
華
西
の
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー

森

時

彦

は

じ

め

に

一
綿
工
業
製
品
の
流
入
プ
ロ
セ
ス

二

沙
市
の
綿
貨
流
遁
吠
況

三
二
十
世
紀
の
展
開

む

す

び

- 91ー

』ま

じ

め

筆
者
は
さ
き
に
、
中
園
近
代
に
お
け
る
綿
業
の
展
開
過
程
を
三
つ
の
段
階
に
時
期
巨
分
し
て
把
握
す
る
試
案
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
指
標
と
し
て
採
用
し
た
の
は
、
中
圏
全
瞳
に
供
給
さ
れ
た
機
械
製
綿
糸
の
総
量
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
園
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
組
供

給
高
は
、
一
八
九

0
年
代
の
十
年
聞
に
い
っ
き
ょ
に
三
百
高
指
も
増
加
し
て
、
四
百
高
捨
近
く
に
到
達
し
た
あ
と
、
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年

聞
は
、
ず

っ
と
四
百
蔦
擦
前
後
で
停
滞
し
つ
づ
け
た
が
、
一
九
二

0
年
代
に
入
っ
て
ふ
た
た
び
急
上
昇
に
轄
じ
、
こ
の
十
年
聞
に
や
は
り
三
百

寓
携
ほ
ど
増
加
し
て
、
一
九
二

0
年
代
末
に
は
つ
い
に
七
百
蔦
捨
に
せ
ま
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
た
(
後
出
の
園
|
一

A
参
照
)
。

91 

こ
の
よ
う
な
指
標
の
動
き
か
ら
筆
者
は
、

一
八
九

0
年
代
の
十
年
聞
を
、
中
園
農
村
の
在
来
織
布
業
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
消
費
市
場
の
確
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立
期
、
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年
聞
を
、
農
村
市
場
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
需
要
飽
和
期
、
そ
し
て
一
九
二

0
年
代
の
十
年
聞
を
、
上
海
、

(
l
)
 

天
津
、
青
島
な
ど
の
沿
海
地
方
に
お
け
る
近
代
的
織
布
業
の
成
長
期
と
時
期

E
分
し
た
。

全
園
的
な
規
模
で
こ
こ
ろ
み
た
以
上
の
よ
う
な
中
園
近
代
綿
業
の
時
期
匝
分
は
、
こ
ん
ご
さ
ら
に
各
地
域
市
場
レ
ベ
ル
に
お
け
る
綿
業
の
展

聞
過
程
、
あ
る
い
は
綿
業
以
外
の
産
業
の
動
向
な
ど
と
も
封
照
し
な
が
ら
、
そ
の
安
嘗
性
を
検
査
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業

の
一
歩
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
揚
子
江
上
流
域
を
考
察
の
劉
象
に
と
り
あ
げ
、
沙
市
か
ら
四
川
へ

の
在
来
綿
貨
の
流
れ
が
、
イ
ン
ド
綿
糸
を
は

じ
め
と
す
る
綿
工
業
製
品
の
流
入
に
、
い
か
に
反
躍
し
た
か
と
い
う
流
通
面
か
ら
の
観
察
を
、
通
じ
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
綿
業
の
展
開
過

程
を
ト
レ

ー
ス
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
前
半
で
は
、
こ
の
地
域
の
十
九
世
紀
末
に
お
け
る
在
来
綿
貨
流
通
の
市
場
規
模
が
計
量
的
に
検
討
さ

れ
、
後
半
で
は
二
十
世
紀
に
お
け
る
こ
の
市
場
規
模
の
饗
容
を
中
心
に
、
在
来
綿
貨
と
綿
工
業
製
品
の
角
逐
朕
況
が
分
析
さ
れ
る
。

ほ
か
で
も
な
く
四
川
と
い
う
地
域
市
場
を
選
揮
し
た
の
は
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
。
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第
一
に
、
中
闘
全
瞳
か
ら
み
て
、
四
川
が
き
わ
め
て
卒
均
値
に
近
い
篠
件
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
珠
測
な
い
し
は
期
待
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
綿
製
品
の
消
費
量
は
そ
の
地
方
の
気
候
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
お
な
じ
中
園
で
も
、

E
寒
帯
の
北
方
と

E
熱
帯
の
南

方
と
で
は
嘗
然
、
消
費
パ
タ
ー
ン
を
、

ひ
い
て
は
消
費
量
を
具
に
す
る
が
、

四
川
は
暑
く
も
な
く
寒
く
も
な
い
中
間
的
な
気
候
で
、
綿
製
品
の

消
費
量
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
中
間
的
な
数
値
が
教
想
さ
れ
る
。
し
か
も
都
合
の
よ
い
こ
と
に
、
四
川
の
人
口
は
、
一
九
六
回
、
八
二
年
い
ず
れ
の

(

2

)

 

人
口
セ
ン
サ
ス
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
圏
全
瞳
の
ほ
ぼ
十
分
の
一
を
占
め
て
き
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。

四
川
へ
の
綿
貨
供
給
量
が
、
比
較
的
把
握
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
四
川
自
睡
で
は
、
清
末
か
ら
民
園
初
期
に
か
け
て
綿
花
は
さ

ほ
ど
栽
培
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
四
川
で
消
費
さ
れ
る
綿
貨
の
大
牢
は
、
揚
子
江
下
流
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
綿
貨
の
運
較
は
、
湖
南
、
映
西
な
ど
と
の
省
境
を
ま
た
ぐ
陸
路
に
よ
る
も
の
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

や
は
り
座
倒

的
大
部
分
は
三
峡
を
さ
か
の
ぼ
る
民
船
(
在
来
の
木
製
帆
船
)
が
捲
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
綿
花
の
自
給
が
あ
ま
り
で
き
な
い
上
に
、
外
界
か
ら

の
供
給
ル

l
ト
が
ほ
ぼ
一
つ
に
限
ら
れ
る
と
い
う
、
こ
の
純
粋
に
ち
か
い
僚
件
は
四
川
省
以
外
に
は
望
み
え
な
い
。



綿
工
業
製
品
の
流
入
プ
ロ
セ
ス

四
川
に
大
量
に
流
入
す
る
以
前
に
お
い
て

は
、
四
川
へ
の
綿
貨
供
給
は
、
湖
北
省
西
部
の
揚
子
江
沿
い
に
位
置
す
る
沙
市
が
ほ
と
ん
ど
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
。
一
八
九
六
年
十
一

月
、
四
川
へ
の
途
決
に
こ
の
港
を
経
過
し
た
イ
ギ
リ
ス
、

。フ
ラ
ヅ
ク
パ
l
ン
一
商
業
舎
議
所
の
覗
察
圏
は
、
そ
の
様
子
を
「
華
西
の
マ
ン
チ
ェ
ス

〈

3
〉

(
同

Z
呂田口

n
Z明
言
。
同
巧
g
R
E
(リ

E
ロ
る
と
い
う
印
象
的
な
言
葉
で
書
き
と
ど
め
て
い
る
。

機
械
製
綿
布
(洋
布
、
機
布
)
、

機
械
製
綿
糸
(
洋
紗
、
機
紗
〉
な
ど
海
外
か
ら
の
綿
工
業
製
品
が
、

タ

l
」

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
言
葉
か
ら
、
林

立
す
る
煙
突
か
ら
け
む
り
が
は
き
だ
さ
れ
る
工
業
都
市
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
マ
ン
チ
ェ
ス

タ
ー
が
工
場
の
力
織
機
か
ら
お
り
だ
さ
れ
る
機
械
製
綿
布
を
全
世
界
に
む
け
て
職
出
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ

「
華
西
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
ι
は
湖
北
西
部
一
帯
の
農
家
の
手
織
機
で
お
ら
れ
た
手
織
綿
布
H
H
土
布
(
剤
州
布
と
稽
さ
れ
た
)
や
、

湖
北
全
域
、

四
川
を
は
じ
め
と
す
る
揚
子
江
上
流
地
域
(
華
西
)
に
供
給
し
て
い
た
。
近
代
的

な
工
業
の
マ
ス
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
前
近
代
的
な
農
村
副
業
に
よ
る
零
細
な
生
産
と
い
う
大
き
な
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
贋
大
な
地
域
に
莫
大

な
綿
貨
を
供
給
し
て
い
る
と
い
う
一
貼
で
、
雨
者
は
相
似
性
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
下
っ
て
江
蘇
、

新
江
な
ど
で
生
産
さ
れ
た
綿
花
を
、

- 93ー

し
か
し
、
ブ
ラ
ッ

ク
バ
l
ン
商
業
曾
議
所
の
観
察
圏
が
沙
市
を
経
過
し
た
と
き
は
す
で
に
、

「
華
西
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

l
」
を
と
り
ま
く
環

境
に
は
、
海
外
か
ら
の
綿
工
業
製
品
の
流
入
に
と
も
な
う
襲
化
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
ず
は
海
開
資
料
の
統
計
に
よ
っ
て
、

四
川
へ
の

綿
工
業
製
品
の
流
入
が
、
ど
の
よ
う
な
。プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
か
を
、
あ
ら
ま
し
観
察
し
て
お
こ
う
。

四
川
へ
の
綿
工
業
製
品
の
流
入
は
、
常
識
的
に
は
漢
口
の
開
港
(
一
八
五
八
年
)
以
降
は
じ
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
初
期
の

(
4
)
 

朕
況
に
つ
い
て
は
い
ま
の
と
こ
ろ
詳
ら
か
に
で
き
な
い
。

一
八
七
七
年
に
三
峡
か
ら
湖
北
卒
原
へ
の
出
口
に
位
置
す
る
宜
昌
が
開
港
す
る
と
、

四
川
向
け
貨
物
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
港
(
汽
船
か
ら
民
船
へ
の
積
み
替
え
港
)
と
し
て
、
急
速
に
漢
口
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
。
表
l
一
は
、
綿
布
を
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中
心
と
す
る
綿
製
品
と
機
械
製
綿
糸
の
二
品
目
に
つ
い
て
、
漢
口
と
宜
昌
の
四
川
向
け
轄
運
量
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
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四川総入綿製品，綿糸のト ランジッ ト潜比較

よ11 綿製品 綿糸

四川輸入疋量 I漢口車専運%分宜昌鞠運%分 山入量 [漢口鶴運分宜昌縛運分
重量 % : % 

1879 777， 017 I 94. 1 5.9 

80 798，011 I 67.3 32.7 

81 873，583 ; 74.3 25.7 

82 537，759 59.0 41. 0 

83 760，271 60.5 39.5 

84 489，355 55.0 45.0 

85 874，729 47.4 52.6 

86 671，619 48.2 51. 8 

87 551，276 37.1 62.9 1，016 22.9 77. 1 

88 851，853 22. 7 77.3 2，721 I 16.5 83.5 

89 713，183 22.6 77.4 9，728 18.3 81. 7 I 

90 773，788 31. 0 69.0 100，666 34.6 65.4 

91 646，048 12. 1 87.9 102， 146 12.3 87.7 

92 894，645 3.7 96.3 177，617 13.1 86.9 

93 614，573 3.5 96.5 85，618 3. 5 96.5 

94 同 496 2.9 97.1 143，064 2.3 97.7 

95 753，944 3.3 96.7 140，007 3. 1 96.9 

96 附 300 3.8 96.2 165，528 2.9 97.1 

97 687，805 2.4 97.6 202，268 3. 7 96.3 

98 581，925 I 2.0 98.0 185，605 4.8 95.2 

表-1

資料)Returns 01 Trade and Trade Reports 1879-1898， Part 2， Ichang 

備考〉小数黙以下は四捨五入した。綿製品は綿糸以外の製品を疋に換算。

綿
布
を
中
心
と
す
る
綿
製
品
は
、
デ
ー
タ

を
と
り
は
じ
め
た
一
八
七
九
年
の
時
期
で
す

で
に
七
七
蔦
七
千
疋
に
達
し
て
い
た
。
そ
の

後

一
八
八

O
、
九

0
年
代
を
通
じ
て
か
な

り
の
増
減
を
く
り
か
え
す
も
の
の
、
最
高
で

八
九
寓
疋
(
一
疋
H

二
・

二
ポ
ン
ド
と
俵
定
し

て
、
綿
糸
換
算
七
高
五
千
捨
て
最
低
で
四
九
寓

疋
ハ
綿
糸
換
算
四
高

一千
携
〉
の
あ
い
だ
で
上

下
し
て
い
た
。
四
川
へ
の
機
械
製
綿
布
の
浸

- 94ー

透
は
、

一
八
七

0
年
代
末
に
は
す
で
に
上
昇

局
面
を
ほ
ぼ
終
え

そ
の
後
は
景
気
動
向
、

震
替
動
向
な
ど
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
左
右
さ
れ

て
増
減
を
み
せ
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
高

原
状
態
の
停
滞
局
面
に
あ
っ
た
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
こ
の
表
で
注
目
さ
れ

る
の
は

一
八
八

0
年
代
に
念
激
な
速
度

で
、
宜
昌
が
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
港
と
し
て
漢
口

に
と
っ
て
か
わ
り
、
九

0
年
代
に
は
九

O
バ

1
セ
ン
ト
蓋
後
半
の
取
扱
い
比
率
を
占
め
た
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園-lA 中園への機械製綿糸線供給高

l?OFAl輸入綿糸

盤-園産綿糸

16 18 

園-lB 四;11への機械製綿糸線供給高

~輸入綿糸

露~箇産綿糸

単位=百寓1fi

単位=十高鎗

93 95 97 99 
90929496981900246810121416182022242628 

資料)Aは森一1989年 496頁。 Bは Returns01 Trade and Trade Reports， 1889ー

1919， Part 2， Chungking， Foreign Trade 01 China， 1920":"'29， Part 2， 
Analysis of Foreign Trade: Imports; Cotton Yarn， Export~; Cotto~ 
Products. 
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一
方
、
機
械
製
綿
糸
の
方
は
デ
ー
タ
で
み
る
か
ぎ
り

四
川
へ

の
物
流
は
、
綿
工
業
製
品
の
聡
入
に
お
い
て
も
、
や
は
り
三
峡
の
遡
江
へ

の
針
策
が
キ

ー
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
5
)
 

一
八
八

0
年
代
末
ま
で
は
ご
く
僅
か
で
あ
っ
た
の
が
、

九

0
年
代
に
は

い
っ
て
突

こ
と
で
あ
る
。

然
、
爆
接
的
な
増
加
を
開
始
し
た
。
こ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
て
レ
る

の
は
、
イ
ン
ド
綿
糸
を
中
心
と
す
る
外
園
か
ら
の
聡
入
綿
糸
だ
け
で
あ
る
。

九
0
年
代
牢
ば
か
ら
は
じ
ま
っ
た
園
産
綿
糸
の
移
入
分
も
く
わ
え
た
園
|

一
B
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
増
加
の
速
度
は
さ
ら
に
加
速
し
て
、

八
九
九
年
に
は
四
三
高
二
千
捨
(
外
図
綿
糸
三
二
高
五
千
鎗
、
函
産
綿
糸

一
O
蔦
七
千
猪
)
を
記
録
し
た
。

こ
の
年
は
全
園
規
模
で
も
、
機
械
製
綿

糸
の
供
給
量
は
三
七
一
高
四
千
捲

(
外
園
綿
糸
二
七
四
蔦
五
千
携
、
図
産
綿
糸
九
六
高
九
千
搭
)
に
達
し
、

一
九
二

0
年
代
以
前
に
お
け
る
中
園
農
村

市
場
の
機
械
製
綿
糸
消
費
の
限
界
量
を
刻
ん
だ
。

と
こ

ろ
が
二
十
世
紀
に
は
い
る
と
、
全
園
規
模
の
趨
勢
と
お
な
じ
よ
う
に
、
四
川
に
お
い
て
も
機
械
製
綿
糸
の
消
費
量
の
伸
び
は
一
轄
し
て

停
滞
局
面
に
は
い
り
、

三
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
四

O
高
捲
前
後
で
推
移
し
た
。
一
九
一
八
|
二

O
年
の
三
年
聞
の
よ
う
に
、
二
O
寓
捲
蓋

に
ま
で
急
減
し
た
時
も
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
四
川
の
軍
閥
戦
争
が
と
く
に
激
化
し
た
と
き
で
、
経
済
外
的
な
要
因
が
極
端
に
作
用
し
た
例
と

- 96ー

み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

綿
布
を
中
心
と
す
る
綿
製
品
と
、
機
械
製
綿
糸
の
浸
透
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
少
な
く
と
も
二
十
年
以
上
の
時
間
差
が
認
め
ら
れ
る
が
、
綿
布
で

は
七
l
八
O
膏
疋
、
綿
糸
で
は
四

O
高
権
程
度
が
、
綿
工
業
製
品
に
劃
す
る
四
川
市
場
の
消
費
限
界
量
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

四
川
へ
の
綿
工
業
製
品
流
入
に
よ
る
在
来
綿
貨
流
通
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、

や
は
り
機
械
製
綿
糸
の
流
入
が
よ
り
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
い
た
。
機
械
製
綿
布
の
方
は
、
ピ
ー
ク
時
で
も
綿
糸
に
換
算
す
れ
ば
七
寓
五
千
捨
程
度
で
、

る
綿
貨
消
費
量
全
世
(
人
口
比
か
ら
綿
糸
換
算
で
六
O
高
捨
程
度
と
推
定
)
か
ら
み
れ
ば
、

そ
の
純
量
自
盟
、
が
嘗
時
の
四
川
に
お
け

一
割
を
や
や
越
す
程
度
の
か
ぎ
ら
れ
た
量
で
あ
っ
た
。

一
八
九

0
年
代
半
ば
で
さ
え

「目
下
其
〔
外
園
綿
布
〕
販
路
ハ
本
府
〔
重
慶
〕
及
近
傍
数
市
府
ニ
限
リ
且
恰
モ
覇
者

(
6〉

品
ノ
如
ク
認
メ
ラ
レ
僅

ニ
中
等
社
舎
以
上

ノ
使
用

ニ
止
リ
」
と

の
観
察
が
あ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
都
市
部
の
中
流
階
級
以
上
に
か
ぎ
ら
れ
て

し
な
や
か
な
機
械
製
綿
布
は
、
厚
手
で
、
ご
わ
ご
わ
し
た
刑
州
布
の
ラ
イ
バ
ル
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
蓉
修
口
問
す
な
わ
ち

し
か
も
そ
の
消
費
者
は
、

い
た
。
う
す
く
、



絹
識
物
の
代
替
品
で
あ
っ
た
と
、

っ
た
。

み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
が
在
来
綿
貨
に
輿
え
た
影
響
に
も
、

お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ

他
方
、
機
械
製
綿
糸
の
方
は
そ
の
爆
護
的
な
増
加
の
仕
方
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
四
川
に
お
け
る
綿
貨
消
費
量
の
三
分
の
二
以

上
を
占
め
る
ま
で
に
い
た

っ
た

ス
ケ
ー
ル
が
ま
ず
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
決
定
的
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
十
番
手
以
下
の
太
糸
が
大
牢
を

占
め
た
機
械
製
綿
糸
は
、

ほ
と
ん
ど
四
川
の
農
村
市
場
に
吸
牧
さ
れ
、
従
来
は
湖
北
綿
花
か
ら
紡
が
れ
て
い
た
手
紡
糸
(
土
糸
)
の
代
替
品
と

(
7
)
 

し
て
、
土
布
生
産
の
原
料
綿
糸
に
採
用
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
、
か
つ
て
は
刑
州
布
の
供
給
を
あ
お
ぐ
だ
け
で
、
地
元
で
は
織
布
が
行
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
地
方
で
、
イ
ン
ド
綿
糸
の
流
入
を
契
機
に
農
村
副
業
の
織
布
業
が
新
た
に
勃
興
し
た
例
も
す
く
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
機
械
製
綿

糸
を
経
糸
あ
る
い
は
経
糸
、
緯
糸
両
方
に
も
ち
い
た
四
川
産
の
新
土
布
は
、
そ
の
低
廉
な
債
格
と
、
す
ぐ
れ
た
耐
久
性
、
保
温
性
を
武
器
に
、

四
川
市
場
か
ら
荊
州
布
を
騒
逐
し
は
じ
め
た
。

一
九

O
一
年
の
沙
市
貿
易
朕
況
を
つ
た
え
る
一
文
は
、
「
近
年
四
川
省
三
輔
入
ス
ル
外
園
綿
糸

(
8
)
 

ノ
額
非
常
-
一
増
加
シ
其
結
果
ト
シ
テ
同
省
ニ
於
ケ
ル
沙
市
綿
布
綿
花
ノ
需
要
減
縮
ス
ル
ノ
傾
向
ア
リ
」
と
の
概
況
を
記
し
て
い
る
。

綿
布
と
は
異
な
り
、
機
械
製
綿
糸
は
、
在
来
織
布
業
の
原
料
綿
糸
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
結
果
、
原
綿
か
ら
製
品
に
お
よ
ぶ
贋
い
範
園
で
、
沙
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市
と
四
川
の
あ
い
だ
の
従
来
の
綿
貨
需
給
関
係
に
深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
朕
況
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、

四
川
へ
の
綿
工
業
製
品
流
入
に
よ
っ
て
在
来
綿
貨
が
こ
う
む
っ
た
影
響
は
、
機
械
製
綿
糸
の

流
入
が
急
増
し
た
一
八
九

0
年
代
後
牢
か
ら
本
格
化
し
、
二
十
世
紀
初
頭
に
一
つ
の
頂
貼
に
達
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ

ク
パ

l
ン
商
業
曾
議
所
の
視
察
圏
が
来
訪
し
た
一
八
九
六
年
と
い
う
年
は
、
ま
さ
に
「
牽
西
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
」
が
本
家
の
マ
ン
チ
占
ス
タ

ー
か
ら
お
こ

っ
た
工
業
化
の
波
に
洗
わ
れ
は
じ
め
、
大
き
な
曲
が
り
角
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

ハこ、
L

U

 

一
八
九

0
年
代
後
牢
を
さ
か

「
華
西
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
」
を
と
り
ま
く
市
場
で
は
、
綿
工
業
製
品
と
在
来
綿
貨
と
の
角
逐
が
す
で
に
は
じ
ま
り
、
激
烈
さ
を
増
そ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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沙
市
の
綿
貨
流
通
状
況

一
八
九
六
年
は
ま
た
、

下
闘
傑
約
締
結
の
結
果
、
沙
市
が
開
港
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
年
三
月
二
九
日
、

日
本
は
沙
市
に
領
事
館
を

日
本
の
綿
製
品
の
ラ
イ
バ
ル
と
目
さ
れ
る
刑
州
布
に

開
設
し
、
新
し
く
聞
か
れ
た
こ
の
商
圏
の
市
場
調
査
を
開
始
し
た
。
そ
の
調
査
は
嘗
然
、

大
き
な
注
意
が
燐
わ
れ
た
が
、

そ
れ
以
外
の
分
野
に
も
無
関
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
開
港
し
た
ば
か
り
で
、
海
関
経
由
の
流
通
が

本
格
化
し
て
い
な
い
時
馳
(
沙
市
海
開
は
一
八
九
六
年
一

O
月
一
日
開
始
〉
で
は
、

産
金
局
経
由
の
流
、
通
こ
そ
が
、

そ
の
地
域
市
場
の
寅
態
を
知
る

上
で
、
必
要
不
可
依
の
調
査
項
目
と
み
な
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
海
閥
統
計
の
よ
う
な
資
料
が
用
意
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
な
い
麓
金
局
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、

-
一
涯
遣
シ
ア
ル
調
査
員
ノ
統
計
」
と
い
う
よ
う
な
自
前
の
資
料
を
整
え
る
こ
と

ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
、
産
金
局
に
調
査
員
を
涯
遺
し
て
、
そ
こ
を
通
過
す
る
物
産
の
流
通
量
を
記
録
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
試
行
錯
誤
の
末
と
思
わ
れ
る
が
、
領
事
館
開
設
か
ら
三
年
後
の
一
八
九
九
年
に
、
は
じ
め
て
年
聞
を
逼
じ
た
統
計
が
提
供
さ
れ
た
。

そ
の
調
査
は
「
嘗
館
常

一一
局
よ
ト
〔
産
金
局
よ
卜
房
〕

か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

の
綿
工
業
製
品
に
つ
い
て
も
、
数
字
を
ま
と
め
で
あ
る
。
ま
た
、
翌

一
九

O
O年
に
つ
レ

て
は
、

表
ー
ニ

A
は
、
綿
貨
に
つ
い
て
そ
の
一
八
九
九
年
の
賛
金
局
通
過
量
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
在
来
綿
貨
だ
け
で
は
な
く
、
麓
金
局
通
過

上
牢
年
の
分
し
か
デ
ー
タ
は
な
く
、
し
か
も
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土
糸
と
綿
花
の
数
字
を
歓
く
が
、
参
考
ま
で
に
表
l
ニ
B
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。
な
お
、
報
告
文
の
末
尾
に
「
之
ヨ
リ
増
加
ス
ル
モ
低
下
ス

(

9

)

 

ル
ナ
キ
ヲ
認
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
の
た
だ
し
書
き
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
数
値
が
沙
市
麓
金
局
の
綿
貨
通
過
量
に
つ
い
て
の
ミ
ニ
マ
ム
の
数

値
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
心
得
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で

一
八
九
九
年
と
い
う
年
は
、

ま
ず
長
期
的
な
傾
向
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
年
の
重
慶
海
開
報
告
が
「
沙
市
か
ら
遊
金
局
を
通
じ
て
の

(

凶

)

ジ
ヤ
ン
ク
に
よ
る
櫨
州
、
絞
州
府
、
嘉
定
府
へ
の
土
布
販
買
は
減
少
し
績
け
て
い
る
」
と
記
録
し
て
い
る
よ
う
に
、
四
川
へ
の
機
械
製
綿
糸
の

流
入
が
極
限
に
達
し
て
、
刑
州
布
へ
の
打
撃
が
深
刻
化
し
た
節
目
の
年
で
あ
る
。
ま
た
短
期
的
に
は
前
年
の
一
八
九
八
年
は
、
五
月
に
沙
市
で

排
外
暴
動
が
起
こ
っ
た
後
す
ぐ
に
、
七
ー
一
一
月
に
は
余
棟
臣
の
蜂
起
が
重
慶
を
脅
か
す
と
い
っ
た
騒
動
の
連
績
で
、
沙
市
と
重
慶
の
あ
い
だ
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明
一
小
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-w一
一
五
一
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政
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¥

綿一説
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二
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表-2 B 1900年上半年沙市盤金局通過の綿貸

.~ 出入| 移 入 | 移 出

欄 ，，~捲 川 雨 j パ携 :引 爾
一土布-_...大布一L..J為190:...........I. ....~~~，_l字2 一 一一一一一一一 一一一 ..6.1，ß~ι:... .... .. I. .2， . ~~~， .?6_2 : 

色布 1 2， 304 : 128， 068: I 4， 626 : 257， 158: 一一一一一一示布I・ e・ ・ e ・ 1.............. .......1..............: 

一一二)庄布'1二j，j9.f:二二J二二1_7_7，百台5一二二|二工弱 二二I仁仁:二二..二3
1'._←一邑邑:_U 旦堕ιむ:25.旦1-一旦笠斗堕:3皇7.8一豆， 8坐主2乞_:_'7_生上|凶皇型L目主型佐i旦全主
機布官布 1 I 
一一一一一ー一浮布J......4，.ClClCl.:一一 一一1.... ..lí'~， ()()0:.一一一一一一 l 一一一 .. _2， . ~?íl .:...........I......1持 100
小計 1 4，00⑪: 5. 1 1 175， 00α7. 8 1 2，928， 2. 9 1 128， 100: 3.4 

一一 一一一機械糸郭糸 I 50，314: 1 1， 132， 056: 1 20， 064 : 451， 440~ 

一一一洋糸..1.......3.，.. 888.. .. .......I....... il~，WO: . …… l 一一一一一一一陀_2.. :.. .........I.... .. . _l7，. ~~_2 :
小計 1 54，2⑪2 ~ 69.6 1 1，221，966: 54.4 1 20， 826 : 20.9 1 469， 052: 12.3 

土糸 I I 一
線 計 1- 7王面否'100.01 2，246， 151100. 0 I----gg:-百子'10仏01百万語， 833団0.0

資料) i沙市綿布JCC明治)33年 8月2日附在沙市脅闘領事館報告〉ー「通商嚢纂』第
176抗。

備考〉原典の数値(例えば，土布の皐位は捲など〉からの換算は以下の通り。
大布;1捲=70疋 1疋(重さ1.5斤)=800文。
色布;1捲=70疋 1疋(重さ1.25斤)=900文。
小布;1捲=70疋 1疋(重さ0.5斤)-270文。
庄布;1捲=25疋， 1疋 (重さ 1斤)=550文。
官布 ;1姻=20疋 1疋(重さ12斤)=4.2雨。
洋布;1梱=40疋 1疋(重さ 8斤)=3.5雨。
都糸;1包(重さ320斤)=72雨。 綿花;1包(重さ150斤)=25雨。
洋糸;1包(重さ320斤)=74雨。 銀銭比債;73.5雨=95串200文。
土糸;1包(重さ100斤)=37串文。

% 
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の
商
業
取
引
は
ま
っ
た
く
途
絶
し
、
沙
市
と
刑
州
で
は
重
慶
で
の
票
読
倒
産
の
影
響
を
う
け
て
、

(
孔
)

た
。
一
八
九
九
年
は
、
前
年
の
ど
ん
底
状
態
か
ら
は
や
や
持
ち
直
し
た
も
の
の
、
な
お
傷
は
癒
え
て
レ
な
い
段
階
で
あ
っ
た
。

一
O
軒
も
の
票
競
が
相
次
い
で
連
鎖
倒
産
し

こ
の
よ
う
に
長
期
的
に
も
短
期
的
に
も
、
落
ち
込
み
の
大
き
い
年
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
ー
ニ
A
に
示
さ
れ
て
い
る
綿
貨
流
通
量

の
ス
ケ
ー
ル
に
は

目
を
み
は
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。

か
の
三
種
は
だ
い
た
い
一
疋
の
大
き
さ
で
匝
分
さ
れ
て
い
た
。

土
布
は
大
布
、
色
布
、
小
布
、
庄
布
の
四
種
類
に
分
か
れ
て

い
る
。
色
布
が
サ
イ
ズ
が
ま
ち
ま
ち
の
色
無
地
木
綿
で
あ
る
の
を
除
い
て
、
ほ

長
さ
四
丈
前
後
の
規
格
に
達
し
た
も
の
を
指

大
布
は、

幅
一
尺
一
寸
五
分
、

ほ
か
に
茶
木
綿
が
一
割
近
く
含
ま
れ
て
い
た
。
縞
木
綿
も
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
「
産
出
ハ

頗
ル
僅
少

ナ
ル
ヲ
以
テ
更
一
一
他
地
方

へ
ノ
総
出
ヲ
聞
カ
ス
」
と
の
注
が
あ
る
よ
う
に
、
流
通
に
乗
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

庄
布
は
、
大
布
の

規
格
に
達
し
な
い
も
の
で
、
幅
一
尺
、
長
さ
二
丈
入
尺
程
度
の
も
の
が
多
か
っ
た
。

小
布
は
さ
ら
に
小
さ
く
、
幅
八
寸
五
分
、
長
さ
一
丈
六
尺

が
卒
均
的
で
あ
っ
た
。
大
布
と
庄
布
は
、
移
入
量
に
比
し
て
移
出
量
が
か
な
り
多
い
が
、
こ
れ
は
「
主
ト
シ
テ
嘗
地
四
近
郷
庄
ノ
産
ニ
係
ル
モ

〈

ロ

)

ノ
ヲ
総
出
セ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
。
九
割
以
上
が
白
木
綿
で、
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(日〉

土
布
は
四
種
の
合
計
で
、
移
入
量
は
五
禽
八
千
捻
近
く
、
移
出
量
は

一
O
高
二
千
捨
徐
り
に
の
ぼ
る
。
こ
の
数
値
が
以
前
に
比
べ
、
ど
の
程

度
の
落
ち
込
み
に
な
る
の
か
に
つ

い
て
、
通
年
で
比
較
で
き
る
資
料
は
い
ま
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い
が
、
期
聞
を
三
カ
月
に
か
ぎ
れ
ば
、

向
は
と
も
か
く
と
し
て
、
短
期
的
な
要
因
に
よ
る
落
ち
込
み
は
な
い
時
期
で
あ
る
。

八
九
八
年

一
|
三
月
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
三
カ
月
は
奇
し
く
も
、
既
述
の
沙
市
暴
動
が
護
生
す
る
直
前
で
、
長
期
的
な
傾

い
わ
ば
沙
市
の
卒
常
的
な
綿
貨
取
引
の
最
後
の
姿
を
と
ど

め
て
い
た
時
期
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

一
方
、

一
八
九
九
年
の
方
は
、
移
入
量
に
つ
い

て
は

一
l
三
月
分
の
資
料
が
あ
る
も
の
の
、
移
出

量
に
つ
レ
て
は
残
念
な
が
ら

一
カ
月
ず
れ
て
二
1

四
月
の
分
し
か
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
の
結
果
は
表
|
三
の
よ
う
に
、

一
八
九
九
年
は
九
八
年
に
比
べ
、

土
布
の
移
入
量
で
は
六
五
パ
ー
セ

ン
ト
、
移
出
量
で
は
二
四
パ
l
セ
ン

ト
も
減
少
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
刑
州
布
出
荷
の
季
節
的
な
サ
イ
ク
ル
か
ら
い
う
と
、
移
出
量
は
、

一
月
よ
り
も
四
月
の
ほ
う
、
が
多
い
の
が
普
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1898年と99年の沙市麓金局通過綿貨の比較

車位:土布=捲，その他=包

¥ 
¥ 

出入 移 入 移 出
¥ 

綿貨 ¥ l腕日 11899.1~3 1 +- 1898.1~3 +ー

土布 41，050 14，355 26，695 56，610 43，250 -13，360 

機械糸那糸 1，828 750 -1，078 5， 760 400 -5，360 

洋糸 463 +463 3，012 570 -2，442 

土糸 50 434 +384 

綿花 12，853 26，309 11，949 -14，360 

表 3

資料) Ii通商嚢纂』第98，127， 131， 132， 1365施。

備考〉皐位については表-2の備考を参照のこと。

単位=千反

V竺|開 | 時品 | 説明憲 | 鰐|合CA)~t I (ぷ〉

1889年上 184 112 2，685 2，981 23，848 

下 120 96 2，934 3，150 25，200 

1890年上 140 460 3，913 4，513 36，104 

下 94 407 3，598 4，099 32，792 

1891年上 11 996 2，514 541 4，062 32，496 

下 59 1，644 2， 751 4，454 35，632 

大阪入荷白木綿の内謬表-4

資料〉高村直助 「日本紡績業史序説」上 186頁により作成。

備考〉携への換算は 1反=0.8斤で計算した。

牢唐品とは手紡糸とインド糸，宇唐紡績とはインド糸と園産糸の混織。

通
で
あ
る
か
ら
、
も
し
一
カ
月
の
ズ
レ
が
な
け

れ
ば
、
移
出
量
の
減
少
幅
は
よ
り
大
き
く
な
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
賦
況
か
ら
組
合
的
に
判
断
す
る
と
、

一
八
九
六
年
の
沙
市
海
開
報
告
を
は
じ
め
、
ブ

ラ
ッ
ク
パ

l
ン
一
商
業
舎
議
所
の
報
告
書
な
ど
が

く
り
か
え
し
、
沙
市
か
ら
揚
子
江
上
流
地
域
へ

五の
寓土
櫓布

1Z 
ー量
千も
高ヘ
ボ最
ン低
ド tこ
とみ
報つ
じも
てつ
い(て
た14も
の)ー

-101ー

は
、
け
っ
し
て
過
大
な
推
計
で
は
な
か
っ
た
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
八
九
九
年
の
沙
市
に
お

け
る
土
布
流
通
量
は
、
首
時
の
水
準
で
は
ど
の

程
度
の
ス
ケ
ー
ル
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

日

本
と
の
比
較
を
逼
じ
て
、

い
さ
さ
か
の
イ
メ

l

ジ
を
つ
か
ん
で
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
表
ー
四

tま

一
八
八
九
九
一
年
の
三
年
聞
に
大
阪
に

入
荷
し
た
白
木
綿
の
内
語
を
示
し
て
い
る
。
原

表
の
作
成
者
は
、
日
本
に
お
け
る
白
木
綿
の
原
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料
が
一
八
九

O
年
恐
慌
を
さ
か
い
に

「
天
竺
糸
」

(
イ
ン
ド
糸
)
か
ら
「
紡
績
糸
」

(
園
産
糸
)
に
い
っ
と
き
に
轄
換
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

H
0
・
八
斤
と
措
定
し
て
、

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
鴎
換
期
に
お
け
る
総
量
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
三
年
聞
に
大
阪
に
入
荷
し
た
白
木
綿
は
、

八
九
年
四
寓
九
千
措
、
九

O
年
六
寓
九
千
携
、
九
一
年
六
寓
八
千
僚
に
の
ぼ
る
。

反

一
方
、
沙
市
の
方
は
、
大
布
、
小
布
、
庄
布
の
九
割
が
白
木
綿
で
あ
っ
た
と
措
定
す
れ
ば
、
移
入
量
が
四
寓
一
千
携
近
く
、
移
出
量
が
八
高

三
千
搭
近
く
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
沙
市
の
移
入
量
、
が
遠
隔
地
か
ら
の
蓬
金
局
経
由
分
だ
け
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
た
の
に
劉
し
、
大

阪
の
入
荷
量
は
河
内
、
掘
津
な
ど
近
郊
か
ら
の
分
も
含
ん
で
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
沙
市
の
方
は
近
郊
か
ら
の
出
荷
分
も
含
ん
で
い
る
移

出
量
の
方
を
比
較
の
劃
象
と
す
る
ほ
う
が
適
品
目
聞
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
長
期
、
短
期
南
方
の
原
因
か
ら
在
来
綿
貨
の
取
引
が
大
き
く
落

ち
込
ん
で
い
た
一
八
九
九
年
の
数
字
で
さ
え
、
沙
市
の
土
布
流
通
量
は
白
木
綿
に
か
ぎ
れ
ば
、

は
凌
駕
す
る
ス
ケ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
八
九

O
年
前
後
の
大
阪
に
十
分
匹
敵
あ
る
い

四
八
三
高
六
千
雨
と
移
出
額
、
六

O
七
寓
七
千
南
と
い
う
数
字
は
そ
れ
ぞ
れ
、

(
日
)

お
け
る
漢
口
の
圏
内
産
品
移
入
総
額
と
封
外
稔
出
糟
額
に
匹
敵
す
る
。
十
九
世
紀
末
の
沙
市
は
、
綿
貨
の
流
通
だ
け
で
、
漢
口
の
職
出
向
け
園

綿
貨
流
通
の
金
額
で
い
っ
て
も
、
移
入
額
、

一
九

O
O年
に

。runu 

内
産
品
の
流
通
額
に
相
嘗
す
る
規
模
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
黙
で
は
、
海
外
向
け
総
出
農
産
物
の
集
散
地
と
し
て
の
漢
口
と
、

圏
内
向
け
在
来
綿
貨
の
集
散
地
と
し
て
の
沙
市
は
、

ま
だ
そ
の
市
場
規
模
を
競
っ
て
い
る
段
階
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
沙
市
の
綿
貨
は
ど
の
よ
う
な
流
通
経
路
を
た
ど
っ
て
、
集
散
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
移
出
先
か
ら
み

て
い
く
と
、
表
1

五
A
の
よ
う
に
な
る
。
問
題
の
一
八
九
九
年
に
つ
い
て
は
、

の
三
箇
月
聞
の
土
布
移
出
量
、

い
ま
の
と
こ
ろ
二

l
四
月
の
三
箇
月
分
し
か
判
明
し
な
い
。
こ

四
寓
三
千
捲
の
う
ち
、
色
布
四

O
O捲
だ
け
が
湖
南
向
け
で
あ
っ
た
の
を
除
い
て
、
ほ
か
は
す
べ
て
四
川
向
け

(
首
円
豚
向
け
一
七
、

O
六
O
捲
、
重
慶
向
け
二
五
、
八
七

O
捲
〉
で
あ
っ
た
。

ほ
ぼ
同
様
で
、
九
八
年
一
一
一
一

月
な
ど
は
五
高
七
千
捲
近
く
の
移
出
が
あ
り
な
が
ら
、
湖
南
向
け
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
九
八
年
一

O
ー
一
二
月
だ
け
は
、
湖
南
向
け
の
割
合
が

異
常
に
多
く
、
約
三
割
を
占
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
三
箇
月
聞
は
既
述
の
理
由
で
、
四
川
と
の
取
引
が
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
土
布
移
出

そ
の
ほ
か
の
時
期
に
つ
い
て
み
て
も
、



沙市綿貨の移出先

年 月|品 目|湖南 |四JIII合計

1897.10-12 大布(捲〉 4，686 4，686 

小布(捲〉 19，043 19，043 

色布(捲〉 3，289 3，289 

綿花(包〉
---------------

380 50，222 50，602 

1898. 1-3 土布〈捲〉 56，610 56，610 
・・ーーー・ ------------_.-
綿花(包〉 127 26， 182 26，309 

1898.10-12 大布(捲〉 2，295 2，295 

色布(捲〕 1，497 1，308 2，805 

1899. 2-4 大布(捲〉 22，300 22，300 

圧布(捲〉 18，840 18，840 

色布(捲〉 400 1，790 2， 190 
...・ーー ・・ ・・・

綿花(包〉 11，949 11，949 

1899年 2-4，6月沙市賛金局

移入綿貨の出荷地

¥「大 21綿
花

地名 ~ 包

后 港 750 

新 ロ 180 1，214 

龍 湾 318 1，079 80 

沙 洋 9，466 

潜 江 1，716 

岳 口 1，352 1，684 254 

新 堤 120 774 

威 寧 140 

汚 陽 83 1，428 

監 幸リ 2， 149 

車 事亀 670 

朱 河 2，370 

黄 州 750 14，180 

言十 14，792 21，131 

第92，98， 125， 131， 132， 136， 資料) 1"通商柔纂』

141銃。
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表-5A

表- 5B

る。

一
O
O捲
と
極
端
に
少
な
い
例
外
的
な
時
期
で
、
行
き
先
を
失
っ
た
土
布
が

一
時
的
に
湖
南
に
流
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

量
自
瞳
が
五

一
八
九

0
年
代
末
の
こ
の
時
期
に
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
沙
市
か
ら
移
出
さ
れ
る
土
布
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
四
川
に
迭
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

綿
花
に
つ
い
て
も
、
事
態
は
同
じ
で
あ

っ
た
。
沙
市
か
ら
の
移
出
綿
貨
は
、
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
三
峡
た
遡

っ
て
四
川
に
迭
ら
れ
て
い

103 

た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
し
く
、
沙
市
は

「華
西
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
」
の
名
に
恥
じ
な
い
中
圏
西
部
へ
の
綿
貨
供
給
地
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
九
年
の
二

|

四

、

利

用

で

き

る

資

料

は

な

い

。

つ
ぎ
に
、
移
入
ル

l
ト
に
目
を
轄
じ
る
。

こ
れ
ま
た
、

六
月
の
四
箇
月
分
し
か
、
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表
|
五

B
で
は

沙
市
綿
貨
の
大
宗
を
占
め
た
大
布
、

庄
布
、

綿
花
の
三
品
目
に
つ
い
て
、

そ
の
出
荷
地
を
整
理
し
て
み
た
。
地
方
の
配
列

は
、
か
な
ら
ず
し
も
巌
密
と
は
い
え
な
い
が
、
な
る
べ
く
沙
市
か
ら
の
匝
離
に
封
躍
す
る
よ
う
に
並
べ
た
。
も
っ
と
も
近
い
と
こ
ろ
は
、
長
湖

の
封
岸
に
位
置
す
る
后
港
で
、
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
は
、
漢
口
か
ら
さ
ら
に
揚
子
江
を
下

っ
た
と
こ
ろ
の
糞
州
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
は
、
監

利
、
新
提
の
よ
う
に
、
沙
市
よ
り
下
流
の
揚
子
江
岸
に
面
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
、
沙
市
か
ら
便
河
で
長
湖
に
出、

三
湖
、
白
鷺

湖
な
ど
の
湖
沼
を
貫
い
て
漢
口
に
い
た
る
運
河
、
あ
る
い
は
こ
の
運
河
に
接
績
す
る
漢
水
な
ど
の
河
川
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
運
河
で

四
川
に
向
け
て
船
積
み
さ
れ
る
た
め
に
、
便
河
を
へ
て
沙
市
に
到
来
し
て
い
た
様
を
う
か
が
わ
せ
る

縦
横
に
結
ば
れ
た
湖
北
西
部
の
綿
貨
が
、

に
た
る
資
料
で
あ
る
。

か
な
り
明
確
な
片
寄
り
が
み
ら
れ
る
。
土
布
で
は
、
大
布
は
沙
洋
、
庄
布
は
岳
口

と
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
水
沿
い
の
地
方
が
、
最
大
の
出
荷
地
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
出
荷
地
も
、
沙
市
か
ら
の
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
の
運
河

概
し
て
い
え
ば
、

土
布
と
綿
花
で
は
出
荷
地
の
分
布
に
、

沿
い
が
多
い
。
そ
れ
に
劃
し
て
綿
花
の
ほ
う
は
、
比
較
的
近
い
運
河
沿
い
や
、
漢
水
沿
い
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

ま
と
ま
っ
た
量
を
出
荷

-104ー

し
て
い
た
の
は
、
監
利
、
朱
河
な
ど
揚
子
江
沿
い
の
地
方
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
最
大
の
出
荷
地
は
、
最
遠
の
地
賞
州
で
あ

っ
た
。

漢
口
か
ら
さ
ら
に
下
流
の
黄
州
の
綿
花
が
、
い
っ
た
ん
沙
市
に
迭
ら
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
奇
異
な
感
じ
を
あ
た
え
る
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の

よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
漢
口
、
沙
市
聞
の
揚
子
江
は
、
ひ
ど
い
蛇
行
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
南
の
洞
庭
湖
の
ほ
う
へ
大
き
く
湾
曲
す
る
う
え

に
、
風
が
つ
よ
く
民
船
の
航
行
に
は
多
大
の
危
険
が
と
も
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
聞
の
民
船
運
総
は
、
揚
子
江
を
さ
け
て
湖
沼
を
貫
く
運
河
を

ル
ー
ト
と
し
た
の
で
あ
る
。

漢
口
か
ら
沙
市
ま
で
二
九

0
マ
イ
ル
に
も
お
よ
ぶ
揚
子
江
ル

l
ト
に
比
べ
、

距
離
で
三
分
の
一
ほ
ど
短
縮
に
な

り
、
六
日
と
い
う
一
定
の
日
数
で
確
買
に
、

か
っ
安
全
に
到
達
で
き
る
ル

l
ト
で
あ
っ
た
(
揚
子
江
を
外
河
、
こ
の
ル
l
ト
を
内
河
と
も
よ
ぶ
)
。
黄

州
か
ら
四
川

へ
遡
江
す
る
綿
花
も
、

漢
口
で
い
っ
た
ん
運
河
に
は
い
っ
て
西
行
し
、
便
河
を
通
っ
て
沙
市
に

つ
い
た
の
ち
、

四
川
か
ら
き
た
ジ

ヤ
ン
ク
に
積
み
替
え
る
の
が
、
普
通
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
沙
市
か
ら
四
川
に
迭
ら
れ
る
綿
貨
は
、

土
布
が
お
も
に
沙
市
周
遁
か
ら
湖
北
西
部
に
か
け
て
の
比
較
的
か
ぎ
ら
れ
た
地
域



で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
綿
花
の
ほ
う
は
湖
北
西
部
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
遠
く
湖
北
東
部
か
ら
も
大
量
に
出
待
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
比
重
は
表
五

B
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
湖
北
東
部
、
す
な
わ
ち
黄
州
の
ほ
う
に

傾
い
て
い
た
。
こ
の
事
寅
は
、
重
慶
の
綿
花
取
引
業
者
の
組
織
し
て
い
た
同
業
組
合
、
「
八
省
白
花
行
常
」
の
な
か
で
、
黄
州
需
が
半
数
近
く

(

日

山

)

を
占
め
て
い
た
こ
と
で
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
。
八
省
と
は
、
江
蘇
、
新
江
、
江
西
、
安
徴
、
湖
南
、
湖
北
、
贋
東
、
一
帽
建
を
さ
す
。
土
布
と
は

四
川
へ
の
供
給
の
全
貌
を
知
る
に
は
、
揚
子
江
流
域
全
域
の
綿
花
流
通
を
親
野
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ

こ
と
な
り
綿
花
の
場
合
、

る
。
い
ま
少
し
贋
い
範
囲
で
、

四
川
へ
の
綿
花
流
通
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

綿
花
に
つ
い
て
も
四
川
へ
の
流
入
量
を
つ
か
む
に
は
、
綿
工
業
製
品
と
同
じ
く
宜
昌
が
も
っ
と
も
便
利
で
あ
っ
た
。

一
八
八
五
年
の
宜
昌
海

開
報
告
は
、

「
昨
年
〔
一
八
八
五
〕

一
年
間
で
、
二

O
高
俵
〔
一
俵
リ
一
八

O
斤
、
三
六
蔦
猪
に
相
嘗
〕
が
お
も
に
湖
北
か
ら
四
川
へ
上
る
途
中
、

宜
昌
を
通
過
し
た
も
の
と
み
こ
ま
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
九

O
年
の
同
報
告
は
、
在
重
慶
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
員
数
人
の
推
測

(
口
)

と
し
て
、
宜
昌
を
通
過
し
て
四
川
に
移
入
さ
れ
る
綿
花
量
は
、
卒
年
で
一
五
高
俵
H
二
七
寓
擦
と
の
見
積
を
の
こ
し
て
い
る
。

沙
市
を
中
心
と
す
る
湖
北
西
部
の
綿
花
生
産
高
は
、
首
時
卒
年
作
で
三

O
高
捨
程
度
と
み
ら
れ
、
刑
州
布
の
原
料
に
地
元
で
消
費
さ
れ
る
分
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を
さ
し
ひ
く
と
、

一
八
九
六
年
の
沙
市
海
闘
報
告
に
よ
れ
ば
、
沙
市
か
ら
四
川
へ
民
船

(

日

)

で
お
く
ら
れ
る
湖
北
西
部
の
綿
花
は
、
豊
作
の
年
で
も
七
|
八
高
捨
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
で
に
み
た
一
八
九
九
年
の
統
計
で
も
、
四
川

さ
ほ
ど
移
出
徐
力
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

て
も
、

へ
の
移
出
量
は
入
寓
携
近
く
で
あ
っ
た
が
そ
れ
は
湖
北
東
部
の
黄
州
か
ら
の
大
量
の
移
入
分
を
ふ
く
め
て
の
数
字
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し

一
八
八
五
年
に
宜
昌
を
通
過
し
た
三
六
高
携
と
い
う
綿
花
量
と
つ
き
あ
わ
せ
る
と
、
沙
市
か
ら
の
移
出
分
だ
け
で
カ
パ
ー
で
き
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

む
ろ
ん
嘗
時
の
運
織
力
で
は
、
綿
花
の
よ
う
に
か
さ
ば
る
一
商
品
は
、
多
額
の
流
通
経
費
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
綿
花
の
質
か
ら
い
え

ば
、
上
海
か
ら
出
荷
さ
れ
る
江
蘇
、
新
江
の
綿
花
の
ほ
う
が
湖
北
西
部
の
綿
花
よ
り
も
優
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
海
綿
花
は
、
「
よ

し
か
も
よ
り
多
く
の
経
費
が
か
か
っ
て
」
、
利
盆
も
少
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
四
川
の
一
商
人
た
ち
は
、
「
宜
昌
か
ら
漢
口
以
東
に
ひ
ろ

105 

り
高
債
で
、
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が
る
湖
北
の
綿
作
地
方
か
ら
、

(
日
)

で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
綿
花
を
手
首
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

J¥、
商
と

爾
f苛

め
でー
あ八
つ(九
た2⑪七
。)年

第

四
牢
期

お
け
る
沙
市

の
相
場
で
は
、

一
俵
あ
た
り
沙
市
綿
の
二
五
、
六
雨
に
封
し
、
通
州
綿
は
二
七
、

し
か
し
、

揚
子
江
の
上
流
域
と
下
流
域
で
、

綿
花
相
場
の
雨
地
聞
で
の
聞
き
が
そ
の
流
通
経
費
を
上
回
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に

へ
幻
)

四
川
に
大
量
に
供
給
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、

揚
子
江
の
下
流
域
か
ら
上
流
域

t土

「上
海
で
綿
花
が
豊
富
で
廉
債
な
と
き
に
は
、

へ
、
大
量
の
綿
花
が
遡
江
す
る
光
景
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

一
八
八
七
年
に
は
、
漸
江
に
お
け
る
綿
花
の
豊
作
で
、
上
海
の
綿

花
相
場
は
例
年
よ
り
も
下
落
し
た
の
に
反
し
て
、
重
慶
で
は
湖
北
、
湖
南
に
お
け
る
洪
水
が
、
綿
花
相
場
の
高
騰
を
ま
ね
い
て
い
た
。
そ
こ
で

(

幻

)

さ
ら
に
汽
船
で
漢
口
に
、途
ら
れ
」
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
江
綿
花
に
旺
盛
な
買
い
が
は
い
り
、

ま
た
八
九
年
に
は
、
温
州
大
火
に
よ
る
ス
ト
ッ
ク
綿
花
の
焼
失
、
豪
雨
に
よ
る
四
川
綿
作
の
九
割
壊
滅
、
湖
北
綿
花
の
不
作
と
い
う
ト
リ
プ
ル

(

お

)

の
要
因
が
か
さ
な
っ
て
、
前
年
に
く
ら
べ
六
割
増
し
の
綿
花
が
揚
子
江
を
遡
っ
た
と
い
う
。

「重
慶
で
販
買
す
る
た
め
、

上
海
に
運
ば
れ
、

一
八
八
六
年
の
上
海
綿
花
相
場
は
非
常
に
低
い
水
準
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、

(

剖

)

多
ク
且
四
川
省
ニ
於
テ
前
年
来
ノ
持
越
品
ア
ル
ニ
原
因
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
分
析
さ
れ
た
。
沙
市
か
ら
四
川

へ
の
綿
花
需
給
闘
係
が
、
上
海

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「刑
州
宜
昌
地
方
ノ
棉
花
出
産
額
甚
タ

-106-

逆
に
揚
子
江
上
流
域
で
綿
花
が
盟
富
に
供
給
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
江
新
綿
花
へ
の
需
要
が
減
少
す
る
結
果
、
上
海
の
綿
花
相
場
は
低
迷

の
綿
花
相
場
を
も
左
右
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

表
ー
六
は
、
左
欄
に
上
海
か
ら
圏
内
の
他
港
向
け
に
移
出
さ
れ
た
綿
花
量
と
、
圏
内
の
他
港
か
ら
漢
口
へ
移
入
さ
れ
た
綿
花
量
の
比
較
、
右

欄
に
は
逆
に
上
海
へ
の
移
入
量
と
漢
口
か
ら
の
移
出
量
の
比
較
を
し
め
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
末
ま
で
は
揚
子
江
を
遡
っ
て
い
た
綿
花
が
、
世

紀
の
か
わ
り
目
を
境
に
し
て
、
逆
に
揚
子
江
を
下
り
は
じ
め
る
と
い
う
大
規
模
な
逆
再
現
象
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、

ま
ず
十
九
世
紀

末
ま
で
の
左
欄
に
注
目
し
た
い
。

七
パ

ー
セ
ン
ト
、
卒
均
で
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
揚
子
江
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
漢
口
に
迭
ら
れ
て
い
た
計
算
に
な
る
。
漢
口
で
の
移
入
量

は、

一
八
七

0
年
代
前
半
に
ピ

l
ク
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
増
減
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
九

0
年
代
の
本
格
的
な
減
少
期
を
む
か

一
八
八

0
年
代
後
牢
ま
で
は
、

上
海
か
ら
移
出
さ
れ
た
綿
花
は
、
最
高
で
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
最
低
で
も
二
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表-6 上海ー漢口での綿花流通の襲警化 単位=播

~上喜一口 I (ケサ 上移入海高移出 移入高 移 出 高
A B I(B+Ax100l C D I(D+ C x100 

1868 154，809 133，773 86.4 
69 153，597 136，910 89.1 18，028 
70 315，125 257，960 81. 9 7，630 
71 474，878 387，677 81. 6 4，174 
72 372，441 301，261 80.9 9，643 
73 432，868 350，090 80.9 16， 177 
74 350，736 182，705 52.1 26，760 
75 338，439 248，371 73.4 21，680 
76 259，581 157， 133 60.5 21，556 
77 256，204 160，983 62.8 23，556 119 0.5 

78 259，650 143，639 55.3 17，755 6，032 34.0 
79 246，739 150，894 61. 2 5， 822 318 5.5 
80 490，370 375，649 76.6 22，346 363 1.6 
81 279，430 171，604 61. 4 13，966 550 3.9 
82 162， 167 155，652 96.0 8，502 
83 276，578 141，720 51. 2 4，976 355 7. 1 
84 165，742 72，953 44.0 11，155 650 5.8 
85 245，812 106，911 43.5 4，828 564 11. 7 
86 165，558 45，138 27.3 4，859 737 15.2 
87 284，651 143，203 50.3 7，429 
88 250，780 114，575 45. 7 6，292 652 10.4 
89 267，857 190，709 71. 2 13，921 3，007 21. 6 
90 269，085 108，937 40.5 26，233 1，309 5.0 
91 247，978 105，566 42.6 23，565 3，286 13.9 
92 107，076 31，677 29.6 33，798 4，562 13.5 
93 141，839 24，092 17.0 97，448 9，526 9.8 
94 171，912 30，505 17.7 74，933 24，738 33.0 
95 171，003 59，560 34.8 88，573 80，471 90.9 
96 179，992 56，652 31. 5 98，309 5，417 5.5 
97 294，049 122，674 41. 7 99，961 9，030 9.0 
98 272，421 77，544 28.5 66，472 402 0.6 
99 193，323 69，637 36.0 78，685 9，729 12.4 

1900 56，610 9，895 17.5 174，428 23，554 13.5 
l 63，469 1，714 2. 7 99，054 24，397 24.6 
2 68，768 18 226，812 133，361 58.8 
3 71，270 845 1.2 451，681 332，102 73.5 
4 85，924 294 0.3 627，362 364， 158 58.0 
5 109，526 264，059 172，794 65.4 
6 57，832 276，427 118，256 42.8 
7 35，980 304，718 142，962 46.9 
8 57，268 4，813 8.4 324，343 83，314 25.7 I 
9 73，301 8， 709 11. 9 259，475 43，196 16.6 
10 26，263 3，414 13.0 507，945 213，704 42.1 
11 26，592 492，135 112，898 22.9 
12 42，534 31，022 72.9 647，751 298，732 46.1 
13 54，416 2，572 4. 7 561，031 208，902 37.2 
14 66，433 378，367 123，311 32.6 
15 56，401 7，646 13.6 782，490 428，784 54.8 
16 50，568 16，652 32.9 1，117，530 727，483 65.1 
17 32，118 1，089，453 759，577 69.7 
18 27，959 15，573 55. 7 1，313，948 918，962 69.9 
19 49，993 1，375，755 1，106，125 80.4 

資料)Returns 0/ Trade， 1868-81， Shanghai， Hankow.及び Returns0/ Trade 
and Trade Reports， 1882-1919， Part 2， Shanghai， Hankow. 

備考〉小数黙以下の数値は四捨五入した。
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え
る
。
と
く
に
一
八
八

0
年
代
後
半
に
お
け
る
増
減
に
注
目
す
る
と
、

一
八
八
六
年
に
四
高
五
千
携
と
、
統
計
を
と
り
は
じ
め
て
以
来
最
低
の

値
に
減
少
し
た
あ
と

八
七
年
と
八
九
年
は
そ
れ
ぞ
れ
、

一
四
高
権
、

一
九
寓
鎗
と
、
最
後
の
ピ

l
ク
を
記
録
し
て
い
る
。
最
末
期
の
委
で
は

あ
る
が
、
揚
子
江
を
遡
江
す
る
綿
花
流
通
量
の
増
減
が
、

さ
き
に
述
、へ
た
よ
う
な
上
流
域
で
の
需
要
動
向
と
相
関
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
確

に
も
の
が
た
つ
て
い
る
。

漢
口
か
ら
の
行
き
先
に
つ
い
て
は
計
量
的
に
は
お
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

(

お

)

川
南
省
に
お
く
ら
れ
、
土
布
を
織
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
の
漢
口
海
閲
(
江
漢
関
)
報
告
の
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

「
木
地
匝
の
移
入
綿
花
は

一
八
六
四
年
以
来
お
も
に
湖
南
、

四

漢
口
海
闘
が

統
計
を
と
り
は
じ
め
た
時
か
ら
す
で
に
、
漢
口
は
お
も
に
湖
南
、

四
川
へ
の
綿
花
の
轄
運
港
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

轄
運
先
へ
の
流
通
量
が
海
闘
統
計
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
は
、
漢
口
で
民
船
に
積
み
替
え
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
綿
花
一
俵
リ
一
八

O

斤
あ
た
り
の
運
賃
と
税
金
は
、
漢
口
か
ら
宜
昌
ま
で
で
も
、
民
船
の
方
が
汽
船
よ
り
一
雨
も
軽
減
で
き
た
。
綿
花
一
俵
が
十
数
雨
の
時
代
で
あ

る
か
ら

一
一
問
の
差
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
事
賀
、
宜
昌
で
は

-108ー

一
八
九

O
年
の
段
階
で
も
「
重
慶
向
け
の
綿
花
は
大
部
分
が
、
漢
口
と
沙
市

(

M

A

)

 

か
ら
ジ
ヤ
ン
ク
で
到
着
す
る
。
汽
船
で
着
く
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
朕
態
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
一
八
八

0
年
代
末
ま
で
は
、
湖
北
綿
花
の
不
作
あ
る
い
は
暴
騰
時
の
代
替
綿
花
と
し
て
、
上
海
綿
花
が
四
川
ま
で
大
量
に
遡
江
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
揚
子
江
の
綿
花
流
通
に
轄
機
が
お
と
ず
れ
た
の
は
、
一
八
八
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
大
阪
紡
績
の
成
功
で

軌
道
に
の
っ
た
日
本
の
初
期
紡
績
業
は
、
こ
の
年
の
圏
内
綿
花
の
暴
騰
を
き
っ
か
け
に
中
園
綿
花
の
轍
入
を
本
格
化
し
た
。

上
海
は
、
揚
子
江

上
流
へ
の
綿
花
移
出
港
か
ら
日
本
へ
の
職
出
港
に
獲
身
し
た
。

出
高
は
、

八
八
年
二

O
寓
一
千
捨
、

八
九
年
四
九
寓
五
千
捲
と
念
場
し
、

そ
の
方
向
を
一
八

O
度
聴
回
し
て
、
東
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
八
七
年
に
は
わ
ず
か
六
高
七
千
搭
に
す
ぎ
な
か
っ
た
上
海
綿
花
の
針
外
捻

つ
い
に
圏
内
他
港
へ
の
移
出
高
の
二
倍
近
く
に
達
し
た
。
揚
子
江
を

遡
っ
て
い
た
上
海
綿
花
は
、

こ
の
時
期
が
ち
ょ
う
ど
、

四
川
へ
の
イ
ン
ド
綿
糸
流
入
の
激
増
期
に
か
さ
な
る
こ
と
は
、
十
分
注
目
に
値
す
る
現
象
で
あ
る
。
卵
と
鶏
の
論

争
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、

イ
ン
ド
綿
糸
の
流
入
と
上
海
綿
花
の
後
退
が
パ
ラ
レ
ル
に
進
行
し
た
こ
と
は
、

四
川
の
在
来
綿
業
に
お
け
る



の
沙
市
麓
金
局
に
お
け
る
綿
貨
流
通
朕
況
は
、 お

ど
ろ
く
ば
か
り
に
念
速
に
進
ん
だ

一
つ
の
大
き
な
要
因
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
八
九
九
年

上
海
綿
花
の
遡
江
と
い
う
、
四
川
へ
の
綿
貨
供
給
の
一
つ
の
大
き
な
在
来
ル

l
ト
が
、
新
興
綿

手
紡
糸
か
ら
機
械
製
綿
糸
へ
の
蒋
換
が
、

工
業
園
、

日
本

へ
の
総
出
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
あ
と
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
の
展
開

世
紀
が
か
わ
る
と
、
揚
子
江
の
綿
花
流
通
に
は

も
う
一
つ
の
大
き
な
襲
化
が
す
ぐ
に
お
こ
っ
た
。

十
九
世
紀
末
ま
で
は
、

江
蘇
、

新
江

の
綿
花
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
日
本
向
け
の
捻
出
が
さ
ら
に
増
加
し
た
結
果
、
湖
北
の
綿
花
に
ま
で
日
本
の
需
要
の
手
が
伸
び
て
き
た
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
稔
出
農
産
物
の
債
格
を
左
右
す
る
銀
銭
比
債
が
銭
高
の
ピ
l
ク
に
あ
っ
た
開

係
か
ら
、
湖
北
綿
花
の
日
本
向
け
職
出
は
、
胎
動
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、

な
お
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

一
九

O
二
年
の
漢
口
綿
花
市

-109ー

況
は
、

(

幻

)
綿
」
を
買
い
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
惇
え
て
い
る
。

「
銅
銭
ノ
騰
貴
」
で
銅
銭
一
千
文
が
銀
八
匁
六
分
か
ら
八
匁
八
分
三
厘
に
あ
が
っ
た
た
め
、

「
此
ノ
高
キ
金
銭
ヲ
以
テ
同
一
分
量
ノ
貫

一
九

O
三
年
か
ら
一
轄
し
て
急
激
な
銭
安
に
か
わ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
年
は
、
ア
メ
リ
カ
綿
花
の
不
作
と
通

州
綿
花
の
不
作
が
か
さ
な
っ
て
し
ま
い
、
吉
田
洋
行
、
中
桐
洋
行
、

三
井
洋
行
な
ど
上
海
駐
在
の
日
本
一
商
社
は
、
漢
口
へ
買
い
出
動
に
で
、
ゎ

(

お

)

ず
か
四
九
日
開
で
一
九

O
二
年
の
一
年
分
に
相
営
す
る
綿
花
を
上
海
へ
迭
り
だ
し
た
。
そ
の
結
果
、

表
|
六
の
よ
う
に
、
漢
口
か
ら
移
出
さ
れ

そ
の
銀
銭
比
債
が
漢
口
で
は
、

る
綿
花
量
は
、

O
三
年
三
三
高
鎗
、

O
四
年
三
六
寓
捻
と
急
増
し
、
か
さ
ば
る
綿
花
の
稔
迭
で
揚
子
江
の
汽
船
運
織
は
一
時
混
凱
に
お
ち
い
っ

た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
綿
花
は
上
海
を
へ
て
、
日
本
へ
お
く
ら
れ
て
い
っ
た
。
揚
子
江
の
綿
花
流
通
は
、
一
縛
し
て
上
流
か
ら
下
流
へ

(

却

)

日
本
人
業
者
に
よ
っ
て
「
支
那
に
お
け
る
棉
花
界
の
一
大
革
命
」
と
表
現
さ
れ
た
。
漢
口

と
流
れ
を
か
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
激
出
現
ぶ
り
は
、
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は
湖
北
綿
花
の

一
大
輪
出
港
に
設
展
し
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
愛
化
は
、
沙
市
市
場
に
も
及
ば
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
機
械
製
綿
糸
の
流
入
が
四

O
寓
捲
を
は
る
か
に
こ
え
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Raw Cotton. 

た
四
川
で
は
、
あ
き
ら
か
に
沙
市
か
ら
の
土
布
、
綿
花
に

射
す
る
需
要
は
減
退
し
は
じ
め
て
い
た
。
こ
こ
に
着
眼
し

た
日
本
の
一
商
祉
は
、
「
去
レ
ハ
嘗
地
方
ノ
綿
花
ハ
新
ニ
何

レ
ノ
地

ニ
カ
販
路
ヲ
求
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
事
情
ア

(

ぬ

)
リ
」
と
の
見
通
し
の
も
と
に
、
開
港
し
て
聞
も
な
い
沙
市

に
、
競
っ
て
出
張
所
を
開
設
し
た
。

内
外
棉
株
式
舎
祉

は

一
九

O
二
年
九
月
、
社
員
二
名
を
涯
遣
し
て
、

日
本

綿
糸
の
貰
り
込
み
と
沙
市
綿
花
の
買
い
付
け
を
は
じ
め

た
。
翌

O
一
二
年
八
月
に
は
、
出
張
所
を
も
う
け
て
有
信
洋

-110ー

行
と
命
名
し
、
事
業
の
披
張
に
着
手
し
た
。
こ
れ
に
績
い

て、

O
四
年
九
月
に
は
大
阪
棉
花
舎
社
漢
口
支
庖
日
信
洋

行
が
祉
員
を
涯
遣
し
、

O
五
年
一
月
に
は
庖
舗
を
も
う
け

て
綿
花
取
引
に
の
り
だ
し
た
。
さ
ら
に
中
桐
洋
行
も
沙
市

に
支
庖
を
お
い
て
、
綿
繰
機
械
の
販
買
と
綿
花
の
買
い
付

け
を
は
じ
め
、
吉
田
洋
行
も
沙
市
支
庖
開
設
の
計
霊
を
も

(

氾

)

っ
て
い
た
と
い
う
。

と
く
に
内
外
棉
株
式
舎
祉
は

上
海
と
沙
市
の
あ
い
だ

に
局
替
関
係
の
な
い
朕
況
に
鑑
み
て
、

日
本
綿
糸
と
沙
市

綿
花
の
パ

l
タ

l
で
、
こ
の
金
融
上
の
不
便
を
克
服
し
ょ



(
辺
〉

う
と
し
た
。

て

一
九

O
三
年
の
沙
市
貿
易
年
報
は
、
外
国
綿
糸
の
稔
入
増
加
で
民
船
に
よ
る
四
川
へ
の
綿
花
移
出
が
減
少
し
て
い
る
現
肢
か
ら
み

(
お
)

「
此
際
内
外
棉
株
式
舎
祉
カ
嘗
地
-
一
出
張
所
ヲ
設
ケ
棉
花
ノ
買
収
ヲ
勉
ム
ル
ハ
寅

-
一
機
宜
ニ
適
シ
タ
ル
行
震
ト
云
ハ
サ
ル
可
-
フ
ス
」
と
、

そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
さ
を
特
筆
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
期
待
に
反
し
て
、
海
関
経
由
に
よ
る
沙
市
か
ら
の
綿
花
移
出
は
、
漢
口
と
は
掛
照
的
に
、

は
か
ば
か
し
く
は
増
加
し
な
か
っ
た
。

戦
期
に
や
や
増
え
て
、

な
ら
な
い
数
字
で
あ
っ
た
。

園
l
こ
の
よ
う
に
、
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年
聞
は
、
一
九

O
四
年
に
一
高
指
を
わ
ず
か
に
こ
え
た
あ
と
、
ず
っ
と
低
迷
し
、
第
一
次
世
界
大

一
六
年
に
は
七
高
捨
を
記
録
し
た
が
、
こ
の
時
期
七

O
ー
一
一

O
高
捲
を
移
出
し
て
い
た
漢
口
に
比
べ
る
と
、
問
題
に

な
ぜ
沙
市
で
は
、
海
関
経
由
に
よ
る
綿
花
移
出
が
順
調
に
設
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
湖
北
綿
花
の
日
本
へ
の
稔
出

が
急
増
し
た
時
期
に
沙
市
周
謹
で
は
綿
花
の
不
作
が
つ
づ
い
た
と
い
う
よ
う
な
、

偶
然
の
要
因
も
す
こ
し
は
関
わ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
根
本
的
な
問
題
は
沙
市
を
要
と
す
る
在
来
の
流
通
構
造
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
。

季
の
洪
水
で
沙
市
よ
り
下
流
の
揚
子
江
流
域
の
綿
花
が
不
作
で
あ
っ
た
た
め
、
漢
口
市
場
で
湖
北
西
部
の
綿
花
に
射
し
て
需
要
が
喚
起
さ
れ
た

一
九

O
一
年
の
沙
市
海
閥
報
告
は
、
夏

-111ー

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
際
、
沙
市
を
経
由
し
て
漢
口
に
迭
ら
れ
た
綿
花
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
部
分
は
漢
水
あ
る
い
は
内
河
か

(
弘
)

ら
、
直
接
漢
口
に
迭
ら
れ
た
と
い
う
。
表
|
五
の
分
布
を
想
起
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
従
来
、
沙
市
に
集
散
し
て
い
た
綿
花
の
出
荷
地
は
、

責
州
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
揚
子
江
沿
い
の
監
利
、
朱
河
を
は
じ
め
、
河
陽
、
岳
口
な
ど
、
い
ず
れ
も
沙
市
よ
り
東
に
位
置
す
る
地
方
で
あ
っ

た
。
揚
子
江
を
遡
っ
て
西
の
か
た
四
川
に
迭
ら
れ
る
在
来
の
流
通
ル

1
ト
で
は
、
沙
市
は
ど
う
し
て
も
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン

ト

で
あ
っ
た
が
、
揚
子
江
を
下
っ
て
東
の
か
た
上
海
さ
ら
に
は
日
本
へ
と
流
れ
て
い
く
新
し
い
流
通
ル
l
ト
で
は
、
漢
口
こ
そ
が
そ
の
咽
喉
に
位

置
し
た
の
で
あ
る
。
沙
市
で
は
な
く
、
漢
口
が
「
中
園
の
ニ

ι
l
オ

l
リ
ン
ズ
」
に
轄
身
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
地
理
的
篠
件
に
規
定
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
結
果
、
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
も
、
沙
市
は
従
来
と
同
じ
よ
う
に
、
湖
北
西
部
か
ら
四
川
へ
の
在
来
綿
貨
供
給
の
要
と
し
て
の
み
機
能
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1斤嘗り洋糸債格

文(B)

土糸原債

1900=100 

100.。* 288.2 

1疋嘗り コスト総計 | 
新土布 | 沓土布 [ 

文i日E1900=1印0収(D+F)王19∞=ω

悶 7 10∞O. 0 I 658. 1 100.0 * 560. 0 100. 0 * 640. 0 

|1044.9 158.8 I * 960. 0 171. 4 i *附 O

備考〉銀銭比債は，100海開雨=106.95沙雨で換算した。紡糸，織布労賃は， 1909年の

データを基数にとり，銀銭比債の指数に連動するものと して推計した。新土布の

原糸は重さ22爾で，三分のーが土糸，三分の二が洋糸，奮土布の方は25雨の土糸

を使用するものとする(Ii通商奨纂』第1415虎9頁による〕。綿花の秤量単位は花

秤で， 1斤=19雨 2銭であるが，原綿代金は落綿率を考慮して l斤=18雨で計算

した。因みに， 1900年の土糸販頁債格は， 1斤嘗り 370文であった。

* 656.4 159. 3 

文 :1900=1001 

奮土布

1疋嘗り販賀債倍

1900=100 

新士布

文

100.0 

164.1 192.8 1021. 2 

し
つ
づ
け
た
。
二
十
世
紀
に
お
け
る
「
華
西
の
マ
ン
チ
ェ
ス

タ
l
」
の
動
向
は
、
綿
工
業
製
品
の
流
入
が

一
段
落
し
た
あ
と

の
在
来
綿
貨
の
流
通
の
趨
勢
を
み
る
恰
好
の
材
料
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
末
ま
で
急
増
し
つ
づ
け
た

四
川
へ
の
機
械
製
綿
糸
の
流
入
は
、
二
十
世
紀
に
は
レ

る
と
、

一
轄
し
て
四

O
寓
措
前
後
で
停
滞
局
面
に
は
い
っ
た
。
し
台、

し
、
機
械
製
綿
糸
の
流
入
が
お
よ
ぼ
す
在
来
綿
業
へ
の
影
響

は
、
数
年
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
と
も
な
っ
て
二
十
世
紀
初
頭
に
本

格
化
し
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

q
b
 

噌

'ι畠
唱ム

土
布
に
閲
し
て
い
え
ば
、
す
で
に
小
山
正
明
氏
の
詳
細
な
研

究
が
多
く
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
剤
州
布
の
生
産
者

一
八
九

0
年
代
牢
ば
ま
で
は
、
機
械
製
綿
糸
の
使
用

た
ち
は

を
垣
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
買
い
占
め
一
商
人
の
ギ
ル
ド
的
規
制

と
消
費
地
で
の
手
紡
糸
使
用
の
土
布
ハ
奮
土
布
〉
に
劃
す
る
愛

着
と
い
う
、

二
つ
の
要
因
が
作
用
し
て
い
た
。
し
か
し

イ
ン

ト
綿
糸
の
流
入
に
よ

っ
て

四
川
で
の
機
械
製
綿
糸
使
用
土
布

(
新
土
布
)
の
生
産
が
活
瀧
化
す
る
と
、
刑
州
布
も
劃
抗
上
、

機
械
製
綿
糸
の
使
用
に
踏
み
切
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い

(お〉

う
の
で
あ
る
。
さ
き
の
表
|
二
の
一
八
九
九
年
に
お
け
る
調
査
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沙市での新土布

~ 
1沙雨嘗り文 1斤嘗り原綿代金 1斤嘗り紡糸労賃 1斤蛍りj

文 1900=100 文 1900=100 文 : 1900=100 文(A)

1900 ホ1246.4 100.0 * 184. 6 100.0 170.9 100.0 355.5 

1909 * 1823. 3 146.3 本 250.0 146.3 

1915 * 1944. 8 156.0 本 299.6 162.3 266.7 156.0 566.3 

表-7

¥ 項目 1疋嘗り土糸コスト 1疋嘗り洋糸コスト 1疋嘗り織布労賃

年¥
土毎糸(斤A原)債文

新土布 奮土布
毎洋(糸斤B債〕文格

新土布 新，奮土布とも同じ額
A x22+48 A x25+16 B x44+48 

(C) (D) (E) 文(F) 1900=100 

1900 355.5 163.0 264.2 102.5 100.。
1909 * 150. 0 146.3 

1915 566.3 259.6 601. 7 160.0 156.0 

資車iり銀銭比債は，Decennial Retort， 1892-1901， 1902-11， 1912-21， Shasi.原

綿代金と洋糸債格は， 1900年が『通商集纂』第176貌31頁， 1915年が『東亜同文

書院調査報告』 第11回第10巻第 5編物産30葉b，r大日本紡績聯合曾月報』第290

銃74頁。紡糸，織布労賃は， r通商索纂』明治42年第29貌 8頁。庄布の販寅償格

は， 1900年が『通商索纂』第176鋭24頁， 1915年が『大日本紡績聯合曾月報』 第

279競38頁。

単位=措

~I一一分比率 綿花

沙市移出量 |宜昌遁j盈量i沙市分比率

1915 76，467 406，488 

16 21，490 86，501 24.8 99，560 327，389 30.4 

17 13，500 54，571 24.7 31，322 146，633 21. 4 

18 4，690 26，010 18.0 44，200 37，374 118.3 ? 
19 10，870 46，665 23.3 75，100 86，330 87.0 

土布，綿花の沙市常閥移出量と宜昌常開通過量表-8

資料)Returns 01 Trade and Trade Retorts， 1915ー 19，Part 2， Ichang， Shasi. 

で
も
、
大
布
、
庄
布

な
ど
に
機
械
製
綿
糸

を
使
用
す
る
こ
と

は
、
す
で
に
普
遍
化

し
て
い
た
。
沙
市
麓

金
局
の
移
出
入
量
を

比
較
す
る
と
、
湖
北

産
(
町
朝
糸
〉
と
外
園

産
(
洋
糸
)
の
機
械

句。
唱ム

製
綿
糸
は
、
移
出
量

よ
り
も
移
入
量
の
ほ

う
が
多
い
。
と
り
わ

け

一
九

O
O
年

は
、
上
牢
年
し
か
デ

-
夕
、
が
の
こ
っ
て
い

:
、
:
、

4
ト
h
T
l
u
w

ふ

μ

移
入
量
か

ら
移
出
量
を
さ
し
ひ

い
た
地
元
消
費
量

は
、
三
高
三
千
擦
を
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一
八
九
九
年
一
年
聞
の
三
千
捨
あ
ま
り
の
一

一
倍
と
い
う
念
伸
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
沙
市
周
迭
で
の
機
械
製
綿
糸
の
消
費
が
、
世
紀
の
末

年
に
格
段
に
普
及
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
トえ
、

一
九

O
O年
頃
は
機
械
製
綿
糸
の
銭
建
て
債

格
が
も
っ
と
も
低
い
水
準
に
あ
っ
た
時
期
で
、
新
土
布
の
コ
ス
ト
も
そ
の
お
か
げ
で
大
幅
に
低
減
さ
れ
、
市
場
で
の
販
頁
債
格
に
比
べ
、

貫
際
、

表

七

で

こ

こ
ろ
み
た
奮
土
布
と
新
土
布
の
コ
ス
ト
推
計
で
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

疋

首
た
り
三

O
文
ほ
ど
低
か
っ
た
。
一
方
、
奮
土
布
の

コ
ス
ト
は
、
綿
花
の
高
騰
に
と
も
な
う
土
糸
の
値
上
が
り
で
、
販
貰
債
格
よ
り
も
二

O
文

近
く
も
高
く
っ
き
、
大
き
な
コ
ス
ト
割
れ
に
お
い
こ
ま
れ
て
い
た
計
算
に
な
る
。
こ
の
時
離
で
は
、
流
通
市
場
に
お
け
る
奮
土
布
の
劣
勢
は
お

(

お

)

お
い
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
一
商
品
生
産
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
新
土
布
へ
の
轄
換
は
、
避
け
が
た
い
時
代
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
荊

州
布
の
場
合
、
か
つ
て
最
大
の
市
場
で
あ
っ
た
四
川
と
の
閲
係
で
い
え
ば
、

そ
の
轄
換
は
遅
き
に
失
し
た
感
が
あ
る
。
沙
市
周
迭
で
の
機
械
製

綿
糸
使
用
が
本
格
化
し
た
十
九
世
紀
末
年
は
、
す
で
に
四
川
で
の
新
土
布
生
産
が
成
熟
期
を
む
か
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

に
、
沙
市
常
闘
の
土
布
移
出
高
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
も
減
少
し
つ
づ
け
、

一
九
一
八
年
に
は
、

つ
い
に
五
千
捨
を
わ
り
こ
み
、
最
盛
期
の

-114ー

そ
の
結
果
、
刑
州
布
の
四
川
向
け
の
移
出
は
、

二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
も
減
少
し
つ
づ
け
た
よ
う
で
あ
る
。
表
ー
八
に
し
め
し
た
よ
う

三
十
分
の
一
以
下
、

が
占
め
る
割
合
は
四
分
の
一
に
も
お
よ
ば
な
い
。

一
八
九
九
年
と
比
べ
て
も
二
十
分
の
一
以
下
に
激
減
し
た
。
宜
昌
常
闘
の
土
布
流
通
量
と
み
く
ら
べ
て
も
、
沙
市
移
出
分

四
川
市
場
に
お
け
る
刑
州
布
の
退
潮
ぶ
り
は
明
白
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
新
土
布
の
債
格
競
争
力
そ
の
も
の
は
、
筆
者
の
推
計
で
は
、
銭
高
が
最
後
の
ピ

1
ク
を
う

っ
た
一
九

O
四
年
を
さ
か
い
に
、
鈍

(

幻

〉

り
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年
間
、
中
園
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
消
費
量
が
完
全
に
横
ば
い
朕
態
に
な
っ
た
こ
と

カ

マ
ク
ロ
の
面
か
ら
の
誼
擦
の

一
つ
で
あ
る
が
、
表
l
七
の
推
計
は
、
ミ
ク

ロ
の
面
か
ら
そ
の
推
測
を
支
持
し
て
い
る
。

け
る
機
械
製
綿
糸
の
銭
建
て
債
格
は
、
銀
建
て
債
格
の
高
騰
と
銭
安
の
準
行
が
相
乗
し
て
、
一
九

O
O年
の
倍
以
上
に
暴
騰
し
た
。

が
、
綿
花
の
銭
建
て
債
格
は
、
銀
銭
比
債
の
推
移
に
見
合
う
程
度
の
上
昇
に
お
わ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
新
土
布
の
コ
ス
ト
が
二
倍
近
く
に
は
ね

あ
が
っ
た
の
に
針
し
、
奮
土
布
の
コ
ス
ト
は
一
・
六
倍
程
度
で
お
さ
ま
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
販
買
債
格
と
の
比
較
で
も
、
新
土
布
の
コ

一
九
一
五
年
に
お

と
こ
ろ



布
の
奮
土
布
に
劃
す
る
コ
ス
ト
面
で
の
匪
倒
的
な
優
勢
は
、

ス
ト
が
一
疋
嘗
た
り
六

O
文
以
上
も
高
く
つ
い
た
の
に
反
し
、
嘗
土
布
の
方
は
わ
ず
か
五
文
ほ
ど
で
は
あ
る
が
コ
ス
ト
が
下
ま
わ
っ
た
。
新
土

一
八
九

0
年
代
か
ら
一
九

O
四
年
ま
で
の
一
時
的
な
現
象
で
、
そ
れ
以
降
は
銭
安

の
進
行
で
綿
花
と
機
械
製
綿
糸
の
銭
建
て
債
格
が
卒
衡
な
い
し
は
逆
轄
朕
態
を
み
せ
た
結
果
、
新
土
布
と
奮
土
布
の
角
逐
が
長
く
つ
づ
く
こ
と

に
な
っ
た
も
の
と
剣
断
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
刑
州
布
が
四
川
市
場
を
奪
回
で
き
る
可
能
性
を
、

イ
ン
ド
綿
糸
の
流
入
で
勃
興
あ
る
い
は
活
性
化
し
た
四
川
の
農
村
在
来
織
布
業
は
、
す
で
に
自
ら
の
市
場
圏
を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
た
は

た
だ
ち
に
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
八
九

0
年
代
に

ず
で
、
完
成
品
で
あ
る
剤
州
布
の
復
活
は
、
そ
の
市
場
圏
の
侵
害
を
意
味
し
た
。

一
九

O
五
年
以
降
の
事
態
は
、
刑
州
布
の
復
活
よ
り
は
む
し

ろ
、
四
川
の
織
布
農
民
に
原
料
選
擦
の
見
直
し
を
う
な
が
し
た
可
能
性
の
方
が
大
き
い
。
機
械
製
綿
糸
と
綿
花
の
債
格
関
係
次
第
で
、
機
械
製

綿
糸
の
購
入
を
み
あ
わ
せ
て
、
従
来
の
よ
う
に
綿
花
か
ら
糸
を
紡
い
で
原
糸
に
使
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
織
布
農
民
の
選
擦
が
、
こ
こ
四
川
で

(
お
)

も
十
分
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
の
謹
嬢
は
、

四
川
へ
の
湖
北
綿
花
の
供
給
が
二
十
世
紀
に
な
っ
て
も
、

一
直
線
に
は
減
少
せ
ず
、
時
に
は
十
九
世
紀
後
半
を
し
の

-115-

ぐ
年
も
あ
っ
た
と
い
う
事
貫
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九

O
八
年
の
沙
市
と
重
慶
の
海
閥
報
告
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
沙
市
常
聞
か
ら
移
出
さ

(

鈎

〉

れ
た
九
蔦
八
千
携
と
そ
れ
以
外
か
ら
の
八
蔦
九
千
捲
、
合
計
一
八
高
七
千
捨
の
湖
北
綿
花
が
重
慶
ま
で
の
ぼ
っ
て
い
た
計
算
に
な
る
。
沙
市
か

ら
の
移
出
高
は
、
む
し
ろ
一
八
九
九
年
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
表
|
八
で
は
、
宜
昌
を
、
通
過
し
て
揚
子
江
を
遡
っ
た
湖
北
綿
花
は
、
一
九
一

(ωU 

五
年
に
は
四

O
高
携
を
こ
え
、
一
八
八
五
年
の
記
録
を
ぬ
り
か
え
て
い
る
。
沙
市
か
ら
の
移
出
分
も
、
一
九
一
六
年
に
は
一

O
寓
捨
近
く
に
達

し
、
最
盛
期
の
推
計
値
に
な
ら
ん
で
い
る
。
そ
の
後
の
落
ち
込
み
が
、
は
た
し
て
一
遁
性
の
も
の
か
、
長
期
的
な
も
の
か
、
い
ま
の
と
こ
ろ
系

統
的
な
デ
ー
タ
が
用
意
で
き
な
い
の
で
、
結
論
は
保
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
第

一
次
世
界
大
戦
期
ま
で
は
、
四
川
へ
の
湖
北
綿

(

日

記

)

イ
ン
ド
綿
糸
流
入
以
前
に
匹
敵
な
い
し
は
凌
駕
す
る
年
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

花
の
供
給
が
、

115 

四
川
に
お
け
る
新
土
布
と
奮
土
布
の
せ
め
ぎ
合
い
を
う
ら
、
‘
つ
け
る
い
ま
一
つ
の
謹
擦
は
、
全
園
の
場
合
と
同
じ
く
、

四
川
に
お
け
る
機
械
製
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綿
糸
の
消
費
動
向
で
あ
る
。
園
|
三
は、

園
l
一
を
い
さ
さ
か

加
工
し
た
も
の
で
、
寅
線
は

九
の
年
に
四
川
に
供
給
さ
れ
た

機
械
製
綿
糸
の
総
量
、
貼
線
は
、
同
年
に
お
け
る
中
圏
全
韓
へ

の
機
械
製
綿
糸
総
供
給
量
の
十
分
の
一
を
示
し
て
い
る
。
四
川

の
市
場
規
模
に
劃
す
る
本
稿
の
認
識
を
前
提
と
す
る
と
、

も
し

四
川
で
の
機
械
製
綿
糸
の
消
費
が
、
中
圏
全
瞳
の
消
費
動
向
と

ま
っ
た
く
同
じ
テ

ン
ポ
で
進
行
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
寅
線
と

黙
線
は
重
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
貫
際
に
は

J.. 

の
る

圃
l
三
に
は
大
小
ま
ぜ
て
い
く
つ
か
の
ス
レ
が
み
ら
れ
る
の
で

co 

四
川
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
消
費

動
向
の
特
色
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ

ヵ:

こ
の
ズ
レ
に

こ
そ
、

う
か
。一

八
九

0
年
代
半
ば
ま
で
は
、
黙
線
が
わ
ず
か
な
が
ら
上
位

に
あ
る
の
は
、
機
械
製
綿
糸
の
四
川
へ
の
流
入
が
や
や
遅
か
っ

し
か
し
九

0
年
代
に
お
け
る
普
及
の
速
度
は
全
園
卒

均
を
相
蛍
に
う
わ
ま

っ
て

い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
四
川

た
こ
と
、

イ
ン
ド
綿
糸
も
湖
北
綿
花
も
い
ず
れ
も
、
揚
子

江
下
流
か
ら
供
給
さ
れ
る
一商
品
と
い
う
こ
と
で
は
、
匝
別
は
な

か
っ
た
。
か
つ
て
相
場
次
第
で
は
江
新
綿
花
を
も
遡
江
さ
せ
た

に
と

っ
て
は
、



ひ
と
た
び
イ
ン
ド
綿
糸
の
流
入
を
み
る
と
、
そ
の
コ
ス
ト
面
で
の
有
利
さ
に
き
わ
め
て
敏
感
に
反
麿
し
、
急
激
な
普
及

を
う
な
が
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年
聞
に
お
け
る
四
川
で
の
普
及
率
は
、
全
園
卒
均
よ
り
も
若
干
高

め
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
一

0
年
代
後
半
に
は
既
越
の
よ
う
に
、
護
園
戦
争
以
降
の
軍
閥
戦
争
の
激
化
と
い
う
経
済
外
的
な
原
因
か

四
川
の
流
通
経
済
は
、

ら
、
機
械
製
綿
糸
の
消
費
に
は
か
な
り
大
き
な
か
げ
り
が
で
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
一
九
年
ま
で
の
賀
線
と
馳
線
の
動
き
を
こ
の
よ
う
に
解
穫
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
年
ま
で
の
四
川
で
の
消
費
動
向
は
、

代
後
半
に
や
や
経
済
外
的
な
要
因
に
よ
る
襲
調
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
全
園
的
な
動
向
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
テ
ン
ポ
で
推
移
し
て

い
た
、
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
機
械
製
綿
糸
は
こ
こ
四
川
で
も
、
手
紡
糸
の
ほ
ぼ
三
分
の
二
を
駆
逐
し
た
時
黙
で
、
強
力
な
抵
抗
線
に
そ

一
九
一

O
年

の
行
く
手
を
は
ば
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
抵
抗
線
を
さ
さ
え
た
の
が
、
湖
北
産
の
綿
花
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
園
|
三
に
た
ち
か
え
る
と
、

一
九
一
九
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
の
部
分
だ
け
は
、

そ
れ
ま
で
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
賀
線
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と
貼
線
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
平
和
離
が
生
じ
て
い
る
。
全
園
的
な
動
向
で
は
、
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年
間
、
四
百
寓
捲
前
後
で
ず
っ
と
停
滞

じ
て
い
た
機
械
製
綿
糸
の
消
費
量
は
、
一
九
二

0
年
代
に
は
レ
っ
て
一
孝
に
三
百
蔦
鎗
ふ
え
、
二

0
年
代
末
に
は
七
百
寓
措
に
せ
ま
っ
た
。
と

こ
ろ
が
四
川
で
は
二

0
年
代
に
は
い
っ
て
も
、
消
費
量
は
い
っ
こ
う
に
増
加
せ
ず
、
二

0
年
代
末
で
も
あ
い
か
わ
ら
ず
四

O
寓
携
に
も
達
し
な

い
低
水
準
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
全
圏
的
な
動
向
に
相
臨
服
す
る
た
め
に
は
、
二
九
年
は
一
九
年
の
四

O
寓
携
か
ら
七

O
高
権
へ
の
増
加
が
必
要
で

あ
る
が
、
貫
際
は
三

O
高
携
以
上
も
少
な
い
紋
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
二

0
年
代
の
四
川
市
場
が
全
園
的
な
趨
勢
と
は
異
な
る
過
程
を
た
ど
っ
た
事
買
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
す
で
に
前
稿

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
全
園
的
な
規
模
で
も
、
農
村
の
在
来
織
布
業
が
消
費
す
る
機
械
製
綿
糸
は
、
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
以
来
ず
っ
と
、
四

百
寓
携
の
あ
た
り
で
飽
和
朕
態
に
あ
っ
た
。
一
九
二

0
年
代
に
お
け
る
三
百
寓
携
の
増
加
は
、
上
海
、
天
津
、
青
島
な
ど
の
沿
海
都
市
と
、
そ

の
周
没
地
域
に
勃
興
し
た
紡
績
工
場
の
粂
佳
織
布
と
改
良
土
布
の
生
産
が
、
も
つ
ば
ら
吸
牧
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。
ニ

0
年
代
末
の
中
園
で

(
必
)

は
、
在
来
セ
ク
タ
ー
が
四
百
高
措
、
近
代
セ
ク
タ
ー
が
三
百
寓
携
の
機
械
製
綿
糸
を
消
化
し
て
い
た
と
い
う
勘
定
に
な
る
。

」
の
事
離
は
、

117 
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四川に供給された機械製綿糸の番手と生産地

ト番手I10番手以下 I 16番手 I 20番手 I 20番手超過 l合計 1
|、" I-~----~----，------;--~-I一一一一-l卒均番手
川也方"-， 1 梱 % 1 梱 % 1 梱 : % 1 梱 % 1 梱 | 

山東 I
上海 12，800 7. 1 1 5，900 15. 0 1 25，500 64.6 1 5，250! 13. 3 1 39，450 
江 蘇 t 4，000:比 1I 3， 000 11. 3 117， 000: 64. 2 I 2， 500: 9. 4 I 26， 500: 

湖 北 I20，05び58.4I 3，135 9.1 I 9，745 28.4 I 1，400: 4.1 i 34，330: 

計 26，問ぉ 4い2，ω5'11. 8 I 52， 245' 51. 3 I山 650:10.5 1101，780， 

表-9

32.0 

20.3 

19.2 

14.3 

1，500， 1，500100.。

18.1 メ込
日

と
こ
ろ
が
四
川
で
は
、
二

0
年
代
も
軍
閥
割
擦
が
つ
づ
い
て
、
沿
海
地
方
の
よ
う
な
近
代
的
な
綿

工
業
の
成
長
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
紡
績
工
場
に
つ
い
て
い
え
ば
、
抗
日
戦
争
で
上
海
な

ど
の
紡
績
工
場
が
疎
開
し
て
来
る
ま
で
、

つ
い
に
設
立
を
み
な
か
っ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

一
九
一
二
|
一
九
年
の
八
年
間

:
五
二
八
人
に

第 5巻第1期(民園23年7月)18ー 22頁。

る
。
織
布
工
場
で
は
、
張
事
君
ら
が
ま
と
め
た
一
覧
表
に
よ
れ
ば
、

に
設
立
さ
れ
た
の
が
、
一
六
工
場
、
資
本
総
額
、
九
九
高
三
千
元
、
州
労
働
者
数
、

封
し
、

献
労
働
者
数
、

二
O

二
九
年
の
十
年
聞
は
、

(

円

相

〉

一
、
四
三
六
人
で
あ
っ
た
と

い
う
。

工
場
数
こ
そ
、

資
本
総
額
、

二
八
蔦
三
千
元
、

=
二
工
場
、

二
0
年
代
の
方
が
倍
近
く
で
あ
る
が
、
州
労
働
者

数
は
ほ
ぼ
同
じ
、
資
本
総
額
に
い
た
っ
て
は

一
0
年
代
の
方
が
三
倍
以
上
に
も
な
る
。

か
な
ら
ず

四
川
で
は
一
九
二

0
年
代
に

し
も
網
羅
的
な
デ
ー
タ
と
は
い
え
な
い
の
で
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
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お
け
る
織
布
工
場
の
増
加
は
、

一
0
年
代
に
も
及
ば
な
レ
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
改
良
土
布
の
生
産
に
つ
い
て
も
、
二

0
年
代
に
お
け
る
四
川
の
立
ち
遅
れ
は
否
定
で
き
な

ふ
つ
う
二
十
番
手
超
過
の
細
い
綿
糸
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

ぃ
。
改
良
土
布
の
生
産
に
は
、

四
川
に
供
給
さ
れ
た
機
械
製
綿
糸
は
、
九

O
バ

1

セ
ン
ト
近
く
が
二
十
番
手
以
下
で
あ
っ
た
。
二
十
番
手
超
過
は
、
上
海
か
ら
の
供
給
が
主
で
あ
っ
た

表
ー
九
の
よ
う
に
、

一
九
三
四
年
の
調
査
で
は
、

「四川月報」

が
、
合
計
で
は
よ
う
や
く
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
わ
ず
か
に
こ
え
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
比
率
は
、

資料j

同
年
に
お
け
る
山
東
省
の
二
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
湖
南
省
の
一
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

(

必

)

と
比
べ
て
も
、
相
嘗
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
四
川
で
の
改
良
土
布
生
産
が
、
山
東
は
お
ろ
か
、
湖
南

に
も
お
よ
ば
な
い
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
如
寅
に
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
九
二

0
年
代
の
四
川
は
、
紡
績
工
場
の
粂
営
織
布
と
改
良
土
布
の
生
産
と
い
う



近
代
セ
ク
タ
ー
の
形
成
が
、
沿
海
地
方
に
比
し
て
、
決
定
的
に
立
ち
遅
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
四
川
で
は
一
九
二

0
年
代
に
お
い
て
も
、
沿
海

地
方
の
新
し
い
動
向
を
よ
そ
に
、
あ
い
か
わ
ら
ず
農
村
の
在
来
織
布
業
の
分
野
に
お
け
る
新
土
布
と
奮
土
布
の
角
逐
が
、
機
械
製
綿
糸
の
消
費

を
抑
制
し
つ
づ
け
て
い
た
。
近
代
セ
ク

タ
ー
に
属
す
る
綿
製
品
は
、
上
海
を
は
じ
め
と
す
る
、
沿
海
都
市
か
ら
の
供
給
に
仰
ぐ
ほ
か
な
か
っ
た
。

で
あ
る
。

そ
し
て
筆
者
の
見
解
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
地
域
開
格
差
こ
そ
が
、
あ
の
園
l
三
の
貼
線
と
貫
線
の
需
離
を
結
果
し
た
も
の
と
考
え
る
の

一
九
二

0
年
代
に
は
い
っ
て
綿
花
流
通
に
新
し
い
動
き
が
で
て

他
方
、
在
来
綿
貨
の
供
給
地
、
沙
市
で
は
、
消
費
地
の
四
川
と
は
異
な
り
、

一
貫
し
て
は
か
ば
か
し
い
進
展
を
み
な

き
た
。
園
|
ニ
に
た
ち
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
一商
社
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

1933年沙市集散綿花の出荷地

X! 
生産高 出 荷 高

携 % 猪 % 

江 陵 206，550 : 27.5 104，287: 37.0 

松 滋 99，825 13.3 52，351 18.6 

品~、 文戸 ι‘・ 117，600 15.6 43，826 15.6 

石 首 113，190 15.0 44，898 15.9 

枝 江 54，000 7.2 14，413 5. 1 

監 利 139，860 18.6 12，072 4.3 

:R 都 14，832 2.0 4，599 1.6 

，且4ーー・ 昌 6， 551 ~ 0.9 5，068 1.8 

J口b‘ 計 I752， 408: 100. 0 I 28山 4!100.0 I 

表-10
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資料) l'経済評論』第2各第7鋭(民薗24年7月〉
8頁附表，第 85虎(8月)7頁。

備考〉出荷高の小数黙以下は四捨五入した。

か
っ
た
沙
市
の
海
関
経
由
に
よ
る
綿
花
移
出
は

一
九
二
三
年
に
い
た
っ
て
に

わ
か
に
急
増
し
は
じ
め
た
。
二
三
年
に
一
九
寓
措
の
史
上
最
高
を
達
成
し
た
の

-119ー

も
序
の
口
で

そ
の
後
二
六
年
ま
で
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
増
加
し

二
八
年
に
は

つ
い
に
七

O
蔦
携
を
突
破
し
て
、
民
園
期
の
最
高
を
記
録
し
た
。

一
九
二
三
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
沙
市
の
綿
花
移
出
ブ
l
ム
は
、
在
来
の
綿
花

一
九
三
三
年
に
沙

流
通
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
表
ー
一

O
に
は
、

市
に
移
入
さ
れ
た
綿
花
の
出
荷
地
を
示
し
て
い
る
。
表
ー
五

B
の
一
八
九
九
年

に
お
け
る
出
荷
地
と
封
照
す
れ
ば
、

一
目
瞭
然
な
よ
う
に
、
監
利
一
牒
を
の
ぞ

い
て
か
つ
て
の
出
荷
地
は
す
べ
て
姿
を
消
し
て
い
る
。
沙
市
に
集
散
す
る
綿
花

は
、
生
産
地
自
瞳
-か
か
っ
て
と
は
一
出
現
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
江

陵
と
監
利
を
別
と
す
れ
ば
、
ほ
か
の
六
懸
は
、
沙
市
か
ら
み
る
と
揚
子
江
の
針

岸
、
そ
れ
も
上
流
域
に
む
か
つ
て
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
地
理
的
な
位
置
関
係
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i少市周迭7勝、産出綿花の内謬

~ 
沙市周透7豚 湖北省全種

沙市周逃7係
の占める割合

生産捻品 |在来種% アメリ 生産捻局 ll在来種% アカ種メリ% 生産高~I在来種% アカ種メリ% ! t カ種%

1918 2，325，170: 

1919 167，000 1，207，000 13.8 

1920 相オ 1，580，000 12.9[ 

1921 89，50 615， 150 14.51 

1922 413，500i 52.6 47.4 2，029，850 62.4 37.6 20.4i 17.2 25.7 

1923 683，900 52. 1 47.9 1，271，760 61. 9 38. 1 67.6 

1926 311，620 38.5 61. 5 1，112，0531 72.2 27.8 28.0! 15.0 61. 9 

1927 320，520 39.4 60.6 35.7 40.3 

1928 1，179，987 2.0 98.0 2， 728， 2831 32. 4 67.6 43.3i 2.7 62.7 

1929 499，950 1.4 98.6 1，547，7001 32.0 68.0 32.31 1. 5 46.8 

表-11

資料) IT"民図九年至十八年中園柿産統計」

備考) 7豚とは，江陵，公安，松滋，枝江，宜都，石首，監利である。 1921年まではア

メリカ種は皆無となっているが，おそらく統計の取り方がまだ在来種とアメリカ

種を匿別していなかったゆえであろう。 1924，25年はデータを紋く 。

は
、
沙
市
が
揚
子
江
下
流
域
へ
の
綿
花
集
散
地
に
か
わ
っ
た
こ
と
を
よ

く
表
し
て
い
る
。

さ
ら
に
ζ
れ
ら
の
地
域
で
生
産
さ
れ
る
綿
花
は
、

表
ー

一一

の
よ
う

湖
北
省
の
中
で
は
際
だ

っ
て

ア
メ
リ
カ
種
(
洋
花
)
の
比
率
が

-
高
か
っ
た
。

一
九
二

0
年
代
後
牢
に
は
、
沙
市
周
造
七
鯨
の
綿
花
生
産

高
は
、
全
瞳
と
し
て
は
湖
北
省
全
盟
の
三
割
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

に
、
ア
メ
リ
カ
種
に
か
ぎ
る
と
五
割
を
こ
す
比
率
を
占
め
て
い
た
。

か

っ
て
四
川
に
移
出
さ
れ
て
い
た
在
来
種
(
土
花
)
が
手
紡
用
に
適
し
て

ア
メ
リ
カ
種
は
お
も
に
紡
績
用
に
栽
培
さ
れ
る
も

い
た
の
に
劃
し
て
、

の
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
種
と
は
い
っ
て
も
、
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こ
の
よ
う
に

康
範
に
普
及
し
て
い
た
か
ら
に
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
地
域
の
土
『援
に
遁

臆
し
た
も
の
、
換
言
す
れ
ば
退
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
紡
績
用
と
し
て
は
品
質
の
貼
で
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、

そ
の
生
産
は
沿
海
地
方
の
紡
績
工
場
へ
の
供
給
を
前
提
と
し
て
い
た
。

一
九
二
三
年
の
沙
市
海
開
報
告
は
、
こ
の
地
域
で
の
綿
花
生
産
念
増

の
原
因
を
、

「
第
一
に
、
以
前
胡
蹴
、
大
豆
、

コ
l
リ
ャ
ン
な
ど
を
植

え
て
い
た
地
方
が
、
今
年
は
多
く
綿
花
に
代
え
た
こ
と
。
第
二
に
、
天

候
が
温
順
で
、
牧
穫
さ
れ
た
綿
花
の
質
が
き
わ
め
て
よ
く
、

(

日

制

)

去
年
よ
り
一

O
元
も
高
い
四
|
五

O
元
で
貰
れ
た
こ
と
」
の
二
貼
に
も

一
捨
嘗
り



と
め
た
。
単
年
に
か
ぎ
る
と
因
果
闘
係
に
混
凱
が
み
ら
れ
る
が
、

一
九
一
一
一

J
二
三
年
の
事
態
の
推
移
を
集
約
的
に
説
明
し
た
記
述
と
讃
ん
で

お
き
た
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
園
民
族
工
業
の
「
黄
金
時
期
」
も
後
期
に
な
る
と
、
紡
績
用
原
綿
の
不
足
が
深
刻
化
し
、
中
園

「
一
九
二
三
年
恐
慌
」
を
契
機
に
、

「
在
華
紡
」
が
太
糸
か
ら
細
糸
に
生
産
シ
フ

ト
を
は
じ
め
る
と、

綿
花
の
相
場
は
高
騰
し
た
。
と
く
に
、

(

必

)

中
園
綿
花
市
場
で
の
細
糸
用
良
質
綿
花
に
劃
す
る
需
要
は

い
っ
き
ょ
に
高
ま
っ
た
。

一
九
一
二
年
以
降
の
沿
海
都
市
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
紡

績
業
の
新
し
い
展
開
が
、

か
つ
て
は
胡
航
の
産
地
で
あ
っ
た
沙
市
の
揚
子
江
針
岸
地
域
に
、

ア
メ
リ
カ
種
綿
花
の
栽
培
を
ま
た
た
く
ま
に
普
及

さ
せ
、
沙
市
を
、
漢
口
、
天
津
に
つ
ぐ
中
闘
第
三
の
綿
花
移
出
港
に
成
長
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
沙
市
は
、
沿
海
地
域
へ
の
原
綿
供
給
市
場
と
し

て
、
揚
子
江
下
流
域
と
の
結
び
つ
き
合
強
め
、

「
華
東
の

一一ュ

l
オ

1
リ
ン
ズ
」
に
嬰
身
し
た
。

む

す

び

在
来
綿
貨
の
流
通
と
い
う
き
わ
め
て
か
ぎ
ら
れ
た
覗
野
か
ら
の
観
察
で
は
あ
る
が
、
中
圏
全
韓
の
動
向
と
封
比
し
な
が
ら
、

一
八
八

0
年
代

-121ー

か
ら
一
九
三

0
年
代
に
か
け
て
牢
世
紀
除
り
に
わ
た
る
華
西
地
核
市
場
の
出
演
濯
を
た
ど

っ
て
き
た
。
そ
の
起
伏
に
と
ん
だ
プ

ロ
セ
ス
を
要
約
し

て
、
む
す
び
と
し
た
い
。

イ
ン
ド
か
ら
の
機
械
製
綿
糸
が
流
入
し
て
く
る
以
前
、
沙
市
と
四
川
は
、
自
然
の
要
害
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
職
、
迭
の
動
脈
で
も
あ
る
三
峡

と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
、
通
じ
て
、

一
つ
の
大
き
な
地
域
市
場
を
か
た
ち
づ
く

っ
て
い
た
。
四
川
の
旺
盛
な
綿
花
需
要
は
往
々
に
し
て
、

(
円
引
)

場
圏
を
も
こ
え
て
江
蘇
、
新
江
に
ま
で
そ
の
取
引
の
手
を
贋
げ
て
い
た
。

」
の
市

一
八
九

0
年
代
に
急
増
し
た
イ

ン
ド
綿
糸
の
四
川
へ
の
流
入
は
、
こ

四
川
で

の
イ
ン
ド
綿
糸
に
よ
る
新
土
布
生
産

一
九
一

0
年
代
後
半
に
は
往
時
の
委
は
み
る
か
げ
も
な
く
な
っ
た
。
四
川
で
の
需
要
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
遡

江
し
て
い
た
江
蘇
、
新
江
、
そ
し
て
湖
北
の
綿
花
も
、

の
よ
う
な
在
来
綿
貨
の
流
通
朕
況
を
一
獲
さ
せ
た
。
沙
市
の
最
大
の
一
商
品
で
あ
っ
た
刑
州
布
は
、

の
勃
興
で
、
移
出
量
が
急
減
し
、

一
八
九

0
年
代
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
新
興
綿
工
業
園
日
本
へ

121 

と
流
れ
を
か
え
て
い
っ
た
。
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し
か
し

二
十
世
紀
初
頭
、

銀
銭
比
債
の
銭
安
へ
の
一
轄
を
さ
か
い
に
し
て

験
入
綿
糸
使
用
の
新
土
布
は

コ
ス
ト
面
で
の
優
位
を
失

ぃ、

奮
土
布
と
の
長
い
角
逐
が
は
じ
ま

っ
た
。

十
九
世
紀
末
ま
で
一
直
線
に
ふ
え
つ
づ
け
、
四
O
省
内
捨
を
こ
え
た
四
川
の
機
械
製
綿
糸
消
費
量

四
川
に
お
け
る
綿
貨
消
費
の
三
分
の

一
を
保
持
し
つ
づ
け
た
と
推
計
さ
れ
る
奮

は
、
二
十
世
紀
に
は
い
る
と
完
全
な
停
滞
局
面
を
む
か
え
た
。

土
布
は
、

そ
の
原
料
綿
花
と
し
て
、
す
く
な
く
と
も
一

九
一

0
年
代
後
半
ま
で
は
、
年
に
よ

っ
て
は
往
時
に
匹
敵
す
る
量
の
湖
北
綿
花
を
消
費

し
っ
さ
つ
け
た
。

沙
市
は
依
然
と
し
て
四
川
市
場
と
、

つ
よ
い
紳
で
む
す
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
時
勤
ま
で
の
四
川
で
の
機
械
製
綿
糸
消
費
動
向

は
、
若
干
の
出
入
は
あ
る
に
し
て
も
、

ほ
ぼ
中
圏
全
盟
の
十
分
の
一
の
ス
ケ
ー
ル
で
推
移
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
二

0
年
代
に
な
る
と、

沿
海
地
方
に
お
け
る
近
代
セ
ク

タ
ー
の
形
成
が
、
機
械
製
綿
糸
の
消
費
傾
向
に
著
し
い
地
域
開
格
差

を
も
た
ら
し
た
。

四
川
で
は
あ
い
か
わ
ら
ず
、
農
村
の
在
来
織
布
業
に
お
け
る
太
糸
需
要
が
大
部
分
を
占
め
、
細
糸
を
需
要
す
る
改
良
土
布
の

生
産
な
ど
は
き
わ
め
て
微
弱
で
あ
っ
た
。

ご
九
二
三
年
恐
慌
」
以
降
の
新
し
い
胎
動
か
ら
、

四
川
は
完
全
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

来
と
は
異
な
る
ア
メ
リ
カ
種
綿
花
の
生
産
、
流
通
構
造
が
形
作
ら
れ
て

い
た
。
か
つ
て
の

「古
準
西
の
マ
ン
チ

ェ
ス
タ

l
」
は
、

い
ま
や
上
海
を

-122-

一方、

一
九
二

0
年
代
の
沙
市
で
は
、

沿
海
地
方
の
近
代
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
細
糸
用
原
綿
の
需
要
と
い
う
、
新
た
な
市
場
を
め
ざ
し
て
、
従

中
心
と
す
る
も
う
一
つ
大
き
な
市
場
圏
の

一
部
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
原
料
供
給
市
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た。

年
代
は
、
新
た
な
地
域
開
格
差
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
中
園
綿
業
の
市
場
構
造
に
地
殻
慶
動
が
惹
起
さ
れ
た
時
期
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二

O

こ
の
よ
う
な
半
世
紀
に
わ
た
る
「
葦
西
の
マ
ン
チ
占
ス
タ
l
」
の
動
向
は
、
綿
工
業
製
品
流
入
以
降
に
お
け
る
中
園
綿
業
の
展
開
過
程
を
過

不
足
な
く
反
映
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

註(
1
)

森
時
彦
「
中
園
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程
」
|
|

『
東
方
皐
報
』
第
六
十
一
m

m

(

一
九
八
九
年
一
二
月
)
五
一一一一一一
J
五
三
五

頁
。
以
下、

森
l
一
九
八
九
年
と
省
略
す
る
。

(

2

)

圏
務
院
人
口
普
査
緋
公
室
・
園
家
統
計
局
人
口
統
計
司
編
『
中
園
一

九
八
二
年
人
口
普
査
資
料
』
(
中
園
統
計
出
版
社
一
九
八
五
年
〉
一

六
頁
。
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(

3

)

河
内
、
。
ミ
ミ

H

t

ミ
N
.
s
.
3
S
Q
E
.
5
0
¥
H
E
N
w
h
i
F
R
3

。
F

E
昌
宮
、
.
。
」
、
。
。
書
道
町
、

3
』白川
M
m
l
u
J

閉，・
ω
・
〉
・
ロ
oロg
m
w印

ω
巾

na

t
o
p
吋}戸。

Z
O
H
F
・
開
白
鬼
門
田
口
円
釦
由
主
5
H
M
B
訟
の
o
S官一口山、
u

H
∞申∞-

-
u
N
J
1
・

(

4

)

張
暴
君
・
張
一
利
紅
『
四
川
近
代
工
業
史
』
(
四
川
人
民
出
版
社
一

九
九
O
年
)
は
、
民
園
『
法
陵
鯨
綴
修
法
州
志
』
巻
一
八
の
記
事
を
引

い
て
、
綿
糸
、
綿
布
を
は
じ
め
と
す
る
工
業
製
品
が
四
川
に
浸
入
し
た

の
は
、
お
お
よ
そ
一
八
六

0
年
代
、
同
治
年
間
に
始
ま
る
と
述
べ
て
い

る
(
三
九
頁
)
。
以
下
、
張
ー
一
九
九
O
年
と
省
略
す
る
。

〈
5
)
漢
口
海
開
報
告
を
参
照
す
る
と
、
四
川
へ
の
外
園
綿
糸
の
ト
ラ
ン
ジ

ッ
ト
と
し
て
、
一
八
七
八
年
、
三
携
、
七
九
年
、
一
八
猪
と
い
う
よ
う

に
、
す
で
に
一
八
七

0
年
代
末
か
ら
ご
く
微
量
な
が
ら
記
録
さ
れ
て
い

る
。
八

0
年
代
に
は
い
る
と
や
や
増
加
す
る
も
の
の
、
せ
い
ぜ
い
で

二
百
数
十
猪
に
す
ぎ
な
い
(
河
内
室
、
ま
弐
叫

4
2
b
g札
吋

E
b

見
町
、
。
ミ
♂
昆
ミ

l
g‘】

V

白『丹
N-

国
g
r
o
d〈〉
。

(

6

)

有
賀
長
文
等
「
清
園
出
張
復
命
書
」
明
治
二
十
九
年
、
六
二
頁
。
ぃ

ま
は
、
小
山
正
明
「
清
末
中
闘
に
お
け
る
外
園
綿
製
品
の
流
入
」
l
|

『
近
代
中
菌
研
究
』
第
四
輯
(
東
京
大
皐
出
版
舎
一
九
六

O
年
〉
一
一

O
頁
に
よ
る
。
以
下
、
小
山
l
一
九
六

O
年
と
省
略
す
る
。

(

7

)

機
械
製
綿
糸
の
四
川
へ
の
流
入
が
、
四
川
各
地
に
お
い
て
手
紡
糸
の

生
産
を
衰
退
さ
せ
て
湖
北
綿
花
あ
る
い
は
地
元
綿
花
を
腐
逐
し
て
い
っ

た
状
況
に
つ
い
て
は
、
張
l
一
九
九

O
年
四
一

J
四
五
頁
が
詳
し
い
。

(

8

)

「
沙
市
〔
明
治
〕
三
十
四
年
第
三
季
貿
易
」
|
|
『
通
商
品
探
纂
』
第

二
一
一
続
二
四
頁
。

(

9

)

以
上
、
「
沙
市
綿
布
」
(
〔
明
治
〕
三
十
三
年
八
月
二
日
附
在
沙
市
一
帝

園
領
事
館
報
告
)
|
|
『
遁
爾
粟
纂
』
第
一
七
六
貌
三
二
頁
。

(
叩

)

h

a
氏、

.2
。¥
M
J、b
n
州
向
。
潟
、
同
コ
、
hHR
柏
町
河
内
、
。
ミ
♂
』
匂
も
唱
.
H
M
曲同昨日.

。
r
g
m
r
s
m
-
司・

5
F
い
ま
は
、
小
山
l
一
九
六

O
年
六
八
頁
に

よ
る
。

(
日
)
「
沙
市
商
業
ノ
扶
況
」
(
〔
明
治
〕
一
一
一
十
一
年
六
月
十
四
日
附
在
沙
市

領
事
館
報
告
)
|
|
『
通
商
実
纂
』
第
一

O
四
貌
二
頁
。

(
ロ
)
以
上
、
前
掲
「
沙
市
綿
布
」
一
八
、
三

O
頁。

(
日
)
こ
の
よ
う
な
数
値
で
さ
え
、
調
査
の
携
蛍
者
は
「
右
四
種
ハ
極
メ
テ

小
額
ニ
算
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
其
貧
数
ハ
進
一
一
上
-
一
ア
リ
ト
信
ス
ル
ナ
リ
」

(
前
掲
「
沙
市
綿
布
」
三
一
頁
)
と
、
ミ
ニ
マ
ム
の
数
字
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
強
調
し
て
い
る
。

(
M
〉
MN
ミ
ミ
・
言
。
L

『同】、
hH
礼
町
お
宝
仙
叫
コ
、
AH
丸
、
河
内
、
。
、
H
h

』白一
ump
可
m
w
H
H
N
・

ω
r
陣
営
唱
-HHω

・
HNA
司
、
。
ミ
。
¥
H
F
A刊
〉

hv
，as詰
H
D
(
U
E
諸
島
。
L
司

H
b
内

~wNQ門
知

~vN
『
誌
の
bnN
若
宮
、
ロ
¥
。
。
吉
宮
内
、
円
余
』
匂
屯
臥
l
u
J

阿り・
ω
・〉・

切
D
E
E
m
-
∞
ω
E
F
OE
-

司-
M
叶
・
な
お
、

表
|
ニ

B
の
一
九

O
O年
上
半

年
の
土
布
移
出
量
、
七
五
、
八
四
二
猪
を
豊
純
に
二
倍
す
る
と
、
一
九

0
0年
は
一
五
蔦
捨
を
こ
え
、
最
盛
期
の
数
字
を
回
復
し
た
こ
と
に
な

る
が
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
な
土
布
出
荷
の
季
節
的
サ
イ
ク
ル
か
ら
考

え
る
と
、
た
ぶ
ん
そ
の
よ
う
な
計
算
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
一
九

O
O年
、
漢
口
の
圏
内
産
品
〈
土
貨
)
移
入
総
額
は
、
五
二

O

蔦
海
関
雨
、
制
到
外
輸
出
総
額
は
、
六
二
ハ
高
海
開
雨
で
あ
っ
た
(
匂
中

町内浴場札口
b
h

河
内
、
有
子
出
足
l
S
2・
〈
D
一-
Y

司
日
由
日
『
最
近
三
十

四
年
来
中
園
通
商
口
岸
封
外
貿
易
統
計
』
一
中
部
一

O
九
頁
)
。

(
日
〉
「
清
園
重
慶
商
広
ノ
諸
規
約
弁
習
慣
」
(
〔
明
治
〕
一
二
十
年
二
月
十
七

日
附
在
重
慶
領
事
館
報
告
)
|
|
『
通
商
柔
纂
』
第
七
二
挽
附
録
五
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頁
。

(
口
〉
見
ミ
足
、
W
M

柄
。
¥
叫
コ
、
お
礼
儀
w
b
w
=
凡
叫

42
丸
、
河
内
、
。
、
h
F
』
恒
同
u
w
-
J
『
円
N
-

H
n
Eロ
m
-
司
印
∞
・
N
F
K

尽
き
"
E
Z
N
-
E
H
E
m
-
司

-g・
こ
の
綿

花
移
入
量
を
基
礎
に
、
剤
州
布
の
移
入
量
を
い
ず
れ
の
年
も
一
五
高
指

と
措
定
す
れ
ば
、
四
川
へ
の
綿
貨
総
供
給
高
は
、
一
八
八
五
年
で
綿
花

三
五
寓
捻
に
、
外
園
綿
布
七
蔦
三
千
搭

〔同
じ
く
一
疋
H
H

二
・
二
ポ

ン
ド
で
換
算
〕
を
く
わ
え
て
、
合
計
五
七
蔦
三
千
捲
、
九
O
年
で
綿
花

二
七
高
捲
、
外
闘
綿
布
六
高
五
千
捨
に
、
外
園
綿
糸
一

O
高
一
千
捲
を

く
わ
え
て
、
合
計
五
八
蔦
五
千
猪
と
い
う
計
算
に
な
る
。
四
川
の
綿
貨

消
費
高
に
関
す
る
推
計
に
近
い
数
字
で
あ
る
。

(
凶
)
見
ミ
N
h
w
-冶
M

。
¥
同
3
、
ぬ
丸
町
b
R
叫
叫
J

、ぬ礼儀
司
勾
町
、
。
之
助
"
』
白
m
X
F
H
V
白
円
円
N
W

ω}回
白
帥
F

℃

-HH
ω・

(日
)
N
N
ミ
ミ
ゴ
旬
。
L

『
叫
ユ
、
お
礼
町
ぬ
主
叫
叫
3
w
d
人
向
河
内
、
。
、
H
h
w
』
白
白
h
-
H
ν
m
ユ
N・

Hnr曲
目

m
-
℃
・
印
∞
-

(
却
)

「
本
年
一

月
ヨ
リ
一
一
一
月
ニ

至
ル
沙
市
一商
況
」
(
〔明
治
〕
三
十
年
四
月

二
十
五
日
附
在
沙
市
領
事
館
報
告
)
l

l
a
『
通
商
品提
纂
』
第
六
六
競

一一二一貝。

(
紅
)
』
C
H
S
・

2
。
¥
叫
】
、
Q
R
H
吋
ぬ
ミ
札
叫
ヨ
、
d
n
同
町
河
内
、
。
、
H
F
』
匂
匂
M
-
H
ν
白
円
円
N
U

Hnvrm
ロ
m
-
同)・日∞

(
泣
)
河
内
町
ミ
ゴ
柄
。
¥
吋
、
お
丸
、
応
、
=
凡
叫
1

、
a
n
同
町
河
内
凡
さ
ミ
♂
』
白
尚
一
J
HUmHFN-

F
一
戸
自
由
・
司
-
2・
も
っ
と
も
こ
の
年
は
、

漢
口
か
ら
の
総
迭
に
手
聞
取

っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
「
重
慶
で
の
相
場
は
、
一
捻
あ
た
り
約
二
一悶
下

落
し
て
し
ま
い
」
‘
取
引
業
者
は
多
大
の
損
失
を
こ
う
む
っ
た
と
い
う
。

(
幻
)
勾
ミ
臣
、
辺
倒
。
¥
叫
J
b
札
m
w
b
宮
叫
吋
、
。
札
ぬ
河
内
、
。
ミ
F
H
N
W
白
川
P
H
M
R
円
N
・

Z
E回

目

sd〈℃
・∞品・

(μ)

「
清
園
漢
口
港
棉
花
一商
況
」
(
〔
明
治
〕
二
十
年
一
月
十
七
日
附
在
漢

口
領
事
館
報
告
〉
|
|
『
通
商
報
告
』
第
八
銃
五
頁
。

(
お
)
「
補
選
江
漠
関
貿
易
報
告
(
節
録
)
」
|
|
『
湖
北
近
代
経
済
貿

易
史
料
選
輯
』
第
五
輯
(
武
漢
一
九
八
七
年
)
二
二
八
頁
。

(
叩
山
)
勾
ミ
ミ
・

2
。
¥
叫

4

可
ぬ
丸
、
お
お
札
叫
3
w
d
札
魚
川
河
内
、
。
、
H
h
w
』
匂
唱
。
・
同
ν
日
円
N
-

-nr白ヨmwH)・白白・

(
幻
)
以
上
、
「
渓
口
棉
花
市
況
」
(
〔
明
治
〕
三
十
五
年
十
一
月
六
日
附
在

漢
口
領
事
館
報
告
)
|
|
『
通
商
嚢
纂
』
第
二
四
二
一
抗
七
頁
。

(
お
)
「
漢
口
棉
花
一
商
況
並
樹
脂
作
況
」
(
〔
明
治
〕
三
十
七
年
二
月
六
日
附

在
漢
口
領
事
館
報
告
)
|
|
『
遁
爾
嚢
纂
』
明
治
三
十
七
年
第
ご
ニ
挽

六
頁
。

(
却
)
「
漢
口
輸
出
棉
花
の
激
増
」
|
|
『
大
日
本
紡
績
聯
合
曾
月
報
』
第

一
四
七
競
(
明
治
三
十
七
年
十
二
月
)
一
一
一
一
頁
。

(
ぬ
)
「
沙
市
三
十
四
年
貿
易
年
報
」
(
〔
明
治
〕
三
十
五
年
五
月
二
日
附
在

沙
市
脅
園
領
事
館
報
告
〉
|
|
『
通
商
品提
纂
』
第
一二

七

銃

九

O

頁。

(
紅
)
「
沙
市
本
邦
一
商
庖
開
閉
及
管
業
状
況
」
(
〔
明
治
〕
三
十
八
年
一
月

二
十
日
附
在
沙
市
帯
園
領
事
館
報
告
)
|
|
『
通
商
奨
纂
』
明
治
三
十

八
年
第

一
四
銃
一
頁
。

(
辺
)
「
沙
市
三
十
六
年
貿
易
年
報
」
(
〔
明
治
〕
三
十
七
年
十
二
月
二
十
二

日
附
在
沙
市
一
帝
園
領
事
館
報
告
)
|
|
『
一週
一
商
索
纂
臨
時
増
刊
』
明
治

三
十
八
年
第
四
二
銃
一
五
頁
。

(
お
)
「
沙
市
三
十
五
年
貿
易
年
報
」
(
〔
明
治
〕
三
十
七
年
五
月
十
七
日
附

在
抄
市
一
帝
園
領
事
館
報
告
)
|

|
『
通
商
業
纂
』
明
治
三
十
七
年
第
一
一
一

四
続
二
八
頁
。
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(
引
叫
)
河
ミ
民
、
潟
両
。
¥
叫

.
4

、
。
丸
、
お
宮
凡
叫
3
、
b
n
同
町
河
内
、
。
、
H
h
-
N市
淀
川
行
司
釦
『
同

N
・

ω
r曲
目
「
匂
-
H
M
A
H

・

(
お
)
小
山
!
一
九
六

O
年

七

一

J
七
六
頁
。

(
お
)
と
く
に
剤
州
布
の
場
合
、
最
大
の
市
場
で
あ
る
四
川
で
の
販
頁
債
格

は
、
三
峡
を
の
ぼ
る
運
賃
が
加
算
さ
れ
て
、
そ
の
劣
勢
は
よ
り
増
幅
さ

れ
た
。
一
八
九
九
年
の
重
慶
で
は
、
一
尺
嘗
た
り
剤
州
布
、
二
五
文
に

射
し
、
四
川
産
の
新
土
布
は
二
ハ
J
一
八
文
で
あ
っ
た
〈
森
l
一
九
八

九
年
五
一
四
頁
〉
。

(
幻
)
銀
銭
比
債
と
総
入
綿
糸
の
銭
建
て
債
格
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
森
|

一
九
八
九
年
五

O
四
J
五一

O
頁
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
一
九

O
五
年
以
降
の
沙
市
で
、
銭
安
傾
向
に
よ
る
機
械
製
綿
糸
の
債

格
高
騰
に
制
開
魔
し
て
織
布
原
料
の
比
率
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
た
例
に
つ

い
て
は
、
森
時
彦
「
『
一
九
二
三
年
恐
慌
』
と
中
園
紡
績
業
の
再
編
」

|
|
』

『
東
方
皐
報
』
第
六
十
二
崩
(
一
九
九

O
年
一
一
一
月
)
五
二
三
頁
参

照
の
こ
と
。
以
下
、
森
l
一
九
九

O
年
と
省
略
す
る
。

(
叩
却
)
勾
ミ
ミ
・

2
。
¥
叫
ヨ
、
お
札
m
w
b
宮
地
叫

22n同
町
見
A
W
M
V

也、
H
h
U
S
E
-

司
自
片
岡
・

(
い
「
ロ
ロ

mrMロ
間
・
司

H
印
ゲ

ω
r曲
目
「
司
目

H
叶
由
・

(
必
〉
湖
北
綿
花
は
、
漢
口
か
ら
上
海
、
日
本
に
お
く
ら
れ
て
、
近
代
的
な

紡
績
工
業
の
原
綿
に
使
用
さ
れ
る
ル
l
ト
と
、
沙
市
か
ら
四
川
に
お
く

ら
れ
て
、
在
来
綿
業
の
原
綿
に
使
用
さ
れ
る
ル
l
ト
に
二
分
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
一
九
一
五
年
の
賓
績
で
は
、
近
代
ル
l
ト
が
四
六
高
九

千
捲
、
在
来
ル
l
ト
が
四

O
寓
六
千
擦
で
措
抗
す
る
勢
い
で
あ
っ
た

が、

一
九
年
に
は
、
前
者
が
一

二
二
高
六
千
携
、
後
者
が
八
高
六
千
携

で
、
激
繁
を
み
せ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
、
揚
子
江
流
域
の
綿
花

流
通
に
地
滑
り
的
な
獲
化
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
4
〉
一
九
四
一
年
、
つ
ま
り
抗
日
戦
争
中
の
デ
l
F
で
は
あ
る
が
、
重
度

に
お
け
る
各
種
一
商
業
の
資
本
総
額
ラ
ン
キ
ン
グ
で
、
綿
花
業
は
八
二
一

蔦
元
を
か
ぞ
え
、

一
一
五

O
宮
内
元
の
布
疋
業
、

一
O
五
五
寓
元
の
銀
行

業
に
つ
い
で
第
三
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
(
『
経
済
建
設
季
刊
』
創

刊
鋭
、
民
園
三
十
一
年
七
月
三
五
六
頁
)
。

一
九
四

O
年
前
後
で
も
、

綿
花
業
が
重
慶
の
商
業
界
で
相
嘗
の
勢
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。

(
必
)
森
|
一
九
八
九
年
五
三
二
頁
。

〈
必
)
張
1

一
九
九

O
年

二

二

八

J
-一一一一一一一
頁。

(
川
崎
〉
森
1

一
九
八
九
年
五
三

O
頁
。
な
お
、
首
一
該
箇
所
の
四
川
の
項

で
、
十
六
番
手
の
梱
数
が
一
千
梱
過
多
に
な
っ
て
い
た
。
本
稿
、
表
|

九
の
数
字
が
正
し
い
。

(
必
)
「
沙
市
海
開
貿
易
報
告
及
統
計
」
|
|
『
湖
北
近
代
経
済
貿
易
史
料

選
輯
』
第
三
輯
(
武
漢
一
九
八
五
年
)
二
八
一
一
良
。

(
必
)
「
黄
金
時
期
」
後
期
の
中
園
綿
花
相
場
高
騰
に
つ
い
て
は
、
森
時
彦

『
五
四
時
期
の
民
族
紡
績
業
』

|
|
京
都
大
暴
人
文
科
拳
研
究
所
共
同

研
究
報
告
『
五
四
運
動
の
研
究
』
第
二
函
第
四
分
加
(
同
朋
合
一
九

八
三
年
)
八
八
|
九
四
頁
、
「
一
九
二
三
年
恐
慌
」
以
後
の
細
糸
化
に

つ
い
て
は
、
森
l
一
九
九

O
年

五

三
O
J
五
三
五
頁
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
ア
へ

γ
戟
争
以
前
に
お
け
る
四
川
で
の
綿
業
の
普
及
に
つ
い
て
は
、

山
本
進
「
清
代
中
期
の
経
済
政
位ネ
|
|
白
蓮
数
反
飢
前
後
の
四
川
」

l
l
l
『
史
拳
雑
誌
』
第
九
十
八
編
第
七
鋭
(
卒
成
元
年
七
月
)
五
J
七

頁
が
詳
し
い
。
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THE MANCHESTER IN WESTERN CHINA

―Shashi沙市and the Sichuan Cotton Market―

Mori Tokihiko

　　　

Before the vast flow of the products of cotton industry into from

abroad, Shashi, the city in the middle Yangzi basin, had nearly exclusively

supplied native cotton goods to Sichuan.　The hand woven cotton cloth,

０ｒJingzhou cotton cloth 荊州布, made in rural region of western Hupei,

and raw cotton produced in Hupei, Jiangsu and Zhejiang went up to

Sichuan

　

via Shashi. The　market　scale there　was　presumably　much

larger than Osaka during the same period, which was the reason Shashi

was called‘the Manchester in Western China'. Indian machine-spun cotton

yarn, which flowed ｅχplosively into Sichuan during 189O's, had driven

away almost two-thirds of native cotton goods (viz･, it is estimated at

600,000 piculs in　cotton　yarn) in　only　ten years. But in the 20th

century, the　ｅχchange　rate　of　copper　cash　to　silver　tael　０ｎ　which

consumer price in ｅχport goods depended so rapidly declined that the

superiority of Indian yarn to native one in respect to　cost　was lost･

Accordingly, in cotton-goods distribution from Shashi to Sichuan, while

Jingzhou cloth as manufactured goods disappeared, Hupei raw cotton as

material of hand-spun cotton yarn continued to amount almost to in the

late 19th century in spite of fluctuation of its amount. In 192O's, modern

textile industry, beginning to be formed on the coast, demanded with rapid

a lot of high count cotton yarn.　０ｎ the other hand, while the competition

between hand-spun　yarn　and　low count machine-spun yarn remained

in Sichuan, Shashi,　around which New World species of cotton were

newly produced for cotton mills established in coastal areas, became the

supply market of raw cotton for lower Yangzi. It was in 192O's that

the change caused by the modernization in the old market structure in

China brought about new inter-regional difference.

－４


