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時
代
ま
で
は
麻
、
そ
れ

以
降
は
木
綿
で
あ
っ
た
。

絹
が
上
流
階
級
に
独

占
さ
れ
る
一
方
、
同
じ

く
繭
を
原
料
と
す
る
紬

は
庶
民
に
使
用
さ
れ
た
。

穴
あ
き
繭
や
汚
染
繭
な

ど
の
屑
繭
を
熱
湯
で
煮

る
と
セ
リ
シ
ン
が
溶
解

文
化
財
講
座
抄
録

シ
ル
ク
へ
の
あ
こ
が
れ

東
京
農
工
大
学
繊
維
博
物
館
　
並
木
　
覚
　
先
生

（
二
万
一
〇
日
に
実
施
し
た
文
化
財
講
座
の
内
容
を
文
化
財
係
の
責
任
で
抄
録
し
た
も
の
で
す
）

本
日
は
絹
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
。
絹
は

蚕
の
繭
が
原
料
で
あ
る
。
絹
は
昆
虫
の
巣
を
人

間
が
衣
料
と
し
て
使
い
出
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
繊

維
で
あ
る
。

蚕
が
繭
を
作
る
と
き
出
す
糸
を
繭
糸
と
言
う
。

現
在
は
繭
の
品
種
改
良
が
進
み
、
一
つ
の
繭
か

ら
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
五
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
繭
糸
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
繭
糸
の

表
面
に
は
セ
リ
シ
ン
と
い
う
粘
着
力
の
あ
る
蛋

白
質
が
付
い
て
お
り
、
熱
湯
に
入
れ
て
セ
リ
シ

ン
を
溶
か
し
、
繭
糸
を
七
本
か
ら
一
〇
本
引
き

そ
ろ
え
、
一
本
の
糸
に
し
て
い
く
。
こ
の
と
き

作
ら
れ
る
糸
を
生
糸
と
言
い
、
繭
糸
か
ら
生
糸

を
作
り
だ
す
過
程
は
座
繰
り
、
ま
た
は
（
明
治

期
以
降
は
特
に
）
製
糸
と
呼
ば
れ
る
。
生
糸
に

は
、
ま
だ
少
し
セ
リ
シ
ン
が
付
い
て
い
る
の
で

絹
に
な
る
と
は
思
え
な
い
く
ら
い
ゴ
ワ
ゴ
ワ
し

て
い
る
。

セ
リ
シ
ン
を
さ
ら
に
溶
か
す
た
め
良
く
洗
う

と
、
生
糸
は
セ
リ
シ
ン
が
と
れ
だ
ん
だ
ん
細
く

な
っ
て
い
く
。
こ
の
作
業
の
こ
と
を
「
練
る
」

と
言
い
、
生
糸
か
ら
セ
リ
シ
ン
を
取
り
除
い
た

糸
は
練
糸
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
練
糸
か
ら
作
ら

れ
る
繊
維
が
絹
で
あ
る
。
ち
な
み
に
絹
糸
と
は
、

繭
糸
・
生
糸
・
練
糸
な
ど
の
総
称
で
あ
る
。

絹
を
作
る
技
術
は
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
頃

中
国
で
発
見
さ
れ
た
。
絹
は
生
産
す
る
の
が
大

変
で
他
の
繊
維
よ
り
も
光
沢
が
良
く
高
価
な
た

め
、
長
い
間
庶
民
に
は
嫁
が
な
い
繊
維
で
あ
っ

た
。
日
本
で
庶
民
が
着
用
し
た
繊
維
は
、
室
町

し
マ
シ
ュ
マ
ロ
み
た
い
に
フ
こ
ャ
フ
ニ
ャ
に
な

る
。
こ
れ
が
真
綿
で
、
そ
れ
を
手
で
引
き
伸
ば

し
紡
い
だ
糸
を
紬
糸
と
呼
ぶ
。
こ
の
糸
で
織
っ

た
繊
維
が
紬
で
、
養
蚕
農
家
の
副
業
と
し
て
各

地
で
作
ら
れ
た
。

話
は
か
わ
る
が
、
製
糸
の
技
術
は
六
世
紀
頃

に
は
欧
州
へ
伝
播
し
て
い
た
。
西
洋
人
に
は
日

本
人
以
上
に
絹
に
対
す
る
憧
れ
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
に
欧
州
で
は
蚕
の

伝
染
病
が
流
行
り
、
蚕
が
全
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
日
本
が
開
国
し
、
欧
州
諸

国
は
日
本
に
生
糸
を
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
日

本
の
製
糸
レ
ベ
ル
は
低
く
、
大
量
生
産
で
き
な

い
上
、
質
的
に
も
西
洋
人
が
求
め
る
も
の
と
隔

た
り
が
あ
っ
た
。
明
治
期
に
な
り
日
本
人
が
渡

欧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ

ヨ
ン
な
ど
で
機
械
を
使
っ
て
、
質
の
良
い
生
糸

や
絹
を
作
っ
て
い
る
事
実
を
知
り
、
日
本
の
よ

う
に
幼
稚
な
器
械
で
生
糸
を
作
っ
て
い
た
の
で

は
対
抗
で
き
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
こ

で
、
明
治
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
の
最
新
鋭
の
機
械

を
導
入
し
、
十
数
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
を
招

き
、
群
馬
県
に
官
営
の
模
範
製
糸
工
場
を
造
っ

た
。
こ
れ
が
富
岡
製
糸
場
で
、
各
藩
は
女
工
と

し
て
藩
士
の
子
女
を
派
遣
し
、
製
糸
の
技
術
を

学
ば
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
製
糸
の
技
術
は
広
が

り
、
各
地
に
機
械
制
製
糸
工
場
が
設
置
さ
れ
た
。

そ
の
中
心
を
な
し
た
の
が
長
野
県
の
諏
訪
湖
周

辺
で
あ
っ
た
。

明
日
皆
さ
ん
が
行
か
れ
る
八
王
子
市
鑓
水
の

絹
の
道
資
料
館
は
、
当
時
絹
の
集
散
地
で
あ
っ

た
八
王
子
か
ら
横
浜
港
へ
生
糸
を
運
ん
で
行
く

途
中
に
あ
り
、
こ
の
道
を
絹
の
道
と
よ
ん
だ
。

政
府
は
群
馬
県
や
b
横
浜
港
ま
で
の
生
糸
の
運

搬
の
便
を
は
か
る
た
め
高
崎
線
を
開
通
さ
せ
た

が
、
民
間
で
は
こ
れ
よ
り
近
道
を
と
り
、
群
馬
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県
か
ら
八
王
子
を
経
て
横
浜
港
へ
生
糸
を
運
ん

だ
。
開
港
後
、
鑓
水
の
農
民
は
生
糸
を
扱
う
商

人
に
な
り
、
横
浜
港
に
近
い
と
い
う
地
の
利
を

い
か
し
、
値
が
上
が
る
の
を
見
計
ら
っ
て
生
糸

の
出
荷
を
行
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
地
域
は

一
時
期
大
変
な
資
産
家
を
生
ん
だ
。

第
二
次
大
戦
前
の
日
本
は
養
蚕
業
・
製
糸
業

が
大
変
盛
ん
で
、
生
糸
が
国
力
を
作
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
輸
出
さ
れ
た
生
糸

は
欧
米
で
婦
人
用
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
に
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
に
米

国
で
ナ
イ
ロ
ン
が
発
明
さ
れ
る
と
、
絹
に
く
ら

べ
て
安
価
で
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
の
生

糸
は
買
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
で
は
絹
の
使
い
道
は
主
に
高
級
和
服
に

限
定
さ
れ
て
お
り
、
下
着
に
は
使
用
さ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
戦
後
も
製
糸
業
は
戦
前

の
水
準
に
復
帰
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
絹
を

日
常
的
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
絹
糸
と
合
成
繊
維
を
合
わ
せ
た
ニ
ュ
ー
シ

ル
ク
と
い
う
糸
が
発
明
さ
れ
た
。

ニ
ュ
ー
シ
ル
ク
の
一
つ
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
シ

ル
ク
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ナ
イ
ロ
ン
を
芯
に
し

て
、
絹
糸
を
そ
の
表
面
に
巻
き
付
け
て
一
本
の

糸
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
芯
が
ナ
イ
ロ
ン
で
あ

る
の
で
、
純
粋
の
絹
よ
り
も
丈
夫
で
、
し
か
も

あ
る
程
度
水
洗
い
が
可
能
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

現
在
、
ニ
ュ
ー
シ
ル
ク
を
下
着
に
使
っ
て
も
ら

う
よ
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

最
後
に
絹
の
特
徴
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

一
光
沢
が
華
麗
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
絹
糸
の

断
面
が
三
角
形
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
丸
形
だ

と
乱
反
射
す
る
が
、
三
角
形
は
平
面
的
な
反
射

を
す
る
。
こ
の
た
め
、
他
の
繊
維
に
な
い
光
沢

を
生
む
。

二
　
天
然
繊
維
の
中
で
最
も
細
い
繊
維
で
あ
る

か
ら
、
優
し
い
肌
ざ
わ
り
が
あ
る
。

三
　
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
で
で
き
て
い
る
の
で

染
色
し
や
す
い
。
そ
の
反
面
シ
ミ
が
で
き
や
す

く
、
汚
れ
や
す
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。

四
　
優
れ
た
吸
湿
性
を
持
ち
、
汗
を
す
ぐ
吸
う
。

ま
た
放
湿
性
に
も
優
れ
、
吸
っ
た
汗
の
乾
き
も

速
い
。
高
価
な
た
め
下
着
に
使
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
が
、
健
康
的
で
人
間
の
肌
に
合
う
繊
維

で
あ
る
。

五
　
保
温
性
が
あ
り
、
人
間
の
体
の
熟
を
逃
が

さ
な
い
。
面
が
平
ら
な
た
め
触
れ
た
瞬
間
は
冷

た
く
感
じ
る
が
、
長
く
着
て
い
る
と
暖
か
い
。

断
面
が
三
角
形
で
あ
る
た
め
、
引
き
そ
ろ
え
る

と
面
と
面
の
間
に
空
気
の
入
る
す
き
間
が
で
き
、

空
気
が
熱
を
絶
縁
す
る
働
き
を
持
つ
た
め
で
あ

る
。

六
　
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
で
で
き
て
い
る
た
め

燃
え
に
く
い
。
ナ
イ
ロ
ン
や
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の

よ
う
に
燃
え
て
く
っ
つ
く
こ
と
が
な
い
。

七
　
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
の
た
め
紫
外
線
を

カ
ッ
ト
し
た
太
陽
光
線
を
通
し
て
く
れ
る
。
し

か
し
、
紫
外
線
を
よ
く
吸
収
す
る
の
で
黄
色
に

変
色
す
る
欠
点
を
持
つ
。
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夢
　
魔
　
奪

彦
根
秤
は
、
小
型
の
下
げ
皿
竿
秤
の
一
種
で

す
。
江
戸
時
代
、
近
江
商
人
が
、
こ
の
秤
を

持
っ
て
全
国
津
々
浦
々
ま
で
商
取
引
し
た
と
こ

ろ
か
ら
、
こ
の
名
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

資
料
室
で
保
管
し
て
い
る
彦
根
秤
の
竿
は
象

牙
製
で
、
全
長
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
す
。

竿
に
は
計
量
物
を
載
せ
る
皿
が
吊
り
下
げ
ら
れ

ま
す
。
血
は
し
ん
ち
ゅ
う
で
で
き
て
お
り
、
検

定
済
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
新
器
検
」
と
い
う

文
字
と
、
商
標
で
あ
る
「
弥
次
郎
兵
衛
」
の
刻

印
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
皿
は
、
大
阪
衡
器
と
い

う
会
社
の
製
品
で
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）

か
ら
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
の
間
に
製
造

さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

彦
根
秤
の
特
長
は
小
型
な
の
で
軽
く
、
収
納

ケ
ー
ス
付
き
で
持
ち
運
び
が
便
利
な
点
で
す
。

資
料
室
に
あ
る
彦
根
杵
の
収
納
ケ
ー
ス
は
木
製

で
、
全
長
二
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
ひ
ょ
う
た

ん
形
を
し
て
お
り
、
「
明
治
二
十
五
年
四
月
四

日
求
之
」
と
墨
書
が
あ
り
ま
す
。
ケ
ー
ス
蓋
の

表
に
は
商
標
の
焼
印
、
裏
に
は
秤
量
の
焼
印
が

あ
り
ま
す
。
ケ
ー
ス
の
中
に
竿
、
分
銅
、
皿
が

す
っ
ぽ
り
納
め
ら
れ
る
よ
う
工
夫
が
あ
り
ま
す
。

彦
根
秤
の
主
な
用
途
は
、
金
、
銀
、
薬
、
生

糸
な
ど
を
計
る
こ
と
で
す
。
秤
量
の
単
位
は
匁
、

厘
で
す
。
ち
な
み
に
一
匁
は
三
・
七
五
グ
ラ
ム

で
、
一
厘
は
そ
の
百
分
の
一
に
あ
た
り
ま
す
。

少
量
の
も
の
ま
で
細
か
く
計
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。皿

に
計
る
品
を
載
せ
、
片
手
で
紐
を
持
ち
上

げ
、
も
う
一
方
の
手
で
分
銅
を
左
右
に
移
動
さ

せ
な
が
ら
、
釣
り
合
っ
た
と
こ
ろ
で
、
竿
の
目

盛
り
を
読
み
取
り
ま
す
。

繭
の
仲
買
商
人
な
ど
は
、
こ
の
秤
で
サ
ン
プ

ル
を
計
量
し
ま
し
た
。
石
神
井
・
大
泉
地
区
で

は
養
蚕
が
盛
ん
で
し
た
か
ら
、
養
蚕
農
家
の
中

に
は
こ
の
秤
を
使
っ
て
繭
の
収
穫
時
に
、
繭
の

重
さ
を
計
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。
彦
根
秤
は
、

繭
の
売
買
の
と
き
な
ど
に
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
秤
で
す
。
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