な
状
況
は
、
明
治
政
府
の
政
策
的
課
題
で
あ

る
農
業
・
農
村
の
資
本
主
義
化
お
よ
び
産
業
資
本
確
立
の
た
め
の
外
貨
獲
得
産
業
の
不
可
欠
性
に
立
脚
し
た
栽
桑
養
蚕
業
・
製
糸
業
の
積

極
的
奨
励
政
策
の
中
で
変
容
を
と
げ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
か
ら
始
ま
る
旧
酒
井
藩
士
族
・
卒
族
の
動
員
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
伊
勢
横
内
、
斉
藤
・
赤
川
河
原
、
高
寺
・
馬
渡
・
黒
川
三
ケ
村
に
及
ぶ
山
林
荒
無
地
二

O
四
町
歩
に
わ
た
る
農
業
開

墾
と
、

旧
藩
士
の
命
運
を
か
け
た
開
墾
地
詰
〉
の
運
営
の
中
で
展
開
せ
し
め
ら
れ
た
栽
桑
養
蚕
お
よ
び
蚕
種
製
造
・
加
工
部
門
と
し
て
の

製
糸
の
開
始
と
、
そ
の
企
業
と
し
て
の
独
立
は
、
開
墾
場
の
運
営
が
旧
支
配
層
で
あ
り
、

か
つ
維
新
体
制
の
中
で
の
行
政
権
を
掌
把
す
る

立
場
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
政
治
的
力
を
背
景
と
し
て
、
栽
桑
養
蚕
業
の
発
達
を
地
域
に
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
松
ケ
岡
開

墾
事
業
の
栽
桑
養
蚕
・
蚕
種
製
造
・
製
糸
部
門
の
創
設
と
独
立
は
、
当
初
士
族
授
産
事
業
と
し
て
開
始
さ
れ
た
開
墾
事
業
の
質
的
変
容
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
業
の
質
的
変
容
は
、
逆
に
「
体
制
」
が
地
域
に
求
め
る
機
能
を
積
極
的
に
果
す
機
能
的
役
割
を
開

165 

墾
事
業
が
担
っ
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
中
で
も
繭
加
工
部
円
で
あ
る
製
糸
部
門
の
創
設
と
、
そ
の
企
業
と
し
て
の
独

立
は
、
開
墾
事
業
と
は
別
な
新
た
な
「
資
本
」
の
成
立
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
製
糸
所
が
加
工
繭
の
蚕
種
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
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っ
て
、
地
域
の
養
蚕
農
家
を
自
己
の
資
本
の
傘
下
に
組
織
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
企
業
と
し
て
の
独
立
が
賃
労
働
者
の

存
在
を
不
可
欠
と
し
た
資
本
制
生
産
過
程
を
も
つ
こ
と
に
も
連
ら
な
っ
て
お
り
、
企
業
と
し
て
の
製
糸
部
門
の
独
立
と
展
開
は
、
地
域
に

お
け
る
産
業
資
本
の
成
立
過
程
の
一
側
面
を
示
す
こ
と
に
も
な
ろ
う
し
、
地
域
の
「
近
代
化
」
過
程
の
一
側
面
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
意
味
を
も
っ
松
岡
製
糸
所
は
、

い
か
な
る
地
域
的
展
開
の
中
に
こ
う
し
た
機
能
を
果
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
以
下

そ
の
地
域
的
機
能
に
つ
い
て
、
松
岡
製
糸
所
の
創
設
・
発
展
過
程
に
お
け
る
操
業
形
態
の
分
析
を
通
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

四

庄
内
松
岡
製
糸
所
の
成
立
概
要
と
そ
の
特
質

明
治
二

O
年
〈
一
八
八
七
〉
に
開
墾
着
手
当
初
官
有
地
払
い
下
げ
を
受
け
た
農
場
用
地
の
う
ち
、
未
着
手
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
た
黒

川
村
大
阪
山
の
六
六
町
歩
余
を
売
却
し
、

そ
の
代
金
を
も
っ
て
松
岡
製
糸
所
は
、

鶴
岡
市
の
西
北
隅
に
創
設
さ
れ
た

av
こ
の
時
期
に

お
け
る
製
糸
所
の
創
設
が
、
松
方
デ
フ
レ
の
下
で
農
場
経
営
が
危
機
に
瀕
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
開
墾
場
上
層
部

の
政
治
力
を
駆
使
し
た
資
金
調
達
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
養
蚕
業
を
縮
少
す
る
一
方
蚕
種
製
造
を
開
始
し
た
こ
と
な
ど
が
、
明
治
一
五
年

(
一
八
八
二
)
か
ら
展
開
し
た
後
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
農
場
経
営
の
主
軸
を
変
換
し
た
よ
う
に
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
松
ケ
岡
に

お
け
る
製
糸
は
、
栽
桑
養
蚕
経
営
が
途
に
つ
い
た
ば
か
り
の
明
治
八
年
(
一
八
七
五
)
に
は
座
操
機
械
に
よ
る
製
糸
が
始
め
ら
れ
地
方
へ

と
販
売
さ
れ
て
い
る
。
九
年
に
は
座
操
機
械
五

O
台
に
よ
る
製
糸
が
マ
ニ
ュ
的
段
階
で
は
あ
る
が
実
施
さ
れ
、

一
四
年
(
一
八
八
一
)
の

明
治
天
皇
東
北
巡
幸
に
際
し
、

生
糸
・
真
綿
が
奉
献
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

av
こ
う
し
た
松
岡
開
墾
場
に
お
け
る

製
糸
加
工
の
動
向
は
、
製
糸
所
の
設
置
が
経
営
危
機
を
契
機
と
し
た
経
営
方
向
の
転
換
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

ぅ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
松
ケ
伺
開
墾
場
は
、
そ
の
組
織
内
に
換
金
に
不
可
欠
な
加
工
部
門
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
単
な
る
農
場
と
し
て
の
存



産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について167 

初期松岡製糸所の拡大とその関連事項の概要表 2

拡大とその関連事項の概要

明治21年 (1888)

明治22年 (1889)

明治23年 (1890)

-未開墾の官有払い下げ地を売却し，これを資金として鶴

岡に製糸工場を創設。

・人カ運転，製糸機械15人繰り。

・釜数を15増加し， 30釜とする0

・初めて生糸を横浜に出荷する。

・人力製糸機械を蒸気機関による製糸機械に代える0

・工場の新・増築を行なう 0

・養蚕が再び盛んになる。松平親懐，各組頭を圧内地域に

巡回せしめ養蚕を勧誘奨励する。

・釜数を30釜から60釜に増設する0

・「養蚕工女錠Jを定める。

・釜数を60釜から80釜に増設する。

・真綿工場2ケ所を新設し，真綿製造を始める。

・蚕種の望みが年々増加することにより，本年から原紙5

枚を増し， 55枚を飼育し，もっぱら蚕種を製造する。

・高寺山15町歩を再墾し桑苗25，000本を植付ける。

・乾燥室を新設する。

・この年東田川郡役所の嘱託により農家勧誘用の桑苗数万

本を交付する。

・西ケ原式乾燥室5室増設する。

・釜数を80釜から100釜に増設する。

・工女寄宿舎を新築，乾燥室4室を新設0

・従来の浮繰法から沈繰法に全面変更。

明治28年 (1895)

明治34年 (1901)

明治35年(1902)

明治39年 (1906)

明治40年(1907)

明治42年 (1909)

明治30年 (1897)

明治24年(1891)

明治25年 (1892)

明治20年(1887)

次年

〔松岡製糸所文書，本陣文書から筆者集計コ

在
か
ら
大
き
く
質
的
転
換
を
な
し

と
げ
た
こ
と
に
な
る
。

表
2
は
松
岡
製
糸
所
の
拡
大
概

要
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
創
業

当
初
、
人
力
運
転
の
十
五
人
繰
機

械
を
使
用
し
、
富
岡
練
習
工
女
を

教
婦
(
時
〉
と
し
て
始
め
ら
れ
た
松

岡
製
糸
所
は
、
二
一
年
三
八
八

八
〉
に
釜
数
が
三

O
釜
に
、
二
五

年
(
一
八
九
二
)
に
八

O
釜
、
三

九
年
(
一
九

O
六
)
に
は
一

O
O

釜
へ
と
順
次
規
模
の
拡
大
を
な
し

て
い
る
。
釜
数
拡
大
の
こ
う
し
た

過
程
で
、
二
四
年
に
は
工
場
付
属

建
物
五
棟
を
増
築
す
る
と
同
時
に

蒸
気
機
関
の
導
入
が
な
さ
れ
、

五
年
に
は
真
綿
・
座
繰
の
二
工
場
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が
新
築
さ
れ
て
い
る
。
施
設
的
拡
大
は
、
そ
の
後
も
引
き
続
き
行
な
わ
れ
て
お
り
、
三

O
年
(
一
八
九
七
〉
に
乾
燥
室
が
、
三
九
年
(
一

九

O
七
)
に
は
さ
ら
に
四
室
が
増
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
工
場
の
設
備
規
模
の
拡
大
は
、
生
産
量
、
使
用
原
繭
量
な
ど
の
増
大
を
と

も
な
う
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
資
本
制
生
産
過
程
の
拡
大
を
も
意
味
し
て
い
る
。

松
岡
製
糸
の
繰
業
が
剰
余
価
値
の
生
産
過
程
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
初
開
墾
農
場
か
ら
分
離
し
た
段
階
と
以
降
の
発
展
段
階
と
の
聞
に

お
い
て
企
業
的
性
格
も
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
企
業
側
の
主
張
と
し
て
の
操
業
概
要
の
説
明
に
企
業
的
性
格
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
現

わ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二

O
年
の
創
業
時
に
お
け
る
「
説
明
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
柳
本
所
ハ
松
岡
開
墾
場
所
轄
ノ
一
部
分
ニ
シ
テ
専
ラ
重
要
物
産
生
紙
ノ
改
良
進
歩
ヲ
奨
蹴
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
併
セ
テ
荘
内
士
族
授
産
ノ
為
メ

ニ
設
ケ
タ
ル
一
工
場
ナ
レ
ハ
敢
テ
利
益
ヲ
得
ル
ヲ
第
一
ノ
主
眼
ト
ス
ル
ニ
非
ラ
ス
工
女
ノ
如
キ
モ
単
-
一
賃
銭
ヲ
得
ル
ヲ
主
ト
セ
ス
業
務
ヲ
精
励
シ
種
節

ヲ
重
シ
風
儀
ヲ
正
グ
シ
傍
ラ
生
計
ノ
一
助
ユ
充
タ
シ
メ
γ
ト
ス
素
ヨ
リ
普
通
ノ
工
場
ノ
比
類
ニ
ア
ラ
ス
:
:
:
」
(
傍
点
筆
者
以
下
同
様
)

す
な
わ
ち
「
士
族
の
授
産
」
が
企
業
的
活
動
よ
り
優
先
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
慈
恵
的
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
ハ
担
。
さ
ら
に
、

こ
の
立
場
が
賃
労
働
者
で
あ
る
工
女
の
あ
り
方
を
一
方
的
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
、

雇
用
者
が

旧
士
族
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
企
業
の
初
期
に
お
け
る
慈
恵
的
姿
勢
の
強
調
は
、

「
西
田
川
郡
書
記
ノ
質
問
ニ
テ
筆
記
セ
シ
モ
ノ
」
と
註
書
さ
れ
た
明
治
三
二
年
(
一
八
九
九
〉

「
地
方
ノ
蚕
糸
ヲ
改
良
シ
輸
出
ヲ
海
外
ニ
広
グ
シ
国
益
ヲ
地
方
ト
共
-
一
ス
ル
ノ
目
的
」

五
月
の
文
書
に
は
、

と
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
明
治
四
三
年
(
一
九
一

O
)
二
月
の
文
書
に
示
さ
れ
た
製
糸
所
の
営
業
動
向
に
つ
い
て
、、

、
、
(
マ
マ
)

「
本
所
ノ
主
旨
タ
ル
蚕
業
ヲ
精
良
ニ
シ
テ
輸
出
ヲ
海
外
-
一
広
グ
シ
、
或
ハ
地
方
機
業
ノ
原
料
ニ
資
シ
(
立
国
益
ヲ
地
方
ト
共
-
一
セ
シ
寸
ヲ
庶
希
ス
ル
カ
故

-
一
近
年
養
蚕
業
ノ
発
達
一
一
連
シ
社
運
益
々
盛
大
-
一
趣
カ
ン
ト
ス
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
企
業
側
が
明
ら
か
に
す
る
そ
の
目
的
の
中
に
明
瞭
な
形
で
「
国
益
」
が
唱
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
企
業
」



が
「
地
方
」
と
そ
の
国
益
を
共
に
す
る
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
重
化
学
工
業
の
発
達
を
不
可
欠
と
す
る

産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

「
富
国
強
兵
」
の
達
成
に
は
、
外
貨
獲
得
産
業
の
主
柱
で
あ
っ
た
栽
桑
養
蚕
業
と
製
糸
業
の
拡
大
を
除
い
て
遂
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
、

わ
が
国
の
生
糸
輸
出
が
す
で
に
先
進
諸
国
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
た
国
際
市
場
へ
の
割
込
み
的
性
格
を
有
し
て
い
た
ハ
思
こ
と
と
関
連

さ
せ
た
と
き
、
創
業
時
の
「
説
明
」
に
記
さ
れ
た
企
業
の
慈
恵
的
性
格
の
強
調
は
、
就
労
者
に
対
し
て
精
神
主
義
を
優
先
す
る
論
拠
と
し

て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
就
労
者
の
賃
銀
を
低
く
押
え
る
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
創
業
当
時

富
岡
練
習
の
工
女
を
教
婦
と
し
て
技
術
的
練
習
を
受
け
た
一
部
の
工
女
達
に
と
っ
て
は
、
松
岡
製
糸
で
の
就
業
が
、
経
済
原
理
を
無
視
し

た
い
わ
ゆ
る
「
名
誉
」
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、
こ
の
段
階
で
の
工
女
は
、
後
に
教
婦
と
し
て
他
の
一
般
工
女
に
比
し
て
破

格
な
賃
銀
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
段
で
詳
述
す
る
。

こ
う
し
た
労
資
聞
の
一
雇
用
関
係
は
、
後
に
い
た
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
国
益
」
が
企
業
経
営
に
お
い
て
優
先
さ
れ
、

そ
れ
を
「
地
方
」
と
共
に
す
る
「
地
方
」
と
は
、
実
際
に
生
産
に
携
わ
る
労
働
者
を
指
し
て
は
い
な
い
。
企
業
側
の
一
貫
し
た
姿
勢
は
、

産
業
資
本
確
立
過
程
で
の
製
糸
業
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
後
進
国
型
資
本
主
義
経
済
の

構
築
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
一
般
的
特
質
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
松
岡
製
糸
の
特
質
は
、
ど
の
よ
う
な
側
面
に
お
い

て
顕
著
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
い
。

五

就
業
実
態
と
操
業
形
態
に
み
る
松
岡
製
糸
の
特
質
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松
岡
製
糸
所
の
操
業
目
的
に
示
さ
れ
た
状
況
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

工
女
賃
金
を
低
〈
押
え
込
む
こ
と
を
根
底
に
伏
在
さ
せ
て
い

る
。
低
賃
金
労
働
を
敷
桁
と
し
た
操
業
の
あ
り
方
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
資
本
主
義
の
特
質
で
も
あ
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
低
賃
金
に
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松岡製糸所の就業人員・平均日給の変化表 3

数 I~(支)数 1:ゐ数 l 諮問 I~品開
明治27(1894) 80 (16)145 6 0.074 0.120 

明治28(1895) 80 (21) 100 0.069 

明治33(1900) 80 (45)129 9 0.074 0.120 

明治37(1904) 80 (70) 116 (4)4 

明治38(1905) 80 (106) 116 (4) 4 0.150 0.300 

明治39(1906) 100 146 4 0.170 0.300 

明治41(1908) 100 146 4 0.170 0.330 

明治43(1910) 100 108 2 0.180 0.350 

明治44(1911) 100 129 6 0.280 0.350 

次年

〔資料:松岡製糸所文書〕

位
置
付
け
ら
れ
た
工
女
が
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
い
か
な
る
労
働
環
境
の
中
で
、
ど
の

よ
う
な
階
層
出
身
者
を
対
象
に
地
域
的
展
開
を
み
せ
て
き
た
か
と
い
う
点
で
あ

り
、
そ
れ
は
地
域
の
養
蚕
業
者
を
傘
下
に
統
率
し
た
企
業
の
操
業
を
て
こ
と
す
る

「
近
代
化
」
の
具
体
的
展
開
で
も
あ
る
。

表
3
は
、
松
岡
製
糸
所
文
書
ハ
苦
か
ら
集
計
し
た
生
産
に
直
接
携
わ
る
就
労
者

数
の
年
次
別
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
就
業
工
女
数
は
、
必
ら
ず
し
も
一
定

し
て
お
ら
ず
、

こ
れ
は
工

一
O
O人
代
か
ら
一
四

O
人
代
を
上
下
し
て
い
る
。

)は寄宿の男・女職工数。

場
の
集
繭
の
変
化
に
も
よ
る
が
、
概
し
て
表
示
し
た
期
間
に
お
い
て
生
産
高
が
上

昇
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
就
業
時
間
な
ど
の
延
長
に
基
付
く
労
働
の
強
化

を
意
味
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
工
女
・
男
工
数
の
変
動
の

中
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
、
寄
宿
工
女
数
の
増
加
で
あ
る
。
明
治

二
七
年
(
一
八
九
四
〉
四
月
に
実
施
さ
れ
た
職
工
調
査
の
結
果
で
は
、
他
府
県
か

ら
の
就
労
者
は
な
く
、
全
て
「
土
着
ノ
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
庄
内
地
域
お
よ
び

*欄(

そ
の
周
辺
が
主
な
労
働
力
供
給
圏
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

工
女
の
う
ち
一
一

{旦し，

-
O
M
に
当
た
る
一
六
人
が
寄
宿
工
女
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
工
女
が
通
勤
圏
外
か

ら
の
就
労
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
二
八
年
二
一
・

o

沼
、
三
三
年
(
一
九

O
O
)
三
四
・
八
%
、
三
八
年
九
一
・
四
%
と
順
次
比
率
を
高
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職工調査表(明治27年4月30日調〉表 4

女

10歳未満 一 居 工場ノ寄宿舎
16人

住 ニ在ノレ者
10歳以上 3人 ノ

通勤スル者 6人 129人
女男153歳歳以上 区

年齢 1 以上 一 33人
J]IJ 計 6人 145人

ノ 女男2170歳歳以上 1人 33人 既 婚 5人 45人
別区

以上

40歳以上 3人 5人 身 未 婚 1人 99人
ノ

寡 婦 2人50歳以上 2人 5人 上 一

言十 6人 145人 言十 6人 145人

身分 一負担家スノ生ル者計ヲ 5人 21人
日雇ノモノ 6人 145人

ノ
月雇ノモノ

別区
否ラサル者 1人 124人

年雇ノモノ
雇

計 6人 145人
方 年期ノモノ

土着ノ者 6人 145人
ノ

百十 6人 145人
区

他稼府県ヨリ出 一
J]IJ 

スル者

言十 6人 145人

男J]IJ 区女男J]1j 区

計

普通小学以上ヲ卒業シタル
者

普通小学以上ヲ卒業セサル
モ普通ノ算筆ヲ弁スル者

前二項外ノ者

男女合計

1人
23人

5人
52人

70人

151人

10歳以上

10人

40人

36人

86人

20歳以上

1人
13人

8人

21人

43人

30歳以上

一
人
人
人

。d
z
u

。。

|峨以上

男一
女一

男 5人
女 1人

8人

14人

教育ノ有無

め
て
お
り
、
就
労
工
女
の
供
給
圏

〔松岡協同製糸文書〕

が
、
鶴
岡
を
中
心
と
し
た
通
勤
圏

域
外
部
へ
と
漸
次
拡
大
し
て
い
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
就
労
す

る
工
女
の
質
は
、
旧
酒
井
藩
城
下

鶴
岡
へ
の
通
勤
範
囲
外
か
ら
集
ま

る
工
女
比
率
が
他
年
に
比
べ
て
低

い
二
七
年
当
時
に
お
い
て
さ
え
必

ら
ず
し
も
高
く
な
く
、
表
に
示
す

通
り
全
工
女
の
四
六
・
四
%
は
、

「
普
通
ノ
筆
算
」
も
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
、
文
盲
同
然
の
工
女
の

う
ち
生
産
を
主
と
し
て
担
う
十
歳

以
上
一
二

O
歳
未
満
の
者
が
八
了

四
%
も
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
読
み
書
き
の
で
き
な
い
者

の
う
ち
五
了
四
%
に
当
る
者
は
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松岡製糸所の男女別賃金の格差実態

C資料:r松岡製糸所文書J，[J山形県史JJ)

1907 1902 1897 1892 

図 2

1887 

十
歳
以
上
二

O
歳
未
満
で
あ
り
、
「
一
家
ノ
生
計
ヲ
負
担
」
し
な
い
者
が
全
工
女
一
五
一
人

中
の
九
六
%
を
占
め
る
こ
と
、
若
年
労
働
者
の
比
率
の
高
さ
と
既
婚
者
の
割
合
会
二
%
)

の
高
い
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
低
賃
金
体
系
を
作
り
出
し
う
る
要
因
を
形
成
し
て
い
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

図
二
は
、
松
岡
製
糸
所
の
男
女
別
平
均
賃
金
と
山
形
県
下
(
そ
の
中
心
は
内
陸
部
米
沢
盆

地
お
よ
び
そ
の
周
辺
〉
の
平
均
賃
金
と
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
松
岡
製
糸
所
内
に
お
い

て
も
男
女
聞
の
賃
金
格
差
は
、
涯
然
と
存
在
し
て
お
り
、
常
に
ほ
ぼ
二
分
の
一
程
度
に
工
女

賃
銀
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
男
女
聞
の
賃
金
格
差
は
、
全
県
的
趨
勢
で
あ
る

が
、
格
差
の
程
度
は
、
松
岡
製
糸
所
の
方
が
よ
り
大
き
い
。
ち
な
み
に
、
そ
の
実
態
を
工
女

賃
金
を
基
礎
と
し
て
示
せ
ば
、
男
工
賃
金
は
、
明
治
三
三
年
に
お
い
て
松
ケ
岡
了
六
に
対

し
県
平
均
了
四
で
あ
り
、
同
様
に
四

O
年
一
・
八
に
対
し
一
・
四
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
松

同
製
糸
に
お
け
る
工
女
賃
銀
は
、
男
工
賃
銀
と
の
比
較
に
お
い
て
一

O
人
以
上
の
企
業
に
お

け
る
県
平
均
工
女
賃
銀
よ
り
は
る
か
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
賃
銀
格
差
は
、
地
域
聞
に
お
い
て
も
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。
三
三
年
(
一

九

O
O
)
に
お
け
る
松
岡
製
糸
の
賃
銀
は
、
内
陸
部
を
中
心
と
す
る
山
形
県
下
の
平
均
男
工

賃
金
の
四
二
・
九
%
で
し
か
な
く
、

工
女
賃
金
は
さ
ら
に
低
い
三
五
・
二
%
で
し
か
な
い
。
賃

銀
の
地
域
間
格
差
は
、
そ
の
年
次
変
化
を
み
る
限
り
、
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
い
た
る



過
程
で
漸
次
是
正
さ
れ
る
が
、

工
女
賃
金
が
県
平
均
値
に
も
っ
と
も
接
近
し
た
明
治
四
四
年
(
一
九
一
一
〉
で
さ
え
松
岡
の
そ
れ
は
、

県
平
均
値
の
九

0
・
三
%
で
し
か
な
く
、
企
業
の
創
業
以
来
明
治
期
を
通
し
て
常
に
県
平
均
賃
銀
以
下
に
押
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し

産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

て
い
る
の
で
あ
る
。
松
岡
製
糸
に
お
け
る
低
賃
銀
の
実
態
が
、
先
に
指
摘
し
た
企
業
の
慈
恵
的
目
的
に
基
付
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

エ
女
の

も
、
企
業
が
何
ら
か
の
純
利
益
を
あ
げ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
労
働
の
収
奪
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

八
五
町
々
が
得
た
賃
金
に
よ
っ
て
家
計
を
支
え
る
者
で
な
い
に
し
て
も
、
表
五
に
示
し
た
米
価
の
実
態
が
、
三
七
・
四
一
年
を
除
い
て
常
に

工
女
賃
銀

庄
内
地
域
が
高
い
こ
と
と
、
当
時
の
賃
金
等
を
含
む
諸
物
価
決
定
の
基
礎
に
米
価
が
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

の
低
さ
は
、
単
に
県
平
均
値
の
比
較
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
数
値
以
上
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
低
賃
銀
も
全
て
の
工
女
が
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
き
め
ら
れ
た
等
級
に
よ
っ
て
得
る
賃
金
格
差
は
、
地
域
間

・
男
女
間
格
差
以
上
の
状
況
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
図
三
は
、
明
治
二
八
年
(
一
八
九
五
)
当
時
実
施
さ
れ
て
い
た
通
勤
・
寄
宿
別
等

173 

表5鶴岡と米沢との石当り米価の比較

次

明治25(1892) 5.700 

明治26(1893) 6.660 

明治27(1894) 6.660 

明治28(1895) 7.300 

明治29(1896) 10.000 

明治30(1897) 14.300 

明治31(1898) 8.300 

明治32(1899) 10.000 8.000 

明治33(1900) 9.400 10.000 

明治34(1901) 9.500 9.000 

明治35(1902) 12.400 10.000 

明治36(1903) 12.000 

明治37(1904) 10.800 11.000 

明治38(1905) 13.200 11. 000 

明治39(1906) 13.200 12.000 

明治40(1907) 14.300 14.000 

明治41(1908) 12.300 14.000 

明治42(1909) 12.128 9.000 

明治43(1910) 12.475 12.000 

明治44(1911) 16.065 16.000 

|鶴岡(円)I米沢(円)年

米沢〔鶴岡の米価:松ヶ岡本陣文書

の米価:山形県史による〕

級
別
(
賞
罰
制
度
を
と
も
な
わ
な
い
〉
賃

銀
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
寄
宿
工

女
賃
金
が
通
勤
工
女
の
そ
れ
よ
り
低
い
の

は
、
食
費
な
ど
の
経
費
を
自
己
負
担
さ
せ

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
原
因
の
一
つ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、

等
級
の
高
い
工
女
ほ

ど
差
が
大
き
い
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
必

要
経
費
の
自
己
負
担
の
み
に
よ
る
格
差
で
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な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
格

差
は
、
寄
宿
工
女
率
の
増
加
に
と
も
な
い
企
業

側
に
と
っ
て
新
た
な
利
潤
追
求
の
場
と
化
し
て

い
く
こ
と
に
多
言
を
要
し
な
い
。

等
級
別
工
女
人
員
を
同
年
の
資
料
か
ら
み
る

と
通
勤
工
女
は
、

一
-
一
一
・
三
等
工
女
と
、
六

3 工

女

の

12 14 
壁i

図 3

等
以
下
見
習
い
に
い
た
る
等
級
に
集
中
し
て
お

り
、
寄
宿
工
女
は
、
全
等
級
に
ほ
ぼ
均
等
に
分

布
し
て
い
る
。
等
級
別
賃
金
格
差
は
、
通
勤
工

こ
の
差
額
は
七
等
工
女
日
給
の
一
・
六
倍
に
相
当
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
寄
宿
工
女
の
同
等
級
聞
の
賃
金
格
差
は
、
七
銭
で
し
か
な
い

女
で
一
等
と
七
等
聞
に
一

O
銭
の
差
が
あ
り
、

が
、
そ
の
差
額
は
寄
宿
七
等
工
女
の
日
給
の
了
七
五
倍
に
当
た
る
。
賃
金
の
等
級
間
格
差
に
お
い
て
も
寄
宿
工
女
の
方
が
通
勤
工
女
よ

り
も
大
き
く
、

し
か
も
、
こ
の
事
柄
が
通
勤
工
女
に
比
べ
寄
宿
工
女
の
等
級
下
位
の
者
を
よ
り
低
い
賃
金
に
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
し
か
も
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
は
、
寄
宿
見
習
工
女
に
対
し
て
賃
銀
が
支
払
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
二
七
年
職
工
調
査
表
に
は
「
見
習
ハ
凡
ソ
一
年
ノ
稽
古
ヲ
経
テ
有
給
工
女
ト
ナ
ル
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

一
ヶ
年
の
見
習
期
間
に
お

け
る
労
働
は
、
賃
金
支
払
い
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
松
岡
製
糸
所
の
賃
金
構
造
は
、
県
平
均
賃
金
の
二

分
の
一
程
度
で
あ
り
、

か
つ
女
工
賃
金
は
そ
の
中
で
さ
ら
に
低
く
位
置
付
け
ら
れ
て
き
て
お
り
、
通
勤
・
寄
宿
工
女
聞
の
賃
銀
格
差
、
等
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級
間
賃
銀
格
差
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
の
低
賃
銀
構
造
が
、
寄
宿
工
女
で
あ
り
等
級
の
低
い
工
女
に
そ
の
構
造
的

特
質
を
顕
著
に
現
わ
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
賃
銀
棒
造
の
特
質
は
、
ど
の
よ
う
な
労
働
環
境
の
中
で

具
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

松
岡
製
糸
の
就
業
時
聞
を
「
職
工
事
情
」
(
惣
に
収
録
さ
れ
た
島
根
県
某
製
糸
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
6
は、

比
較
す
る
年
代

が
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
た
め
に
厳
密
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、

一
応
の
傾
向
は
把
握
で
き
る
。
明
治
二
七
年
職
工
調
査
表
に

は
、
就
業
時
間
合
計
一

0
時
聞
か
ら
一
一
一
時
間
、
昼
食
二
一
時
、
午
後
の
就
業
一
二
時
三

O
分
と
し
か
記
入
さ
れ
て
い
な
い
た
め
具
体
的

な
就
業
時
間
割
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
正
六
年
(
一
九
一
七
)
の
就
業
時
間
割
と
島
根
県
某
製
糸
の
も
の
と
を
参
考
に
し
て
検
討
を

加
え
て
み
る
と
、
表
示
し
た
就
業
時
間
合
計
が
島
根
県
某
製
糸
の
場
合
は
、
実
労
時
間
数
で
あ
る
の
に
対
し
、
松
岡
製
糸
の
大
正
六
年
の
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数
値
が
拘
束
時
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
二
七
年
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
朝
食
後
七
時
三

O
分
に
就
業

し
た
と
仮
定
し
た
と
き
一

0
時
間
就
業
と
す
れ
ば
終
業
が
一
七
時
三

O
分、

一
二
時
間
就
業
と
す
れ
ば
終
業
が
一
九
時
三

O
分
と
な
る
。
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三
0
年
代
初
期
に
お
け
る
山
形
県
下
の
平
均
執
業
(
実
労
〉
時
聞
が
一
一
時
間
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
点
に
お
け
る
労
働
環

境
は
悪
く
な
い
。
拘
束
一

0
時
間
実
労
九
時
間
三

O
分
と
い
う
二
七
年
の
状
況
は
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
通
勤
工
女
の
割
合
の
高
さ
、

お
よ
び
上
等
工
女
の
多
く
が
松
ケ
岡
開
墾
場
か
ら
の
供
給
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
治
二
五
年
(
一

八
九
二
〉
に
定
め
ら
れ
た
「
養
蚕
工
女
提
」
に
は
「
曜
を
正
し
業
を
敬
ひ
深
切
を
壷
す
べ
き
事
」
と
な
ら
び
「
朝
三
時
に
起
き
夜
九
時
休

息
の
事
、
但
飼
育
の
模
様
に
依
り
時
間
も
変
り
あ
る
べ
し
」
ハ
む
と
記
さ
れ
て
お
り
、

職
住
同
一
農
場
の
場
合
は
、

拘
束
一
八
時
間
に
も

及
ん
で
い
る
こ
と
や
寄
宿
工
女
の
比
率
が
九

O
%を
超
し
た
三
八
年
以
降
就
業
条
件
が
急
速
に
労
働
者
に
と
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

明
治
三
九
年
〈
一
九

O
六
)

に
採
用
さ
れ
た

「
朝
夕
燈
火
ヲ
用
イ
テ
業
ヲ
執
ル
事
ア
ル
時
ハ
、

一
人
ニ
付
一
日
金
二
銭
ヲ
増
ス
」
ハ
ち

制
度
は
、
生
産
拡
大
の
た
め
に
工
女
の
自
主
性
を
重
ん
ず
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
が
、
県
下
の
製
糸
工
女
賃
銀
の
六

O
Mに
し
か
値
し
な
い

低
賃
金
体
系
下
に
工
女
賃
金
を
押
え
て
き
た
企
業
側
の
仕
組
ん
だ
労
働
強
化
・
長
時
間
労
働
化
を
必
至
に
す
る
手
段
で
あ
っ
た
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
四
二
年
三
九

O
九
)
に
は
ご
ヶ
月
総
工
女
各
自
一
本
(
一
本
ハ
試
斤
ノ
糸
量
〉
ツ
、
ノ
平
均
糸
量
ヲ
合
算

シ
、
更
-
二
本
ノ
平
均
糸
ヲ
出
シ
之
ヲ
標
準
」
と
し
た
糸
量
と
、
デ
ニ

l
ル
・
光
沢
な
ど
を
加
味
す
る
「
糸
量
賞
罰
制
度
」
が
採
用
さ

れ
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
等
級
賃
銀
制
は
、
全
国
的
動
向
に
比
較
し
て
か
な
り
早
い
時
期
に
「
糸
量
賞
罰
制
度
」
を
と
も
な
っ
た

「
等
級
賃
銀
制
」
の
導
入
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る

av
こ
う
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
企
業
の
作
り
出
す
労
働
環
境
は
、

企
業
の
強
権

発
動
を
隠
蔽
し
、

一
見
穏
健
的
に
み
え
る
方
法
で
生
産
費
中
に
占
め
る
賃
銀
コ
ス
ト
を
引
き
さ
げ
、
労
働
収
奪
強
化
を
実
現
す
る
た
め
の

経
営
戦
略
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
三
年
当
時
生
糸
一
本
当
り
の
純
益
金
一
円
三
銭
二
厘
は
、
四
二
年
に
い
た
り
八
円
五

O
銭
に
ま
で
上
昇
し
、
米
価
の
変
動
を
加
味
し
た
実
質
成
長
率
に
お
い
て
二
・
七
倍
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。



以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
松
岡
製
糸
の
就
業
形
態
に
現
れ
た
特
質
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
松
岡
製
糸

産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

に
お
け
る
エ
女
を
中
心
と
し
た
就
業
形
態
の
特
質
は
、

ま
さ
に
資
本
制
生
産
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
低
賃
銀
労
働
者
の
実
態
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
企
業
の
取
っ
た
操
業
の
特
質
は
、
生
産
の
拡
大
の
た
め
の
労
働
強
化
と
長
時
間
労
働
を
工
女
の
「
自
主
性
」
で
あ
る
か
の

よ
う
に
み
せ
か
け
な
が
ら
実
行
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
寄
宿
工
女
比
率
の
絶
対
的
高
さ
と
、
低
賃
銀
体
系
を
背
景
と
し
た
巧
妙
な
経
営

戦
略
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
く
に
賞
罰
制
度
を
と
も
な
っ
た
等
級
賃
銀
制
度
が
全
国
的
趨
勢
よ
り
か
な
り
早
い
時
期
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
換
言
す
れ
ば
、
企
業
と
し
て
の
産
業
資
本
確
立
過
程
が
か
な
り
先
進
し
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

..... 
J、
原
料
調
達
・
加
工
に
み
ら
れ
る
松
岡
製
糸
の
特
質

松
ケ
岡
製
糸
所
の
企
業
的
特
質
は
、
先
述
の
工
女
賃
銀
体
系
と
そ
れ
を
背
景
と
し
た
労
働
収
奪
の
方
法
の
ほ
か
に
、
原
料
調
達
お
よ
び

芳
ら

加
工
に
係
る
原
料
繭
生
産
者
と
製
糸
所
と
の
位
置
関
係
の
中
に
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
専
ら
松
ケ
岡
の
成
繭
を
繰
締
し
、

養
蚕
家
の
依
頼
を
受
け
た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
が
「
養
蚕
者
ヲ
勧
誘
シ
」
、
「
繭
ヲ
依
頼
ス
ル
モ
ノ
ニ
ハ
金
ヲ
貸
付
ケ
テ
融
通
ノ
便

益
ヲ
与
へ
、
生
糸
ハ
等
差
ヲ
付
シ
テ
横
潰
ニ
・
出
荷
シ
、
売
了
ノ
上
代
金
ヲ
配
当
シ
テ
公
益
ヲ
共
ニ
セ
リ
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
拡

大
す
る
養
蚕
農
家
の
自
主
的
な
依
頼
に
よ
っ
て
原
料
繭
を
確
保
す
る
と
い
う
形
態
で
は
な
く
、
資
金
的
便
益
を
生
産
者
に
供
与
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
松
岡
製
糸
所
へ
の
「
依
頼
」
を
義
務
付
け
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
原
料
繭
確
保
の
勧
誘

奨
励
が
実
施
さ
れ
は
じ
め
た
二
四
年
に
は
、
旧
上
層
家
臣
を
も
含
め
た
開
墾
場
各
組
頭
た
ち
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

177 

資
金
的
便
益
を
て
こ
と
し
た
原
繭
調
達
は
、
形
式
的
形
態
と
し
て
原
料
繭
の
「
委
託
」
制
度
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
委
託
契

約
に
お
け
る
委
託
者
と
受
託
者
の
平
等
性
を
欠
な
わ
せ
る
要
因
を
伏
在
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
実
状
は
、
現
存
す
る
三
二
年
(
一
八
九
九
)
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の
約
定
書
の
全
丈
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
私
儀
来
ル
明
治
コ
了
山
五
品
制
お
ふ
飢
仇
師
向
致
一
候
テ
就
一
ア
ハ
左
ノ
条
項
ヲ
契
約
ス
」
と
い
う
前
文
で

始
ま
る
こ
の
文
書
に
は
、

一
、
製
総
胃
町
tEV
品
八
百
石
(
費
升
生
繭
)
以
上
タ
ル
ヘ
キ
事

つ
原
糧
品
及
ヒ
生
紙
保
管
中
天
災
地
変
水
火
難
ハ
勿
論
強
盗
井
-
-
鼠
喰
等
ノ
災
害
ハ
貴
殿
ノ
責
任
ニ
無
之
事

一
、
製
糸
杓
ハ
十
一
月
一
日
ヨ
リ
ト
ス
但
貴
殿
ノ
都
合
-
一
依
リ
伸
縮
ス
竹
下
デ
得

一
、
製
糸
ハ
器
械
繰
ニ
シ
テ
纂
外
シ
ノ
鐙
タ
ル
ヘ
キ
事
但
括
造
ヲ
為
九

HMハ
其
ノ
入
費
差
上
ク
へ
た
巧

一
、
デ

-71
ル
八
十
二
中
以
上
十
三
以
下
ノ
区
域
ニ
テ
製
紙
ノ
事
但
原
監
此
ノ
善
悪
ニ
依
日
本
条
ノ
「
デ
ュ

l
ル
」
製
造
シ
難
ム
十
時
ハ
預
シ
メ
御
通

知
下
サ
ル
へ
キ
寸

一
、
製
紙
量
目
ハ
出
来
成
=
任
セ
申
ス
ヘ
キ
事

一
、
製
紙
賃
ハ
原
糧
口
問
室
升
(
生
繭
)
ニ
付
七
銭
五
厘
支
払
申
ヘ
ク
旦
ツ
ロ
糸
其
他
屑
物
ハ
貴
殿
ノ
所
得
タ
ル
ヘ
キ
事

一
、
殺
踊
賃
ハ
原
糧
品
萱
升
(
生
繭
)
ニ
付
六
厘
支
払
可
申
事

一
、
製
総
中
高
一
止
ヲ
得
サ
ル
事
故
ユ
依
リ
休
業
成
サ
ル
へ
キ
場
合
ハ
原
糧
品
速
三
引
戻
シ
申
へ
キ
事

一
、
約
定
担
保
ト

γ
テ
何
公
債
証
書
弐
百
円
差
出
ス
白
・
ヘ
キ
事

前
数
項
ノ
約
定
高
一
一
履
行
至
兼
貴
殿
へ
御
損
害
相
掛
ケ
候
節
ハ
約
定
担
保
ト
シ
テ
差
出
置
候
公
債
証
書
貴
殿
-
一
於
テ
随
意
御
売
却
ノ
上
御
決
算
成
サ

ル
ヘ
ク
候
為
後
日
保
証
人
連
署
約
定
の
而
如
件

ま
た
旧
生
産
者
詰
〉
に
残
る
約
定
文
書
に
は
、
「
製
糸
ヲ
始
メ
売
却
-
一
至
ル
マ
テ
悉
皆
御
依
頼
申
候
」

付
け
ら
れ
た
資
金
に
つ
い
て
は
「
元
利
ハ
受
取
俣
日
ヨ
リ
百
円
ニ
付
」
日
割
の
利
息
を
支
払
わ
れ
る
こ
と
、
「
製
糸
売
却
マ
テ
ノ
内
製
糸

と
印
さ
れ
て
お
り
ハ
ち
、

こ
と
、

貸

所
へ
預
ケ
中
万
一
非
常
の
災
難
一
一
躍
リ
右
製
糸
亡
失
等
ノ
コ
ト
有
之
候
共
製
糸
所
へ
ハ
関
係
無
之
」
と
示
さ
れ
て
お
り
、
前
段
の
約
定
文

に
お
け
る
依
頼
繭
量
の
指
定
、
企
業
の
損
害
賠
償
責
任
の
生
産
者
へ
の
転
稼
、
副
次
産
物
の
依
頼
者
側
権
利
放
棄
、
依
頼
者
の
担
保
提
出

の
義
務
付
け
と
企
業
の
抵
当
権
設
定
な
ど
は
、
後
段
の
約
定
文
の
中
で
も
形
を
代
え
て
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
。
製
品
化
か
ら
換
金
化
に



い
た
る
す
べ
て
の
過
程
を
担
保
と
し
た
こ
の
よ
う
な
取
引
き
の
実
態
は
、
企
業
側
を
生
産
側
の
位
置
に
比
べ
す
こ
ぶ
る
優
位
に
す
る
も
の

産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

で
あ
り
、
「
依
託
制
」
に
お
け
る
本
来
の
契
約
締
結
に
み
ら
れ
た
両
者
の
対
等
性
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

約
定

文
の
示
す
企
業
と
生
産
者
の
位
置
関
係
は
、
隷
属
的
状
況
下
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
両
者
の
「
契
約
」
に
お
け
る
位
置
関
係
は
、
二
五
年
生
産
者
宛
に
出
さ
れ
た
書
状
の
「
御
依
頼
ノ
繭
製
糸
ノ
上
年
内
悉
皆
売

却
金
一
円
配
当
致
候
見
込
ノ
処
何
分
種
類
錯
雑
」
の
た
め
「
製
糸
上
非
常
ノ
困
難
依
之
意
外
ノ
時
臼
ヲ
費
シ
」
、
「
年
内
売
捌
金
円
配
当
致
俣

寸
ニ
ハ
乍
気
毒
迫
モ
至
リ
兼
」
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
原
料
繭
品
種
統
一
に
よ
っ
て
一
層
健
固
な
も
の
に
な
っ
た
。
二
七
年
松
岡

製
糸
、
が
地
域
の
養
蚕
家
に
配
布
し
た
公
告
に
は
、

広

告

一
、
松
ケ
岡
青
質
姫
同
種
類

右
者
昨
明
治
二
六
年
十
月
中
地
方
の
情
況
一
一
依
リ
請
願
ノ
向
キ
モ
有
之
候
-
一
付
猶
両
三
年
間
ハ
又
昔
小
石
丸
二
種
ヲ
加
エ
テ
製
糸
ス
ル
ニ
致
置
侯
処

到
底
糸
質
ヲ
一
定
セ
ス
ハ
優
等
品
ヲ
製
出
ス
ル
能
ハ
ス
売
却
へ
そ
差
響
キ
地
方
ノ
不
利
益
不
少
候
間
明
治
二
八
年
ヨ
リ
松
ケ
岡
育
成
育
質
姫
蚕
同
種
類

ノ
外
断
然
依
頼
ヲ
受
ケ
不
申
候
ニ
付
此
段
広
告
致
候
也

と
明
記
さ
れ
た
蚕
種
指
定
が
行
な
わ
れ
た
。
松
ケ
岡
開
墾
場
の
生
産
す
る
蚕
種
の
み
を
指
定
し
、
そ
の
種
以
外
の
製
糸
を
拒
否
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
松
ケ
岡
開
墾
場
と
松
岡
製
糸
は
、
養
蚕
農
家
に
対
す
る
支
配
力
を
さ
ら
に
強
め
た
こ
と
に
な
り
、
二
九
年
広
告
に
よ
っ
て
な

し
と
げ
ら
れ
た
座
繰
製
糸
の
原
料
繭
指
定
に
よ
っ
て
、
松
岡
製
糸
で
取
扱
う
す
べ
て
の
原
料
繭
の
蚕
種
指
定
が
完
了
し
た
。
す
な
わ
ち
、

原
繭
指
定
と
資
金
前
貸
方
法
に
よ
る
「
特
約
取
引
き
」
が
二

0
年
代
後
半
に
お
い
て
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
郡
是
製
糸
に
代
表
さ
れ
る
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特
約
取
引
き
の
一
般
化
が
明
治
四

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
ハ
号
と
比
較
す
る
と
、
松
岡
製
糸
に
お
け
る
そ
れ
は
か
な
り
時
期

的
に
早
い
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
松
岡
製
糸
に
お
け
る
原
料
調
達
方
法
と
加
工
に
み
ら
れ
る
諸
特
質
が
、
委
託
者
と
受
託
者
の
平
等
を
逸
し
た
「
契
約
」
の

下
で
行
な
わ
れ
た
「
委
託
制
度
」
と
、
松
ケ
岡
開
墾
場
生
産
の
蚕
種
を
原
料
繭
生
産
に
指
定
す
る
こ
と
、
加
工
の
取
引
き
形
態
で
担
保
を

取
り
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
、
企
業
の
損
害
賠
償
義
務
を
委
託
者
に
転
稼
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
こ
と
は
、
資
本
制
生
産
過
程
で
生
じ

る
企
業
側
の
リ
ス
ク
を
可
能
な
限
り
避
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
姿
勢
で
あ
り
、
企
業
利
潤
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
企
業
側
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
資
金
の
前
貸
便
益
と
、
製
糸
が
養
蚕
家
に
と
っ
て
換
金
の
た
め
に
不
可
欠
な
こ
と
を
敷
街
と
し

て
形
成
さ
れ
た
原
料
繭
生
産
者
と
資
本
と
の
力
と
位
置
関
係
を
基
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
国
的
趨
勢
か
ら
み
て
か
な
り
早
い
時
期
に
特

約
取
引
き
を
生
む
素
地
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
企
業
の
こ
う
し
た
生
産
を
媒
介
と
し
た
上
下
関
係
は
、
地
方
企
業
の
上
部

を
構
成
す
る
生
糸
問
屋
(
松
岡
製
糸
の
場
合
、
横
浜
の
茂
木
商
居
)

へ
と
連
ら
な
る
構
造
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
か
な
く

て
は
な
る
ま
い
。

七

ま

と

め

明
治
二

O
年
(
一
八
八
七
〉
に
士
族
授
産
事
業
と
し
て
展
開
し
て
き
た
松
ケ
岡
開
墾
場
か
ら
独
立
創
設
さ
れ
た
松
岡
製
糸
所
は
、
山
形

県
下
の
後
進
的
製
糸
地
域
で
あ
っ
た
庄
内
平
野
に
お
け
る
栽
桑
養
蚕
業
と
製
糸
業
の
本
格
的
展
開
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
開
墾

当
初
か
ら
栽
桑
養
蚕
を
経
営
主
柱
と
し
て
き
た
松
ケ
岡
開
墾
場
が
、
繭
の
自
家
生
産
か
ら
蚕
種
製
造
へ
と
経
営
の
比
重
を
移
し
た
時
期
と

時
期
的
に
付
合
し
て
い
る
。

松
岡
製
糸
所
は
、
創
設
当
時
に
お
い
て
操
業
ー
の
目
的
を
慈
恵
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
あ
り
方
は
工
女
の
あ

り
方
に
も
及
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
事
業
の
拡
張
の
過
程
は
、
製
糸
所
の
操
業
自
体
が
資
本
制
生
産
の
過
程
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お



り
、
結
果
と
し
て
創
設
当
初
の
慈
志
的
性
格
の
強
調
が
工
女
・
男
工
に
有
利
な
低
賃
銀
体
系
の
確
立
を
も
た
ら
す
何
も
の
で
も
な
か
っ
た

産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
慈
恵
的
・
精
神
主
義
的
状
況
下
で
展
開
せ
し
め
ら
れ
た
低
賃
銀
体
系
は
、
寄
宿
工
女
率
が
ほ
ぼ
一

ooz

に
達
す
る
時
期
を
契
機
と
し
て
、

見

工
女
の
自
主
性
に
基
付
く
か
の
よ
う
に
み
え
る
方
法
に
よ
っ
て
長
時
間
労
働
化
を
と
も
な
っ
た

労
働
強
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
全
国
的
趨
勢
に
先
だ
っ
て
導
入
さ
れ
た
賞
罰
制
度
を
併
備
し
た
等
級
賃
金
制
が
、
こ
の
事
柄
を
端

的
に
表
わ
し
て
い
る
。

低
賃
銀
制
下
で
の
労
働
強
化
・
長
時
間
労
働
化
は
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
企
業
利
潤
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
。
労
働
収
奪
に
よ
る
こ
う

し
た
利
潤
追
求
の
ほ
か
に
、
松
岡
製
糸
に
お
け
る
特
質
は
、
原
料
繭
の
調
達
と
そ
の
加
工
を
媒
体
と
し
た
企
業
と
養
蚕
家
と
の
位
置
関
係

に
も
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
資
金
の
前
貸
便
益
の
供
与
を
て
こ
と
し
て
形
成
さ
れ
た
資
本
と
、
原
料
生
産
者
で
あ
る
小
農
と
の
関
係

は
、
加
工
・
換
金
過
程
に
お
け
る
圧
倒
的
企
業
側
の
優
位
性
を
具
現
し
、
そ
の
下
で
行
な
わ
れ
た
原
料
繭
の
「
委
託
制
度
」
は
、
企
業
に

と
っ
て
原
料
買
付
資
金
を
準
備
す
る
必
要
性
を
取
り
除
く
と
と
も
に
、
資
本
制
生
産
過
程
で
発
生
す
る
企
業
側
の
リ
ス
ク
を
で
き
う
る
限

り
原
料
生
産
農
家
に
転
稼
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
こ
う
し
た
養
蚕
農
家
に
対
す
る
企
業
の
絶
対
的
優
位
性
は
、
次
の
手
段
と
し
て
企

業
の
母
体
で
あ
る
松
ケ
岡
開
墾
場
の
生
産
す
る
蚕
種
に
よ
る
成
繭
以
外
の
加
工
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
養
蚕
家
と
の
聞
に

「
特
約
取
引
き
」
を
成
立
さ
せ
、
地
域
養
蚕
業
を
完
全
に
自
家
の
傘
下
に
統
率
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
も
こ
の
時
期
は
、
全
国
的

動
向
に
比
較
し
て
か
な
り
時
期
的
に
早
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
松
岡
製
糸
の
明
治
二

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
至
る
期
間
の
地
域
的
機
能
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
松
岡
製
糸
の
操
業
過
程
は
、
剰
余
価
値
の
生
産
過
程
で
あ
る
こ
と
、
小
規
模
で
は
あ
る
が
就
業
す
る
工
女
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の
実
態
が
示
す
よ
う
に
地
域
に
お
け
る
賃
労
働
制
の
成
立
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

し
か
し
賃
労
働
者
の
大
部
分
は
自
家
の
生
計
を
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維
持
す
る
者
で
な
く
、
こ
の
点
で
は
完
全
な
直
接
生
産
者
の
生
産
手
段
所
有
か
ら
の
歴
史
的
分
離
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
同
時
に
こ
の
事

柄
は
、
後
進
国
型
資
本
主
義
の
特
色
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、

工
女
の
低
賃
金
・
畏
時
間
労
働
や
前
貸
金
・
蚕
種
指
定
を
と

も
な
っ
た
特
約
取
引
き
を
、
全
国
的
趨
勢
に
対
し
か
な
り
先
進
的
に
具
現
し
た
こ
と
で
あ
り
、
地
域
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
の

一
つ
の
核
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
機
能
は
、
資
本
主
義
化
さ
れ
て
い
く
農
村
を
存
立
基
盤
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
「
体
制
」
の
求
め
を
地
域
に
お
い
て
具
現
す
る
意
味
に
お
い
て
「
体
制
」
そ
の
も
の
を
存
立
の
基
盤
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、

一
九
八
二
年
五
月
の
歴
史
地
理
学
会
第
二
五
回
大
会
で
の
発
表
に
訂
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

註
お
よ
び
参
考
文
献

(
1
)

松
ケ
岡
開
墾
場
の
も
つ
士
族
授
産
事
業
に
つ
い
て
は
、
『
鶴
岡
市
史
』
中
・
下
巻
、
『
山
形
県
史
』
資
料
篇
二
、
『
松
ケ
岡
開
墾
事
歴
』
、
『
松
ケ

岡
開
墾
百
年
記
念
帳
』
な
ど
多
く
の
文
献
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
例
え
ば
、
渡
辺
茂
蔵
「
近
代
に
お
け
る
東
北
地
方
の
開
妬
」
宮
川
善
造
、
田
辺
健
一
編
『
環
境
の
科
学
と
し
て
の
地
理
学
』
一
九
六
回
所
収
、

ま
た
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
同
氏
の
地
理
学
評
論
二
六
巻
別
冊
二
に
収
録
さ
れ
た
発
表
要
旨
が
あ
り
、
向
様
の
研
究
は
佐
久
間
宏
「
山
形
県

松
ケ
岡
開
墾
場
に
関
す
る
研
究
」
川

lω
『
宮
城
農
業
短
期
大
学
学
術
報
告
』
一
六

t
一
九
、
一
九
六
九

t
一
九
七
二
に
お
い
て
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。

(
3
)

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
筆
者
は
、
「
庄
内
平
野
に
お
け
る
士
族
授
産
事
業
の
展
開
と
そ
の
地
域
的
機
能
に
関
す
る
一
表
察
」
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』

一
九
、
一
九
七
七
所
収
に
お
い
て
、
そ
の
地
域
的
機
能
を
通
し
て
存
立
の
基
盤
を
論
究
し
た
。

(
4
)
杉
原
荘
介
他
『
日
本
史
の
基
礎
知
識
』
有
斐
閣
一
九
七
回
、
長
岡
新
吉
『
明
治
恐
慌
史
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
一

(
5
)
こ
の
事
柄
が
、
幕
藩
体
制
下
で
一
定
の
発
達
を
と
げ
て
い
た
わ
が
国
の
綿
作
地
帯
を
衰
退
さ
せ
る
要
因
と
な
り
、
低
廉
か
つ
機
械
紡
績
に
と
っ

て
良
質
イ
ン
ド
綿
の
輸
入
位
、
日
本
郵
船
の
専
用
航
路
開
設
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
入
江
敏
夫
「
歴
史
と
地
理
学
」
『
日
本
歴
史
講
座
』
第
一



産業資本確立期を中心とした庄内松岡製糸所の地域的機能について

巻
歴
史
理
論
篇
河
出
書
房
一
九
五
回

(
6
)

山
田
盛
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
岩
波
書
庖

(
7
)

江
波
戸
昭
『
蚕
糸
業
地
域
の
経
済
地
理
学
的
研
究
』

一
九
七
二

〈

8
)

山
田
勝
次
郎
『
米
と
繭
の
経
済
構
造
』
岩
波
書
庖
版

(
9
)

大
塚
久
雄
『
近
代
欧
州
経
済
史
序
説
』
岩
波
書
庖
版

九
六
九

(
刊
)
こ
の
時
期
す
な
わ
ち
産
業
資
本
確
立
過
程
の
再
生
産
過
程
を
対
象
と
し
た
業
績
に
、
大
石
嘉
一
郎
編
『
日
本
産
業
革
命
の
研
究
』
上
・
下
東

京
大
学
出
版
会
一
九
七
五
が
あ
る
。
こ
の
中
で
大
石
嘉
一
郎
は
、
産
業
資
本
確
立
過
程
を
い
か
に
区
分
す
る
か
は
、
た
ん
に
歴
史
認
識
上
の
時

期
区
分
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
歴
史
的
画
期
と
し
て
の
産
業
革
命
の
意
義
の
把
え
方
に
係
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
展
開
す
る
後

進
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
を
、
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
問
題
に
係
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
日
)
山
形
県
『
山
形
県
史
』
資
料
篇
二

(
ロ
)
旧
酒
井
藩
士
が
、
明
治
政
府
に
気
を
つ
か
い
な
が
ら
実
施
し
た
開
墾
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
『
松
ケ
岡
開
墾
事
歴
』
の
中
に
詳
述
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
残
さ
れ
た
記
録
は
あ
く
ま
で
も
開
墾
を
主
導
・
展
開
す
る
旧
支
配
層
の
も
の
で
あ
り
、
封
建
遺
制
が
強
く
残
る
時
期
に
実
施
さ
れ
た

開
墾
が
、
従
来
の
被
支
配
層
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
ワ
ツ
パ
事
件
は
一
般
民
衆
の
反
作
用
と
し
て
の
一
側
面
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
臼
)
「
松
ケ
岡
開
墾
年
誌
」
、
こ
の
文
献
は
、
山
田
梯
介
氏
が
松
ケ
岡
本
陣
(
開
墾
場
の
中
心
)
に
残
る
文
書
と
氏
の
記
録
を
も
と
に
各
年
の
動
向
を

経
年
的
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
松
ケ
岡
本
陣
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

(μ)
「
松
ケ
岡
開
墾
要
覧
」
所
収
年
表
に
よ
る
。
年
表
編
纂
の
基
礎
資
料
は
、
木
陣
文
書
な
ら
び
に
「
松
ケ
岡
開
墾
年
誌
」
で
あ
る
。
年
表
に
よ
れ

ば
製
糸
業
の
企
画
を
、
明
治
九
年
に
内
務
卿
大
久
保
利
通
に
諭
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
前
年
す
で
に
座
繰
機
械
に
よ
る
製
糸
が
行
な
わ
れ
、

地
方
に
販
売
さ
れ
て
い
る
実
績
に
鑑
み
て
、
大
久
保
利
通
の
発
言
は
、
松
ケ
岡
開
墾
場
が
加
工
部
門
を
増
強
す
る
こ
と
に
対
す
る
明
治
政
府
か
ら

の
「
お
墨
付
」
を
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
「
松
ケ
岡
開
墾
年
誌
」
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
よ
り
直
媛
技
術
を
修
得
し
た
エ
女
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
九
七
五
年
版

古
今
書
院
一
九
六
九
、
石
井
寛
治
『
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
』

東
京
大
学
出
版
会

一
九
四
二

一
九
八
:
大
阪
市
立
大
学
経
済
学
研
究
所
編
『
経
済
学
辞
典
』

砦
波
書
信

183 
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(
時
)
な
ぜ
な
ら
ば
、
製
糸
工
場
で
必
要
と
す
る
労
働
の
質
は
、
軽
労
働
で
あ
り
、
主
と
し
て
女
子
労
働
力
、
が
求
め
ら
れ
た
。
家
父
長
制
度
の
中
で
家

計
を
維
持
す
る
主
た
る
労
働
力
で
あ
る
男
子
の
労
働
力
を
「
授
産
事
業
」
に
値
す
る
ほ
ど
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
口
)
こ
こ
で
の
主
た
る
供
給
先
は
羽
二
重
生
産
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
松
嶺
町
に
あ
る
松
岡
製
糸
株
式
会
社
に
保
存
さ
れ
た
文
書
の
中
に
、

取
引
き
の
あ
っ
た
羽
二
重
工
場
に
関
す
る
も
の
が
多
く
存
在
す
る
。

(
国
)
「
ア
メ
リ
カ
市
場
に
お
い
て
中
国
糸
・
イ
夕
日

J

ア
糸
と
競
争
し
、
一
二
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
そ
れ
を
圧
倒
し
て
い
っ
た
」
大
石
嘉
一

郎
編
『
日
本
産
業
革
命
の
研
究
』
上
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
五
二
三
頁

(
m
m
)

主
と
し
て
使
用
し
た
文
書
は
、
「
明
治
二
四
年
起
必
要
書
類
綴
松
岡
製
紙
所
」
(
現
松
岡
製
糸
株
式
会
社
保
管
文
書
)
で
あ
る
。

(
却
)
土
屋
喬
雄
校
閲
『
職
工
事
情
』
全
三
新
紀
元
社
版
一
九
七
五

(
幻
)
「
松
ケ
岡
開
墾
年
誌
」
明
治
二
五
年
の
項

(
沼
)
『
山
形
県
史
』
資
料
篇
二
四
一
一
一
一
一
具

(
お
)
独
自
の
工
女
支
配
形
態
で
あ
る
「
等
級
賃
銀
制
」
が
完
成
さ
れ
普
遍
化
す
る
の
は
一
九
二

0
年
代
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
導
入
は

か
な
り
先
進
的
で
あ
っ
た
。

(
M
A
)

文
書
記
載
事
項
の
中
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
に
、
明
治
一
二
三
年
一
一
月
に
始
ま
る
製
糸
の
原
料
「
委
託
」
契
約
が

前
年
の
三
二
年
二
一
月
に
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
青
田
刈
り
」
以
前
の
問
題
で
あ
る
。

(
お
)
そ
の
約
定
文
書
を
筆
者
は
余
目
町
の
旧
生
産
者
宅
に
て
確
認
し
て
い
る
。

(
お
)
石
井
寛
治
『
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
二
回
二
二

I
四
三
九
頁




