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婚儀
域
裡
酒
の
鵠
替
理
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Ill-
-
-
･･･慧

早
博
士

谷

口

吉

彦

貧

栗

竹

浦
;
及

思

想

-

…
‥
肩

甲

士

大

谷

孝

太

郎

浬
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貨
幣
思
想

･･…
-
-
-
紳
研
伴
士

穏

街

文

雄

支

部

兼

行
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規

考
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･･"･経
済
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満
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図
g
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州
別
の
釦
紹

郡
が

今
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犬

に

莱

印
度
綻
済
撃
の
成
立

しヾ
そ
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方
向
-
･

-
･･･紳
滑
や
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張
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義
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妨
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働
者
創
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R
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波
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軽
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き
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南
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亨

･-

支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

I

-

創
出
過
程
を
中

心
と
す

る
支
部

の
近
代
的
女
子
努
働
考

3
問
題
～

岡

部

利

良

!

甘り

tmj1
つ

斤

｣土

B

EG:
旦L
了し

r-_
｢-

i
,J
.i
-.)
1h
-~
･?
?

あ
つ
て
は
I

l
巌
に
F
か
～

る
特

秩
な
関
係
が
更
に
支
那
的
な
内
容
を
輿

へ
ら
れ
て
居
り
P
こ
れ
乾

支
部
の
改

代
的
工
黄
粉
働
者

'
'
'
'

に
つ
い
て
見
て
も
､
女
子
努
働
者
は

一
入
張
-
支
部
的
な
特
質
を
反
映
し
て
ゐ
る
｡
殊
に
そ
の
創
出
過
程
に
見
ら
れ
る
特
質
は
､
こ

の
園
の
近
代
的
女
子
努
働
者
に
於
け
る
支
部
的
な
関
係
の
重
要
な

一
面
を
な
す
も
の
で
あ
る
.
人
々
は
.
か
く
る
特
質
の
代
表
的
な

現
は
れ
を
'.
支
部
の
綿
綿
紡
績
菜

(所
謂
無
燈
織
布
準
で
も
含
み
'
以
下
革
に
妨
泣
業
と
言
ふ
｡
紡
績
の
苧
D
こ
れ
に
準
ず
)
に
於
け
る
女
子

労
働
者
に
つ
い
て
見
る
こ
と
が
出
乗
る
で
あ
ら
う
.
こ
1
で
直
接
封
象
と
さ
れ
る
の
は
'
こ
の
女
子
紡
績
努
働
者
で
あ
る
o

支
部
の
紡
績
業
は
､
支
那
近
代
工
業
に
於
け
る
壕
も
重
要
な
部
門
で
あ
る
と
共
に
'
そ
れ
は
ま
た
.

一
般
に
紡
績
糞
に
於
い
て
見

ら
れ
る
や
う
に
.
女
子
努
働
者
を
最
も
多
く
使
用
し
て
ゐ
る
代
表
的
な
部
門
で
あ
る
O
同
時
に
'
こ
れ
ら
の
女
子
紡
績
努
働
者
は
､

支
部
近
代
工
業
に
於
け
る
女
子
努
働
者
の
代
表
的
な
存
在
を
な
す
も
の
で
あ
-
､
従
っ
て
､
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質
を

支
那
女
子
紡
績
沓
働
潜
創
出
過
程
の
特
質

第

二
審

五
〇
九

第
11祝

二
二九



慕

～

支部女子紡揺労働者創出過程の特質第二審五一〇第二就一四〇

吟味するLjとは'自らまた'支那洗代工業に於ける女子労働者一般の創出過程の特質をも､l廠明かならしめ得るJJと1なるであらう.それ故'こ土に直接封象とされるのは'女子紡緒努働着であるが､問題はヨリ1艇的な

内容を有ってゐるDこのJJとはp鈷連の過程に於いて見られる通りである.

支那の近代的女千弊融許､訳仏はいまわ揚合典柁的には女子防碍弊勤宥n割出良知顎tJ乱ゝ〇㌧乙等許まT.T泣付LJ.ノ.′一.1..-1ノノーrn〓ノー･tL-/.‖｣1′▲一･-TTLLiLIL■1･I

ト人.打JJFL".:)L塩)Ll叩1L′.Jlて).iLl1･Jニ

旗制密 .或弘は柵民地的な低賃釦蕪に･TWとの比較に於ける男子の偲茨撃等り寄賓はtか1る女子努働者の創出

(社)

過程を特異なものたらしめてゐるO近代的女子弊働の1殻的な社食的･控碑的桂城の存在或弘はその作用は.支那に於いても勿諭例外をなすものではないであらうが､然し支那の場合には､そこに種々の特殊性の存在を見るの

であ･Q.問題の〓土質鮎はtJJれを具鰹的忙明かにするととにあるであらうO

(苗)近代的女子努鋭.曾代表する･Dのほ-近代的労働一般に於けるど同じや-に-工業労働であるOその融骨的･経済的根接は'甑に知られてゐるや-に'T般的には､近代工業の成立'前貸本主菜的諸関係の崩壊による卑丁労働力の過剰北･排出に求められる｡或ひほrr6たこの外､近代恩如心の彩智iiSども加って.灯るが'基本的山は関係は右の即州に存在する.特に紡続業に多-の女子野似.L月かられるのはtか/1･る女子弊即の一帖m小汁瓜やm･紳帝m根桜の-十りに.更に紡仇批第白筋の右つ特

殊な性寛による-ころが多い.

近代一⊥業の成立による女子弊御利用の相接は'第1に'機械の採用にJ･dつて労働者の熟練及び髄力の必要が減じたこと'
第二に'1股に女子労御者は低質録労働者たること'第三に'女子穿御者は資本に封する抗争カの弱い*御者たることt等

ヽヽヽヽヽヽヽヽ

の割に存在する0線に訴続発にあっLJは.その技術的性質上､技術の習得は容易にして熟練の度九･J要することは比較的少く､而か･Dそこでは素子の輯先の柔軟･路用･敏捷等の性質が好-適臆して一CN?と言はれt且つ労働は所謂堆作業であるため多-の怪力を要したい｡これらの等帖の故に､そこには常子労働にこ封する多-の部面が存在するC然し･:はから'紡泣出に



於
け
る
か
ゝ
る
技
術
的
樽
見
は
.
勿
論
詔
巽
中=ご
恩
戒
室
伺
つ
.昌
の
で
あ
る
と
は
言
へ
'
革
に
技
術
上
の
み
か
ら
言
へ
は
'
男
子
堺
御
者
が
必
ず
し

も
単
組
に
不
適
代
ニLJ
あ
る
と
は
言
へ
た
い
の
で
は
た
い
か
と
思
ふ
(七
は
後
述
参
照
).

1
股
に
紡
績
業
に
尊
･I
の
女
子
勢
倒
潰
が
使
用
さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
に
つ
い
て
も
'
前

記
第
二
'
弗
一二
の
要
因
が
重
要
穴
意
義
を
有
っ
て
為
る
こ
と
を
沌
意
す
べ
き
で
J9

っう
｡
他
方
､
農
業

･
農
村
に
於
け

る
古
い
諸
関
係
の
川朋
甥
'

l
故
の
窮
字
義

､
同
時
に
こ
れ
ら
の
真
情
に
よ
る
女
子
労
働
力
の
過
剰
北
･
排
出
は
､
必
然
的
に
多
-
の
女
子
噂
倒
潰

を
近
代
工
業
へ
と
迭
つ
に
の
で
あ
る
が
'
こ
～
に
彼
女
達
に
と
っ
て
1
つ
の
主
要
[
!弊
働
部
門
を
な
し
て
禿
た
の
は
紡
緋
策
で
あ
る
｡

原
発
革
命
を
投
機
と
し
て
l
肢
に
見
ら
れ
る

か
～
る
関
係
が
'
支
那
紡
績
業
の
場
今

具
醍
的
に
ど
の
や
う
に
現
は
れ
で
ゐ
る
か
O
間
組
の
親

潮
は
､
こ
の
や
-
托
瀧
に
求
め
ら
れ
る
だ
ら
-
｡
L
'ヾ
技
術
の
鮎
に
関
す
る
ー
･=/

勿
論
支
那
の
紡
純
米
も
,押
l代
化
さ
れ
た

1
随
的
山は
紡
緒
鼓
術

の
下
に
符
ほ
れ
て
1Q
る
の
で
あ
-
(
も
つ
と
･,D
t
こ
1
に
所
謂
合
環
化
の
後
れ
の
如
き
寄
算
は
存
在
す
る
)､
そ
れ
故
､
問
題
は
'
そ
の
他
の
関
係

の
-
も
に
求
め
ら
れ
た
け
れ
ば
Jけ
ら
花
い
o

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

程

の
準

汀
託
は
辞
す

詣
休
作

が
埠

1
-轍
を
..
礎

っ
r
L

IA
l

苧

[り:芋
横
隊
讃

t,:悠
･In
カ

:L
IT

ーー
｡
.
)
L･
ー｣
､

..人
に
於
い
て
'
可
な
-
絹

げ

ら
れ
て
革
挺

LIIと
で
あ
る
.
紡
較
蓑
に
つ
い
て
見
れ
ば
､
こ
の
園
に
改

代

的

紡
締
梨
が
輸
入
TU
か
.I
そ
.IJ
に
太
子
塀
働
講

が
撃
竺

･Uれ
小,A-に
."I+l
つ

の
場
合
'
例

へ
ば
'
支
那
に
於
け
る
女
子
努
働
と
家
族
冊
慶
と
の
関
係
の
如
き
は
'
特
に
注
意
さ
る
べ
き
も

の
1

一
つ
で
あ
ら
う
｡

1
殻
に
支
那
の
女
性
は
､

所
謂
専
制
的
な
家
父
長
制
的
家
族
制
度
の

下
に
拘
束
さ
れ
'

そ
の
豪
族
的
或
JIJ
は

杜
骨
的
地
位
を
規
制

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

さ
れ
て
奔
た
が
､
こ
の
事
葦
は
'
同
時
に
準

貫
達
の
労
働
の
部
面
に
も
反
映
し
.
そ
の
結
鼎
､
嘗
衆
の
支
部
に
於
け
る
女
毛
労
働

の

特
質
は
'
そ
れ
が
'
主
と
し
て

『
豪
』
の
な
か
の
労
働
に
制
約
さ
れ
て
釆
た
と
言
ふ
鮎
に
あ
る
と
言

へ
る
で
あ
ら
う
｡
そ
し
て
か

ゝ

ヽ
ヽ
ヽ

る
関
係
は
､
近
代
工
業

に
封
す
る
女
子
労
働
者
の
創
出
過
程
に
も
制
約
的
に
反
映
し
､
そ
こ
に

一
つ
の
重
要
な
特
質
を
輿

へ
て
ゐ
る

と
見
る
こ
と
が
出
煎
る
.
問
題
は
､
然
し
か
ゝ
る
部
の
み
に
止
ら
な
い
.
支
那
人
口
に
於
け
る
女
子
の
特
殊
な
倍
地
､
前
資
本
主
義

支
那
女
子
紡
蒲
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

弟

二
巷

五

二

第
二
改

]
四

)



支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
州
過
程
の
特
質

第
二
番

五

一
二

第

二
洗

一
四
二

的
諸
関
係
の
席
汎
な
る
残
存
'
賃
鋲
関
係
に
於
い
て
女
rii労
働
着
利
用
の
積
極
的
意
講
の
少
い
こ
と
'
等
々

の
事
章
は
'
ま
た
こ
1

に
作
用
し
て
ゐ
る
重
要
な
制
約
使
件
た
る
も
の
で
あ
る
.

然
し
な
が
ら
ま
た
､
支
部
の
近
代
工
業
に
あ
つ
て
も
､
漸
次
そ
こ
に
奉
ナ
労
働
者
が
引
き
入
れ
ら
れ
て
屠
り
'
妹
に
紡
純
米
に
於

い
て
は
､
晩
に
多
-
の
女
子
労
働
者
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
L
,⊥｣
は
.
人
々
?
珊
･Lだ

二

名

で
Jの
.hrI
n
り1J
t
｢
AJ

b
.,･)
-J
rtH
磨
耗

佃

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

我

rtb
は

､
こ
れ
ら
の
菩
賢
の
う
ち
に
ー
支
部
の
近
代
的
女
子
工
柴
額
働
者
の
創
出
過
程
に
於
け
る
'
そ
の
創
出
傭
伴
と
制
約
保
件

と
の

複

雑

な
関
係
を
見
る
と
共
に
'

或

ひ
は
ま
た
そ
こ
に
､
こ
れ
ら
の
女
子
労
働
者
を
緯
仇
っ
て
見
ら
れ
る
'
支
部
的
な
任
紙
的
或
ひ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

は
慣
習
約
手
亘
の
崩
壊
と
残
存
と
の
交
錯
的
な
関
係
を
知
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
.
そ
し
て
か
-.
る
関
係
が
､
女
子
紡
緯
勢
働

者
の
場
合
､
ど

の
ヤ
う
に
鼻
腔
的
に
規
は
れ
て
ゐ
る
か
を
.
そ
の
創
出
過
程
を
中
心
と
し
て
見
る
と
共
に
'
且
つ
と
の
創
出
過
程
に

於
け
る
右
の
如
き
諸
傭
件
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
の
が
､
こ
･･.
に
私
の
意
園
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
問
題
の
性
質
上
'
そ
と
に
は
ま

ヽ
ヽ

た
.
支
那
の
近
代
的
女
子
T11業
労
働
者
'
或
ひ
は
ヨ
リ
具
憶
的
に
は
女
子
紡
精
労
働
者
に
関
す
る
'
慣
行
の
所
在
乃
至
そ
の
問
題
性

■■

を
求
め

る
こと
が
出
来
る
で
あ
ら
う
｡

こ
の
や
う
な
紺
係
は
､支
部
の
女
子
紡
粍
労
働
着
の
創
出
過
程
に
於
け
る

1
椴
的
な
問
題
と
し
て
捉

へ
ら
れ
る
が
､更
に
そ
こ
に
於

け
る
重
要
な
特
質
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
､可
な
-
著
し
い
地
域
的
差
異
の
存
在
の
す
る
こ
と
で
あ
る
.
従
っ
て
､特
に
支
部
に
於

け
る
問
題
に
関
し
て
は

7
殻
に
言
は
れ
る
JJ
JJ
で
あ
る
が
､
こ
の
場
合
に
於
い
て
も
箆
意
さ
る
べ
き
は
､革
に
支
部
的
な

l
毅
的
特
殊

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

性
に
つ
い
て
ば
か
-
で
な
-
.更
に
地
域
的
特
殊
性
に
つ
い
て
の
観
察
で
あ
る
O
支
那
の
紡
績
業
に
あ
つ
て
は
'
そ
の
襲
達
は
中
重
を



中
心
と
し
て
更
に
北
支
に
亘
っ
て
ゐ
る
が
､
こ
の
両
地
域
の
女
子
努
働
者
の
任
地
に
は
ほ
ゞ
封
照
的
な
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

り
'
こ
れ
ら
の
封
比
こ
そ
ま
た
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
故
'
こ
ゝ
忙
取
扱
ふ
問
題
に
於
い
て
も
'
北
文
と
中
京
と
の
対

比
に

l
つ
の
重
鮎
が
お
か
れ
て
ゐ
る
.
問
題
の
出
費
鮎
の
t
つ
は
'
こ
～
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
｡

以
下
'
先
づ
支
那
に
於
け
る
女
子
紡
矯
努
働
者
の
量
的
位
稚
'
そ
の
地
域
的
差
異
'
並
び
に
創
出
過
程
に
於
け
る
具
腔
的
な
諸
事

情
を
見
'
次
い
で
.
こ
れ
ら
の
関
係
を
規
定
し
て
ゐ
る
諸
侯
件
を
明
か
な
ら
し
め
よ
う
と
息
ふ
.
こ
ゝ
に
諸
催
件
と
は
､
か
ゝ
る
女

子
努
働
者
の
創
出
を
阻
害
し
て
ゐ
る
制
約
億
伴
と
.
そ
れ
を
促
進
せ
し
め
て
ゐ
る
創
出
傑
作
と
皇

風
味
す
る
O
こ
の
場
合
'
前
者
の

ギ
し

.Tj

.
rt
れ
ら
の
即
に
湘
㌻
る
以
下
の
内
IJd
は
､
､王
と
し
て

且
､硯
的
な
功
笥

T.JT]
明
か
.は
n̂
･し
め
ん
こ
⊥
｣か
,l背
周
L
l.J
唱
-
.

従
っ
て
､

そ
れ
は

T
箆
の
調
査
た
る
も
の
で
あ
る
｡

〓

女
子
紡
績
労
働
者

の
任
地

支
那
に
於
け
る
女
子
労
働
者
の
近
代
工
柴

へ
の
進
出
に
つ
い
て
は
'

一
方
に
於
い
て
そ
れ
を
阻
害
す
る
僅
々

の
制
約
傭
件
が
な
は

強
く
残
存
し
な
が
ら
も
.
同
時
に
他
方
に
於
い
て
は
そ
れ
を
促
進
せ
し
め
る
諸
侯
件
も
既
に
種
々
の
部
面
に
輿

へ
ら
れ
て
居
-
'
従

っ
て
'
現
に
少
な
か
ら
ざ
る
女
子
労
働
者
が
近
代
工
業

へ
引
き
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
D
勿
論
'
こ
の
国
の
工
業
の
襲
展
段
階
が
い
費
な

性
低
い
た
め
に
.
近
代
的
工
業
努
働
者
白
鰻
が
未
だ
少
-
'
自
ら
女
子
努
働
者
の
教
も
限
定
さ
れ
て
は
ゐ
る
.
然
し
い
垂
の
場
合

の

問
題
は
'

そ
こ
に
於
け
る
女
子
努
働
者
の
相
封
的
任
地
で
あ
-
'

特
に
紡
績
糞
に
於
け
る
そ
れ
で
あ
る
｡

支
部
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

.

第
二
審

五

二
二

第

二
妨

-
四
三



支
那
女
子
紡
掠
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
審

五

1
四

第
二
誠

1
四
四

1
.
総
括
的
な
任
地

た
ど
か
･̂
る
女
子
労
働
者
の
任
地
に
関
し
て
は
'
そ
の

撒
穂
的

な
調
査
を
快
く
た
め
充
分
具
鰭
的
に

は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

示
し
待
な
い
が
'
例

へ
ば
'

一
九
三
三
-
三
凶
年
'
鷲
観
民
政
府
軍
等
要
点
昏
に

よ

っ
て
行

ほ
れ
た
'
重
安
民
放
資
本
工
柴
に
於

け

る
工
場
珪
通
用
工
場
の
訊
宜
は
､

1
臆
'
支
部
近
代
工
業
に
放
け
る
女
子
労
働
者
の
任
地
に
つ
い
て
の
概
観
を
輿

へ
て
ゐ
る
O

.L
椴

に
支
郷
の
統
引
網
iridLに
見
る
如
ノ
＼

/LJ
の
調
薬
に
も
或
払
は
な
は
吟
味
の
僚
軸
が
Lを
心
に
し
て
も
F.
こ
の
調
査
は
柑
富
周
到
た
準
備

ニ

ー
ト
-J
I-i
q,ト

ノ
､

-
1
J
l･
L-3
^
I
'

】
/･･卜

)
i/r
h
リ
たrIL叶八
L
1

つ
い

て
も
､

恐

ら

-1
比

較
的
<;-･i
際
に
近
い

も

の

が
抱
へ

ら
れ

て
ゐ
る
だ
ら
う
と
巴
ふ
｡
h
Jの

麦
は
'
lU
の
調

査
に
於
け
る
男

･
女
勢

働
者
の

任

地
を
'
そ
れ
-
川1

組
数
､
紡
柿
軍

報
耕
紡
総
髪
に
つ
い
て
概
括
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
O

支

那

に於げろ女
子
紡

揃

*
倒
者

の
仕
地

(
1
九
三
三
-
三
四
年
調

査
)

｢

｣

.モ｣

.

.
勘

｣

別

エ

･
-

I

総
数
二
1.
LjLL･l
二
JLI
Lplpn

紡
織
兼
(八
二
一
工
他部)

内
.紙
紡
結
娘空
七
八
工
L.勿
)

二
〇

二
'七
六

二

八
ELTL'七
｣ハ
七

五
八
'〇
七
六

二

四
三
.E
tll古
山

1
八
七
.九
E
TL七

九
三
'六
八
七

～
.-

･
L

Tt;

.

..

紡

織

笑

内
､綿
紡
織
業

(封
紡
織
業
比
)

TO
〇
･〇

(撫

i

性

別

百

分

比
〕

組

敷

紡

織

笑

内
､鯛
紡
織
米

1)奮闘民政府軍等委且骨資源委員骨,中国工業調査幸艮J=諒.民圃26年｡



I

一I

一
雷

-

I

-
I-
-1

.
備
考

葛
国
民
政
府
軍
等
委
員
食
資
源
委
長
骨
.
中
国
工
業
調
査
報
告
､
中
華

民
国
二
十
六
年
､
に
よ
る
｡
調
査
対

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

象
は
､
工
場
法
適
用

后

用
努
働
*
三
十
人
以
上
に
し
て
動
力
使
用
工
場
)
の
氏
族
資
本
工
場
｡
調
貴
地
或
は

は
ゞ
仝
支
に
亘
る
も
'
但
し
'
甘
浦
'
新
道
､
雪
面
､
貴
州
'
寧
夏
.
青
海
の
請
省
及
び
滞
洲
国
は
含
ま
れ
て

ゐ
な
い
.

調
査
工
場
に
於
け
る
努
働
者
組
数
約
五
〇
〇
千
人
の
う
ち
'
女
子
弊
働
着
任
的
半
ば
を
占
め
て
居
り
'
男
子
労
働
者
よ
り
多
い
｡

男

･
女
別
の
外
に
別
に
分

類
さ
れ
て
ゐ
る
幼
年
労
働
者

毒

工
)
の
多
-
は
紡
織
兼
に
於
け
る
も
の
で
あ
-
'

そ
れ
は
ま
た
主
と
し

て
女
子
と
見
ら
れ
る
か
ら

(但
し
こ
の
鞘
は
地
域
に
よ
-
必
ず
し
も
同
様
で
な
い
0
枚
池
参
照
)'

こ
の
事
敦
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
､

女
子

努
働
者
の
紙
数
は
F
男
子
努
働
諸
よ
り
F
な
-
多
敗
に
上
っ
て
ぬ
る
JtJ
見
る
こ
と
が
出
解
る
o
こ
れ
は
'
支
那
の
近
代
工
業
が
未
だ

把
lJ
.葦

蛸
に
硝
維
[
琴

>.I,苧

U
し
て
ゐ
る
,)
と
に
基
づ
-
っ
車
十
邦
鰍
卦
約
二

四

二

:L

千
J
の
･･l-
ち
二
ヒ
作
中
石

は
胡
潮
来
に
於
け

ば
は
鯖
瀬
紡
績
業
に
存
在
す
る
o
こ
れ
ら
の
事
賃
か
ら
見
る
と
き
'
支
那
の
近
代
工
業
に
於
い
て
女
子
讐

崇

T
が

重
要
な
任
地
を

占

め
て
ゐ
る
こ
と
を
看
取
し
う
る
と
共
に
.
女
子
紡
絶
賛
働
嵩
を
以
っ
て
'
支
部
の
近
代
的
女
子
工
業
界
働
若
を
代
表
せ
し
め
る
こ
と

も
首
肯
し
得
よ
う
｡

更
に
綿
練
紡
績
業
の
範
囲
に
つ
い
て
言

へ
ぼ
'
そ
の
努
働
者
数
は
合
計
約

1
六
四
千
人
に
七
㌔

重
唱
の
約
三

二
%
を
占
め
て
ぬ

＼

る
O
こ
の
う
ち
女
子
労
働
者
は
約
五
七
%
聖

不
し
て
ゐ
る
が
､
こ
れ
に
幼
年
労
働
者
中
の
女
子
を
加

へ
れ
ば
'
恐
ら
く
六
〇

〆

飴
に

は
達
す
る
だ
ら
う
.

こ
れ
ら
の
等
賓
は
何
れ
も

民
族
賓
本
工
場
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'

こ
1
に
は
外
囲
資
本
に
よ
る
も
の
は
含
ま
れ
て
ゐ
な
い

支
那
女
子
紡
撞
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
番

五

1
五

第
二
射

1
四
五

＼



f聾tTI･,
･･

支
那
女
子
紡
臨
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
審

五
二
ハ

第

二
既

7
四
六

が
'

支
邦
紡
績
蓋
に
於
い
て
箕
撃

は
任
地
を
有
つ
外
国
賛
本
工
場
に
あ
つ
て
も
.
額
働
者
の
男

･
女
別
割

合
は
､
民
族
資
本
の
場
合

と

大
腰
同
様
で
あ
る
｡

1
九
四
〇
年
末
に
於
け
る
在
支
日
本
人
紡
績
工
場

(外
国
資
本
に
よ
る
も
の
に
は
.
外
に
英
人
紡
績
が
あ
る
が
､
そ

の
任
地
は
小
い
)
の
努
働
者
数
は
'
上
嘩

青
島
'
天
捷

(唐
山
監
呂

)
を
合
計
し
約
六
二
千
人
に
し

て
(在
華
日
本
紡
績
同
業
骨
調
査

-
わ
は
こ
の
的
は
二
品
率
抜
鮎
の
結
盟
平
常
の
場
合
卜首
可
た
-
少
い
).
そ
の
う
ち
女
子
労
働
者
は
約
五
八
%
ikE示
し
て
ゐ
る
.

独
i
E
し
て
み
l即
は

乾
琳
n=
紬
溝
托
ill.け

<0-
-
Sih
軌
RrT
り
如

･.1
-
.

人
思
し,-･=
‥
賢

二
J
b
5

､
J
ltJ拓
き
L
･D
lr｡･J.I.!
'㌻

･

の
制
令
は
'
或
ひ
は
こ
れ
よ
-
姥
分
多
か
っ
だ
･1J
･-品

は
れ
る
).

そ
し
て
iJ
の
割

合
は'
主
要
絹
業
国
花
掛
け
る
女
子
防
縮
萄
働
者
の
割

合
に
較
べ
'
大
鰐
ほ
ゞ
中
位
に
あ
る
も
の
と
言
ふ
こ
と
が
出

葬
る

.

主
宰
絹
業
閲
の
紡
績
労
働
者
に
於
け
る
女
子
努
働
者
の
割
合
が
最
も
高
率
を

不
し
て
ゐ
る
の
は
日
本
で
あ
る
｡

一
九
四

〇
年
に
於

け
る
そ
の
割
合
は
八
八
%

(同
年
上
李
朝

T
月
平
均
就
業
者
組
数

1
七
七
'
九
五
1
人
?
っ
ち
女
子

言

七
'

l
車

1<
-
願
聯
調
査
)
'
即
ち

的
九
割
に
蓮
し
て
ゐ
る
O
其
他
の
諸
国
に
放
け
る
こ
の
割
合
は
'
国
際
労
働
局
の
蒐
集
し
た
資
料
に
よ
れ
ば
'
英
吉
利
で
は
六

三
･

九
%

二

九
三
三
年
､
漁
敷
革
八
五
､

0
〇
四
人
の
う
ち
女
子
三
七
三
'

六
≡

人
'

但
し
共
架
省
吾
D
含
む
)'
併
蘭
四
で
は
六
二

･
〇
%

(
7
九
三

年
'
紙
数

1
八
九
'
四
三
四
人
の
-
ち
女
子

H

七
'
四
二
九
人
)
で
あ
-
'

正米
利
加
で

は
こ

れ
ら
よ

-
少
-

し

て
三
八

･〇

-I.

%

(
T
九
三
0
年
'
組
数
四
二
二
'
二
〇
四
人
の
う
ち
女
子

二
ハ○
'
三
八
三
人
)
と
な

ってゐ
る

O

印
度
に
つ
い
て
は
'

別

の
賓
料

に
'

紡
績
弊
働
者
の
う
ち
四
分
の
三
は
男
子
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
尾
久

こ
1

で
は
紡
緒
労
働
の
主
要
部
分
が
'
今
日
な
は
男
子
に
よ
っ

て
猪
首
さ
れ
て
ゐ
る
と
貫
ふ
特
異
性
を

不
し
て
ゐ
る
｡

こ
れ
ら
の
事
軍
か
ら
見
る
と
き
'
主
要
綿
菓
国
の

1
つ
で
あ
る
支
那
の
紡
緯
業
に
放
け
る
女
子
労
働
者
の
割
合
は
'
間
際
的
に
見

2)InternationalI.abourOfflCe,TheWor一dTextileTndl1.qtry,Vol_ⅠⅠ_
PartIll.1937.

3)Utley,F..Lanl:aShlreandtheFarEast,1931,p_:m ,p.379.



て
も
大
鰐
普
通
の
状
態
聖
不
し
て
居
-
'
そ
れ
故
置
に
か
1
る
量
的
任
地
に
関
す
る
隈
-
､
そ
こ
に
は
言
は
2,
平
凡
な
結
具
を
見
出

し
ぅ
る
忙
過
ぎ
な
い
o
然
し
な
が
ら
'
近
代
工
業
に
封
す
る
女
子
努
働
者
の
進
出
を
阻
芋
す
る
種
々

の
制
約
保
件
の
存
在
す
る
こ
の

園
に
於
い
て
'
紡
績
労
働
者
の
過
半
が
既
に
女
子
努
働
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
､
単

純
に
見
逃
し
得
な
い
事
茸
と
言

払
う
る
だ
ら
う
｡
他
方
ま
た
'
日
本
で
は
紡
績
努
働
者
の
約
九
割
が
既
に
女
子
努
働
者
で
苧

@
の
に
封
し
､支
那
で
は
こ
の
割
合
が
'

こ
れ
よ
り
ま
だ
相
常
1
位
に
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
O

三

地
域
的
差
異

Ⅰ
北
支
型
と
中
文
型

支
那
紡
績
柴
に
於
け
る
女
子
労
働
者
の
竜
的
位
地
は
'
前
記
の
や
う
に
'
重
文

を
維
持
し
て
見
る
と
き
別
に
特
筆
迂
状
態
は
見
出
さ
れ
な
い
が
'
然
し
支
那
の
場
合
､
/i)
の
鮎
に
調
し
て
特
経
的
な
寄
賓
を
な
し
て

ぬ

る

の

は

-.
拙
文

と
中
央
と
Li
於
い
て
著
し
い
TEl域
的
,謹
其
の
存
在
す
る
r】と
で

あ
る
｡
打

ち

'
軒
支
T,it紡
績
柴
で
は
､
既
に
早
く

加
し
っ
1
あ
る
と
は
言
へ
､
そ
の
相
割

的
任
地
は
､
な
は
男
子
寮

働
者
に
及
ぼは
た
い
.

鴇

杓

に
よ

っ
て
は
'
女
千
第
働
者
の
割
合
は

依
然
と
し
て
著
し
く
低
い
D

l
椴
に
北
麦
で
は
中

･
南
に
此
し
､
女
子
は

『
家
』
の
汁
の
努
働
に
従
等
す
る
こ
と
が
少
い
が
､
こ

の

こ
と
が
紡
績
労
働
者
に
於
い
て
も
同
じ
や
う
に
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
.
支
那
で
は
首
-
か
LP
買
電
仰女
押
了
呈

｡は
れ
'
紡
織
は
通
常

女
子
の
仕
事
と
さ
れ
て
来
た
に
も
拘
ら
ず
'
北
文
の
絹
絹
菜
に
あ
つ
て
は
'
な
ほ
か
-
の
加
-
'
そ
れ
が
ヨ
-
多
く
男
子
に
よ
っ
て

塘
嘗
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
関
係
を
各
省
別
に
見
れ
ば
､

1
九
三
三
-
三
四
年
の
調
査
に
於
い
て
'
喪
家
の
如
き
結
果

を
示
し
て
ゐ
る
｡
表
隻
脚
椙
の
支
那
民
族
資
本
工
業
の
調
査
を
王
JJ
L
､
更
に
外
囲
資
本
に
ょ
る
分
を
も
穂
賭
し
て
見
る
た
め
に
'

他
の
資
料
を
補
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡

支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
審

五

1
七

第

二
航

l
四
七
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省別紡妓磐御者男 ･女歎比較 (1933-34牢調｣きま)

労 働 者 敗 l l･了】 比率 (形)

昇 工 !女 = l幼年エi合 計 l

:喜…o:摘 1,391

82

82

1

6151

75,991日 0,820

3,4BOJ 47

15,456 83Lr

10,535 858

21,403 59',i

1

18,247･ 63(C〕･

11

171,307: 3r=)

135,973. 36:

4,657f24･ri

1

18,963. 43A

1

17,567. 45.5
2,965. 61.･4 o･50･86･5-･｡-･3讐7･78･｡-･｡m7･2-･94･161一 1-･53･4-･3｡･2甜空那馴那州別即Ln｡･42

∩)
へU
0
0

0

0
0
nU
nU
nU

0
0
nU
0
0

1

1

1

1

1

∴

‖

｣

.㍊

｣

(備考)
.
民族資本=宅を並びに外国資本=場両者を含む.
茸刑は,主
として
,
前端

中国工業調査報告
,
申乱下筋によるO
但し上海をC))分は,上板市政府1社

食局
,
Ther)irectoryofShanghaiFactorie･S,
:し934-,
析敦のものにて
,

Lleu,
D
.
冗
,
TheGrowthandlndustriallZ;ati()rH)iShanghal,
1936
,

pl
354による.
まT:青島の分は,
実業部中央工R
,
m;
.
乱宗
,
中国工廠検査

年報(民国23年)
,
第4章
,
35-36頁によるO

支
部
女
子
紡
綾
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
巻

五
1
八

第

1
1就

1
四
八



t

I
I
t
t
I
一
曹

･

･

･

1

･

･

t

I

-

I

中
文
語
省
と
北
文
語
省
と
で
は
'
女
子
労
働
者
の
任
地
は
明
か
に
封
照
的
な
関
係
垂

が
し
て
ゐ
る
D

一
便
に
男
子
努
働
者
の
多
い

中
支
忙
於
い
て
も
.
個
々
の
省
に
つ
い
て
見
れ
ば
例
外
も
存
在
す
る
が

(湖
南
省
の
如
き
)､
概
し
て
中
安
に
於
け
る
女
子
努
働
者
の

比
重
の
大
き
い
こ
と
は
明
白
に
看
擬
さ
れ
る
.

1
部
調
査
年
度
に
少
し
異
る
も
の
が
あ
る
た
め

(上
海
の
如
き
)'

各
省
の
分
室
早
純

に
合
計
し
難
い
鮎
も
あ
る
け
れ
ど
も
'

l
雁
こ
れ
を
根
橋
し
て
見
る
な
ら
ば
'
中
安
の
紡
績
莫

(江
蘇
.
漸
江
'
安
澱
､
江
雫

湖
北
'

l

'
'
'
'
'

湖
南
)
で
は
'
男
子
努
働
者
三
四

･
〇
%
'
女
子
労
働
者
五
八

･
四
%
､
幼
年
労
働
者
七

二
ハ
%
と
な
る
.
こ
の
場
合
'申
文
で
は
幼

年
労
働
者
の
多
-
が
女
子
で
あ
る
JJ
と
か
ら
見
れ
帆
,

女
子
労
働
者
の
割
合
は
裕
竺

ハ
〇
%
以
上
に
達
し
て
ゐ
る
と
見
徹
し
て
よ

い
.
こ
れ
に
対
し
他
意
の
紡
確
業
で
は
何
れ
も
女
子
労
働
者
の
割
令
は
少
-
p
山
瀬
省
の
三
四
兎
を

空
荷
と
L
t
そ
の
他
は
何
れ
も

iL
O
空
掛葦

比

｢止
づ
lTJ.TC-i?
.
北
文
相
省

議

北
1
山
水

.
山

rtFE
.
河
南
-
河
南
省
S
純
絹
誰
は
省
の
北
部
に
あ
る
)

の
合
計
に
於
け
る

IJ;
r=
r=
--
r･-

*
Jれ

-川1-
の
制
令
は
'
男
子
労
働
者
七
二

二
R
.
女
TL･胡
侮
老

i
i
,
∴

ノ

bS;

幼
年
舛
冊
軍
-L
∴

l)
%
｣去

P

ふ
関
係
に
あ
あ
｡
L=

那

か
も
北
文
で
は
､
幼
年
背
働
者
の
う
ち
男
子
が
ヨ
リ
多
-
を
占
め
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
o
か
く
し
て
.
北
安
の
紡
績
柴
で
は
男
子
労

G

'
'
'
'

'
'
'
'

働
者
の
塵
倒
的
に
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
O
こ
れ
ら
の
事
葦
は
'
言
は
ゞ
中
文
の
女
工
主
義
に
封
す
る
北
安
の
男
工
主
義
を
物
語
る

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

も
の
で
あ
-
'
こ
の
関
係
は
言
払
襖

へ
れ
ば
ま
た
'
支
部
紡
緒
努
働
者
に
於
け
る
中
支
型
､北
支
型
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
O

北
麦
の
紡
精
業
の
規
槙
は
.
中
支
の
そ
れ
に
此
し
な
は
可
な
-
下
位
に
あ
る
け
れ
ど
も
､
そ
の
位
地
は
潮
婆
向
ま
-
つ
･J
あ
る
｡

こ
の
両
地
域
の
紡
績
労
働
者
の
性
比
率
に
於
い
て
'
か
く
の
如
く
ほ
ゞ
対
照
的
な
関
係
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
こ
と

【註
)

で
あ
-
'
我

々
は
こ
ゝ
に
､支
那
の
女
子
紡
績
労
働
者
に
関
す
る
問
題
の
主
要
な

二
田
が
塁
16
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
｡

(
註
)

支
那

の納
税
労
働
者
の
性
比
率
に
関
し
て
は
'
然
し
'
支
那
の
紡
療
業
に
於
い
て
も
l
股
に
女
子
労
働
者
が
多
1
月
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に

支
那
女
子
折
損
労
働
者
創
出
過
稲
の
特
質

第
二
審

五
1
九

第
二
流

i
四
九

.

41 王子建･王環中,七省琴南紗敵許可悲報潰,Bll固24年,92頁参照.
5) 例 -ば.天津二｢一半界 に於ける姉 か労働の研究,上海商工骨議析綴滞月寺臥

昭利3年7月,2̀∠頁参照0
6) これらの女子紡拡労働者の地域的妃的億地に関しては,†まは次の背啓壁際,
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支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
容

五

二
〇

第

二
流

一
五
〇

歴
々
見
ら
れ
て
ゐ
る
ご

｣
れ
は

1
つ
に
は
､
圭
と
し
て
中
王
の
紡
績
業
を
観
察
し
て
ゐ
る
結
集

に
ト
言

と
こ
ろ
が

多
い
や
-
で
あ
る
O
例
へ
は
王

子
建
及
び
王
鎮
中
和
氏

の
手
に
な
る
民
族
紡
講
策
に
関
す
る
調
査
は
優
れ
た
も
の
で
'
そ
こ
に
は
慣
佃
あ
る
多
-
資
料
が
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
'

女
子
弊
御
者
の
仲
地
に
関
し
て
は
そ
の
畳
的
優
位
が
示
さ
れ
て
居
-
'
従
フ
r-
こ
れ
を
軍
び
若
に
は
へ
ま
郭

の
紡
松
宗
に
於
い
て
も

一
般
に
女
手

努
御
名
か
多
-
用
ひ
ら
れ
て
一み
る
や
-
L1二
理
解
さ
れ
る
｡
こ
の
調
査
(
調
聖
獣
繁

芸
蔀

人
工
:-㌫

tIb
門
.八
丁
:4h;

tlTl,御
前
組
数
九

i
.
九
C
)四

八
,
に
よ
れ
ば
.
調
究
･･く
れ
た
妨
貼
分
割
前
S
.怯
比
率
い
線
Lj.=
的
結
集
･1
土
-
ド
ヤ
や
頚
び
t
J

召
1.
T･
l
T
u

.

扱
わ
削

計は
.

軍
九
T
.S
I
/

汁
(他
各
拙
い
.{S
引

1.
井
し
｢
.:
-
7
7
.
m
.
.

i

.-
｢

干

.
･T
詳
:J
型
.‖

′

｣
‥;
･J
一>
1

仙
･料
地
SJ
令
計
-
引
付

老
)
で
み
れ
ば
,
こ
G
割
合
は
l
判
三
で
あ
る
』
と
甲

(
ら
れ
て
ゐ
る
｡
ま
小応

々
の
珊

蛮

丁
場
に
つ
い
ItJ
阜
-
も
T.
男
子
掛
田
老
よ
-
女
子
労

働
者
の
多
い
場
合
は
､
柾
竺
-,例
外
的
光
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
ご
単

に

か
,
る
結
草
か
ら
見
れ
ば
､
奴
に
耽
々
の
指

摘
し
た
如
き
間
規
の
提

出
さ
れ
る
鋲
地
も
殆
ん
ど
生
じ
ijIb
い
で
あ
ら
-
｡
然
し
王
子
姓
氏
等
の

二
の
訓
蟹
は
.

1
部
北
文
字

上
1
ん
で
曽

O
け
れ
ど
･p
.
主
と
し
て
中
文

の
約
就
業
に
関
す
る
､b
の
で
あ
L

IiJの
た
め
右

の
や
-
i:j
結
果
に
た
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
｣托
志
せ
ね
ば
小ルら
ぬ
.

或
ひ
は
ま
た
､
て
ロ
ー
ン
が
'
支
那
の
紡
績
業
を
以
っ
て
'
『
女
と
子
供
の
エ
米
』

へa
w
o
m
en
's
Ln
ld
c
]v
td
r

en
.s
lnn
u

Stry
)
と
呼
ん
で

ゐ
る
鮎
に
つ
い
て
,.D
･
少
-
と
も
女
子
労
働
者
に
関
す
る
隈
-
-
･-

て
ロ
ー
ン
白
華

h
t
東
洋
G
rkT縦
桁

に
つ
い
て
､
こ
でゝ

は
女
子
は
･Ll駐
ほ

ど
多
-
は
用
ひ

ら
れ
て
Lみ
た
い
と
間
質
に
ふ
れ
て
は
ゐ
る
が
-

畢
純
に
さ
う
は
言

へ
山人
L
で
あ
ら
-
0

支
那
の
紡
精
美

に
於
け
る
男

･
女
努
働
者

の
任
地
に
関
し
.
そ
の

1
般
性
を
確
認
す
る
こ
と
は
勿
論
貢
要
で
あ
る
.
然
し
'
そ
JJ

忙
於
け
る
右
の
如
き
地
域
的
差
異
の
存
在
も
亦
単
純

に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
0
支
那
に
於
い
て
見
ら
れ
る
地
域
的
差
異

は
､
例

へ
ば
ク
レ
ツ
シ
イ
の
言
葉
を
借
り
る
と

『
山
東

の
支
那
人
と
蕨
某

の
支
那
人
の
共
通
鮎
は
.
悌
関
西
人
と
伊
大
利
人
と
の
間

に
於
け
る
そ
れ
よ
り
も
も

つ
と
少
い
』
と
言
ふ
如
き
で
あ
る
.
女
子
紡
楕
弊
働
者
に
於
い
て
は
'
北
麦
と
中
安
と
の
間

に
掛
け
る
相

違

こ
そ
着
目
さ
る
べ
き
酢
で
あ
る
っ

然
し
､
北
麦
の
紡
績
業
に
於

い
て
も
女
子
弊
働
者
は
次
第
に
増
大
し
､
そ
の
男
子
弊
働
者

に
封
す
る
代
位
の
傾
向
は
明
か
に
看
取

Fong,H D.,CottonIndustryandTradeinChina,Vol.Ⅰ,1932,pp･
145-151.

7) 王子建 ･王威中,前掲書,25頁 ,7よは9g-103東及 び附様舞 12,14,16,
17,18の諸表藤田C,



さ
れ
る
.
そ
れ
で
は
､
か
1

る
襲
化
は
ど
の
や
う
な
過
程
を
辿
っ
て
葬
た
の
か
.
或
ひ
は
ヰ
亮

'
早
く
よ
り
女
子
労
働
者
の
用
払
ら

れ
た
中
支
の
紡
絹
業
に
於
け
る
そ
の
利
用
は
､
ど
の
や
う
な
関
係
に
於
い
て
ゞ
あ
っ
た
か
｡
こ
れ
ら
の
創
出

･
襲
蓮
の
過
程
を
'
次

に
や
1
具
慣
的
に
戟
逃
し
ょ
う
と
思
ふ
｡
我
々
は
'
そ
こ
に
ー
支
那
の
女
子
紡
緯
労
働
者
の
創
出
過
程
に
於
け
る
真
鱈
的
な
諸
事
情

と
'
従
っ
て
堂
た
'
吟
味
さ
る
べ
き
問
題
の
所
在
を
知
-
う
る
で
あ
ら
う
｡

三

創
出

過
琶
に
於
け

る
中

支
型
と

北
支
型

l
股
に
.

定
郷
〃
近
代
的
工
業
簿
御
者
の
主
筆

は
供
給
瀬
は
農
村
に
あ
り
'

こ
の
鮎
に
於
い
て
'

支
那
の
近
代
的
工
業
歩
働
者

決
ら
れ
て
ゐ
る

D
支
那

の
紡

綿

茸
が

､
窮
乏

化
.Lftゥ詣
沢
村
の
女
子
努
働
力
に
ー

tE
か

も

多

-
は

年
少

の
克
子

萌

働
カ
に
1

基
礎
を

置
い
て
ゐ
る
こ
と
は
'
日
本
の
紡
績
業
の
場
合
と

同
じ
や
う
に
'
そ
の
重
要
な
特
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡
恭
し
な
が
ら
'

支
那
の

場
合
に
は
､
こ
れ
ら
の
女
子
労
働
者
の
創
出
過
程
は
'
自
ら
ま
た
特
殊
な
様
相
を
お
ぴ
'
殊
に
そ
の
任
地
に
於
け
る
地
域
的
差
異
の
.

示
す
如
-
､
中
支
と
北
支
と
で
は
'
こ
の
過
程
の
上
に
'
更
に
､
著
し
-
異
つ
た
関
係
が
見
出
さ
れ
る
｡

支
部
の
紡
績
業
に
於
け
る
女
子
努
働
者
は
'
欧
に
述
べ
た
如
-
.
中
安
に
於
い
て
重
要
な
任
地
を
占
め
て
居
-
'
歴
史
的
に
見
て

も
､
そ
こ
で
は
女
子
労
働
着
の
利
用
が
早
-
か
ら
行
ほ
れ
て
乗
た
が
ー
特
に
'
支
那
に
於
い
て
近
代
的
紡
績
業
の
最
も
早
く
聾
達
し

た
江
蘇
省
'
な
か
で
も
支
那
紡
績
業
の
中
心
地
た
る
上
海
は
､
そ
の
代
表
的
な
地
域
を
な
し
て
ゐ
る
.
然
し
'
同
じ
中
支
で
も
場
所

に
よ
り
事
情
は
必
す
L
も
同
様
で
な
く

奥
稚
紡
績
業
の
一
中
心
地
た
る
武
漢
に
於
い
て
は
'
女
子
努
働
者
が
や
ゝ

本
格
的
に
用
払

支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
審

五
二

1

第

二
既

1
五

1

8) MalonP･C L,New China,PZLrtII･｣｢-abollrCOndltionsandLabour
OrganlZat10nS,1926,p.5.

9) Cressy,G.BりChlnaSGeogr叩 hl｡FourldatlOnS,p 121
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北京監商部,農 蘭統計表, (3)天砕 Y.W.C.A調, _Lltl,:日本商ユニ食言菱餅亮空所月
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省筆南砂倣調査報告,民国24年,附三毛第14及び第16表,((3)一g苦笑排中央=廠検査
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は,性別不詳の もの,4,464人を含む,(8)前拭,申圃コ二第謁L]琵報告,下批 (9)上海

市政肝元ヒ昏局,TheDirectoryofShanghalFactorle且.,1f)〕4lliL Lleu,前抱

書に再録の もの,同書 p 354,社印幼年工中には頑弟4,937̂ を含'tjL,(10)李建
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本紡績同業骨調査,(12)江北興業公司調査｡
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支
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創
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ら
れ
る
や
う
に
た
っ
た
の
は
'
紡
績
工
場
の
創
設
昔
時
よ
り
可
な
-
後
に
な
っ
て
か
ら
の
や
う
で
あ
る
O
他
方
'
北
文
で
は
'
従
帝

女
子
労
働
者
の
利
用
は
極
め
て
少
く
'
そ
の
比
重
が
幾
分
高
ま
っ
て
来
た
の
は
漸
-
近
年
の
こ

と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
各
地
方
の
紡
績

糞
に
於
け
る
女
子
労
働
者
の
任
地
に
つ
い
て
は
'
各
創
業
昔
時
の
古
い
事
賛
は
い
ま
こ
れ
を
充
分
明
か
に
し
え
な
い
け
れ
ど
も
'
大

腰
以
下
に
述
べ
る
干
う
な
事
情
に
あ
-
'
そ
の
う
ち
具
鰻
的
な
数
字
が
興

へ
ら
れ
て
ゐ
る
以
後
の
琴
化
を
三
尊
紡
績
業
鞄
に
つ
lハ
て

示
せ
ば
～

賛
料
の
関
係
上
流

!
的
葱
年
次
的
比
較
撃
不
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
.
皇
た
賓
料
に
つ
い
て
も
た
ほ
吟
味
を
要
す
る
鮎

屯
あ
る
が
-

1ほ
いエ
付-1
見
所
戒
の
衣
に
見
る
速
-
で
あ
る
の

I.

T
∃

支
部
の
妃
代
的
防
諜
山TN賢

約
ハレ
準
で
庶
rl
.
nil
-
か
ら
身
-
の
女
子
額
御
者
が
用
い
ら
れ
て
非
た
LL
梅
の
耕
硝
薬

に
於
い
て
も

'

然
し
'

最
も
初
期
の
時
代
に
は
¶

勘
繰
額
働
者
の
大
部
分
は
男
子
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
｡

例

へ
ぽ

1
八
九

〇
年

(光
緒
十
六
年
)
に
成
立
し
た
'
支
部
最
初
の
近
代
的
紡
績
工
場
た
る
上
海
織
布
局
の
創
設
昔
時
に
か
け
る
努
働
者
に
つ
3
,て
は
へ
『男

工
約
二
千
人
の
外
な
ほ
女
工
も
存
在
し
て
ゐ
た]
:q
と
記
さ
れ
て
居
り
､
昔
時
に
於
い
て
は
'
女
子
努
働
者
の
利
用
は
未
だ
僅
か
の
戟

囲
に
止
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
烈
し
そ
の
後
間
も
な
-
女
子
券
働
者
の
方
が
急
速
に
多
-
用
ひ
ら
れ
る
や
う
に
な
り
'
織
布

局
成
せ
後
十
年
と
経
た
な
い
一
八
九
八
年
頃
に
は
'
昔
時
上
海
に
於
け
る
紡
績
工
場
九
蘭
所
の
弊
働
者
組
敷

三

､
一
〇
〇
人
う
ち
'

pJ5i

男
子
三
､
九
〇
〇
人

(
二
九
‥
八
%
)

に
封
し
女
子
は
九
､
二
〇
〇
人

(七
〇
･
二
%
)
に
達
し
'

即
ち
女
子
は
仝
髄
の
約
七
割
を
占

め
る
忙
至
っ
て
ゐ
る
o
そ
の
後
も
上
海
の
紡
績
業
で
は
'
女
子
労
働
者
の
割
合
は
引
蹟
き
大
鰻
七
割
以
上
に
達
し
て
居
り
'
こ
の
と

と
は
前
掲
の
表
竺
不
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
.

無
錫
､
甫
通
等
忙
於
け
る
紡
績
業
の
初
期
の
労
働
事
情
は
'
い
ま
こ
れ
を
詳
忙
し
え
な
い
が

(
こ
れ
ら
の
紡
績
業
地
に
於
い
て
･d
比
摂

支
那
女
子
紡
綴
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
審

五
二
三

第
二
班

一
五

三

徐蔚嵐 上海概 布局始末(上場道政,上ij帥芹据資料埴集,属国29年,併収)I
307~責oナよは この男工2,000人については,別',:800人説 もあると言ふO宇佐
見波次郎,士郡に於ける妨接業 と外国資本 (紡聯摘,束立共衆匿Iと繊維産
韓,昭和16* ,所収),102頁重野｡



支
部
女
子
紡
妓
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
懸

五
二
四

第

二
蚊

1
五
四

的
早
く
よ
-
女
子
労
働
帝
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
仁
と
は
想
像
さ
れ
る
)'

少
-
と
も
民
国
以
後

に
於
け

る
'

こ
れ
ら
の
地
方
の
女
子
労
働
者
の

位
地
は

(前
掲
表
参
照
)'
上
海
の
場
合
と
ほ
ゞ
同
様
な
経
過
を
辿
っ

て
ゐ
る
｡

こ
の
や
う
に
上
海
或
ひ
は
其
他
の
江
蘇
省
の
紡
緯
柴
に
於
い
て
､阜
-
か
ら
多
-
の
女
子
労
働
者
が
用
払
ら
れ
て
釆
た
こ
と
は
'
先

進
国
の
琵
菜
革
命
期
に
於
げ
ろ
紡
細
葉
に
見
る
現
象
と
筋
合
す
る
も
の
で
あ
る
.
L
j
の
脱
へ

そ
こ
に
は
罪
に

l
舷
的
な
過
程
の
支

･-

I

-_いHLH
]

働
者
の
履
僻
が
'
早
-
よ
･=
兵

進
組
と
は
t･同
じ
.-
う
ほ
進
む
辿
っ
て
ゐ
る

こ
と
は
､
そ
れ
が
支
那
に
於
け
る
専
葦
で
あ
る
と
言
ふ

鮎
に
於
い
て
'
む
し
ろ
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
.
問
題
は
､
こ
れ
ら
の
女
子
弊
働
者
の
創
出
過
程
に
種
々
の
制
約
僚
件
の
見
ら
れ

る
に
も
拘
ら
ず
'
な
ほ
且

つ

早
く
よ
り
多
く
の
女
子
塔
働
者
が
工
場
努
働
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
ゐ
た
と
言
ふ
新
に
あ
る
.'

'
(a
)

こ
れ
ら
の
制
約
催
件
に
関
し
て
先
づ
あ
げ
ら
れ
る
の
は
'
支
那
に
贋
-
行
ほ
れ
'
永
-
慣
習
と
さ
れ
て
爽
た
女
子
の
樫
足
に
よ
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

障
害
で
あ
る
｡
支
那
の
女
子
労
働
と
纏
足
の
路
傍
は
.
重
要
且
つ
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
'
紡
緒
業
の
創
始
期
に
あ
つ
て
は
'
上

海
地
方
に
於
い
て
も

一
般
に
女
子
は
糎
足
し
て
居
-
'
紡
栢
工
場
に
乗
る
女
も
多
-
さ
う
で
あ
っ
た
.
而
か
も
こ
れ
ら
の
女
子
労
働

者
は

『
足
端
小
忙
し
で
清
澄
に
立
働
ら
き
能
は
ざ
る
』
状
態
に
あ
-
'
経
っ
て
彼
女
達
は
'
経
営
者
が
作
業
の
敏
捷
を
要
求
す
る
の

に
射
し

『
里
に
徐
行
す
る
に
嘗
-
て
も
困
難
を
党
ゆ
る
位
な
-
』
と
し
て
抗
議
す
る
や
う
な
箸
状
で
あ
っ
た
.
か
ゝ
る
事
情
は
雷
然

作
業
上
に
も
影
響
し
'
昔
時
支
那
紡
績
業
に
於
け
る
所
謂
能
率
の
低
い
JJ
と
の
重
要
な

1
原
因
は
､
こ
の
纏
足
に
ょ
る
障
署
に
求
め

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
;
そ
れ
故
,
彼
女
達
は
,
経
営
者
に
と
っ
て
も
'
恐
ら
く
決
し
て
有
利
な
努
働
者
で
は
な
か
つ
た
と
言

へ
る

で
あ
ら
う
｡
も
っ
と
も
'櫓
足
に
も
色
々

の
仕
方
が
あ
-
､
上
海
附
近
の
纏
足
は
さ
う
甚
だ
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
1

め
.
作
業
上
に

2) 大 日本棉糸紡績同業聯合食報告,明治31年4月,2即等｡,
3) 橋本奇策,清国の根菜.明暗38年.41頁,60頁 , LlJH,長野軌 世界の

脅威支那の労働者及労働題軌 大正14年,157束,ユ6(),73.歩師｡
4) 橋本奇策,前視書,41頁｡



P

J･L

･

･･･

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

は
そ
れ

ほ
ど
障
署
は
な
か

つ
た
と
も
言
は
れ
･
或
仏
は
ま

た
ど
う
に

か
こ
う
に
か
働
け
た

と
も
言
ほ
れ
て
ゐ

ISo
然
し
作
莞
上
少
な

か
ら
ぬ
障
事

の
あ

っ
た
こ
と
は
事
賓

の
や
う
で
あ
-
'
立
ち
績
け
た
ま

～
働
-

こ
LL
を
要
求
さ
れ
る
紡
績

工
場

に
於

い
て
､
彼
女
蓮

は
そ
れ
が
困
難
た
た
め
､
作
柴

を
漬
け
る
に
は
屡

々
僑
子
規

を
用
ひ
な
け
れ
ば
怒
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
｡
常
時

こ
の
佑

子
類

の

撤
回
は
'
女
子
努
働
者

の
灰
封
を
招
-
重
大
な
問
題

で
あ
っ
た
と
き

へ
言
ほ
れ
て
曽

Oco

こ
の
や
う
な
榎

火
の
障
害

の
た
め
,
女
子

∩

労
働
者

の

『
募
集

の
際

の
必
要
保
仲

の

一
と
し
て
其
足
大
を
選
ぶ
べ
き
こ
と
』
と
云
ふ
如
き
状
態
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
戯

し

か

ゝ
る
要
求
が

必
ず
し
も
JLl'JF
島

に
み
た
さ
れ
革

か
つ
た

こ
と
は
'
以
上
の
記
述
か
ら
知
ら
れ
る
通
-
で
あ
る
O

(鼓
)
支
那
の
女
の
郡
瓜
に
'経
に
も
油
'(
る
如
-
､二
の
闇
J
L

芽
T
餅
倒
か
前
納
し
∵
沢
'T･l∵
lI
に
対
し
官
権
,j
胴
係
を
有
っ
て
ゐ
る
｡
こ
ゝ
に
そ

の
層
鎌
ー出
門茂
11)
凧
芯1
1し
っ∴

T
肘
E=
に
詣
L/
T
‖7
-
I.r
1

5
維
Z.
r

F
で
hは
い
た
ら
-
ハ選
巳
野
il
の
咋
期
に
つ
い
lr
.は
樋
守
の
視
が
布
は
れ
LJ
ゐ
る

は

'

一
艇
に
'
大
喝

宗
以
後
と
さ
れ
でL
ゐ
る
.
こ

の

慣
習
は
.
以
来
二

股
の
婦
女
子

品

散
っ

て
耽
ふ

と

サー
ろ
-
た

･･;

普
及
S
肺
冊
は
.Jt=

ん
ど
全
国
に
草

ル
L
,と
皇

n
ほ
れ

て
ゐ
cQT
D
然
し
茸
際
に
は
纏
足
の
行
ほ
れ
な
い
地
亨

2
9
-
,
両
重
の
震
央
,
贋
西
r
両
建
･
泉
州
･
貿
南
等

に
ゐ
つ
て
は
'
全
然
過
足

し
花
い
草

｡
少
-
た
i
1.
こ
れ
ら
の
地
方
に
於
け
る
富
家

(H
ak
k
a
s).
苛
旗

(b
a
r
b
a
n
an
s)
等
の
女
の
如
き
そ
の

.代
表
的
な
例
で
雪

か
Q
ま
Li其
他
の
地
方

に
あ
つ
て
も
･
例

へ
は
中
支
の
放
州
の
如
き
了
は
･
城
内
で
は
極
月
が
布
は
れ
た
が
･
城
外
の
附
近
郷

n

村
に
あ
つ
て
は
黙
ら
す
と
言
は
れ
で
崩
I
･
な
は
地
方
に
よ
っ
て
は
,
こ
の
や
う
に
置
足
の
行
ほ
れ
た
い
と
こ
ろ
も
必
ず
し
も
少
-
た
い
や
う
で

あ
る
0
更
に
碗
洲
人
は
元
爽
漣
足
を
行
は
七
か
つ
た
が
'
や
が
て
彼
等
も
こ
れ
を
倣
ひ
'
Ll
ヾ
旗
人
だ
け
は
厳
禁
さ
れ
た
1
め
例
外
を
iL･/し
て
苑

=

L
i

と言･ふ.
0

こ
の
纏

足
の
慣
習
が
必
ず
し
も
全
国
到
る
濃
に
行
は
れ
た
も
の
で
rLht
い
こ
と
は
右
の
如
-
で
あ
る
が
.
然
し
そ
れ
が
如
何
に
根
強
-
且
つ
普
及

日置瀧夫.浩国紡績事業の遮汁札 リ､口木桶糸紡績同業塀合昏報告,明治34
年12月,16頁O
橋本宙策,荊摘書,62頁;長即｣軌 前端書,160頁o

し
て
ゐ
に
か
は
､
清
朝
初
期

(廉
野
R
年
'

陳
原
東
の
書
に
三
年
と
あ
る
は
誤
-
の
如
し
)'
継
足
の
禁
令
が
出
さ
れ
Ll
に
も
拘
ら
ず
殆
ん
ど
そ

GT

w-
tn

の
効
果
七
/

間
も
な
-

(
庚
鮎
七
年
)
そ
の
禁
令
を
鰐
-
に
室
ら
ざ
る
を
特
化
か
つ
㌢

｣と
た
ど
か
ら
も
範
ほ
れ
よ
う
U
然
し
掃
天
に
至
-
､

支
那
女
子
紡
巌
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
審

五
二
五

第
二
折

1
五
五



一

.＼

支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
巻

五
二
六

第
二
鮒

1
五
六

週
足
願
止
運
斬
或
ひ
は
禁
令
に
よ
っ
て
'漸
-
そ
の
改
暦
を
見
る
に
及
び
'以
苑
漸
次
そ
の
髄
を
ひ
そ
め
て
充
た
.
た

三
1
日
に
於
い
て
も
､
地
方

に
よ
っ
て
は
'
若
い
世
代
の
女
の
間
に
於
い
て
さ
へ
花
ほ
か
～
る
慣
習
が
全
然
跡
は
紹
つ
に
至
っ
た
と
は
云
へ
ず
､
未
だ
そ
れ
が
榎
存
し
て
ゐ
る

事
茸
も
且
ら
れ
る
や
-
で
あ
る
0
我
々
の
間
取
は
ご

の
経
足
が
女
子
労
働
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
-
'
ま
た

そ
の
経
済
的
基
礎
が
何
盛
に
存
在
す

る
か
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
.
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
な
は
後
に
言
及
す
る
で
あ
ら
う
｡

女
子
労
働
者
が
iJ
の
や
う
な

放
散
に
あ
-
.

而
か
も
他
方
男
子
労
働
者
は

過
剰
に
し
て
そ
の
雇
傭
は

容
易
で
あ
っ
た
に
も
踊
ら

昨

'
早
-

よ
り
何
故
今

′､
の
女
千

野倒
者
が
川
払
わ
れ
た
n
fJ-
あ
ら
う
か
r-
垂

Ir
仙ガ
働
粁
判
耶
L,:L料
も
茸
塘
'な
樵
臓
で
あ
る
1-'F
LJl

｣
二
′t

低
質
銀
と
一言口
ふ
事
茸
は
'
径

に
も
述
.Fへ
る
ヤ
う
に
､
支
那
で
は
女
子
労
働
者
利
用
上
そ
れ
隙
ど
重
要
た
意
義
を
有
っ
て
ゐ
た
い
主

1u

へ
る
｡
男
子
労
働
者
の
賃
銀
も
極
め
て
低
く

そ
れ
は
女
子
労
働
者

の
賃
銭
に
著
し
-
准
近
し
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
｡
多
少
男
子
の
質

(鮭
)

銀
が
高
-
て
も
'
女
子
努
働
者

の
所
謂
壁

轡
の
低
さ
を
考
慮
す
る
な
ら
ば

'
J
J

の
場
合
'
或
･4U
は
男
子
労
働
者
を
使
用
す
る
方
が
有
利

で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考

へ
ら
れ
る
.
ま
た
安
部
紡
精
美
の
.初
期
の
頃
に
は
労
働
宰
議
の
如
き
問
題
も
未
だ
生
ぜ
す
､
従
っ
て
こ
の

や
う
な
問
題
の
考
慮
か
ら
'特
に
女
子
労
働
者
を
選
ん
だ
如
き
JJ
と
も
殆
ん
ど
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
と
は
'
上
拓
に
於
け
る
昔
時

の
T

紡
綻
業
経
営
者
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
勿
論
'
開
き
は
僅
か
に
せ
rl･真

･
女

努
働
者
の
間
に
於
け
る
貴
紙
の
差
異
､
或
弘
は
労
費

封
立
の
間
道
な
ど
に
'

ど
の
程
度
に
か
考
慮
が
梯
ほ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
.
仝
然
香
定
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
｡

(註
)

例
へ
ば
雛
織
作
業
の
主
要
部
分
た
る
糸
繋
ぎ
で
は
'
女
子
の
淵
発
き
の
柔
軟
･算
用
･敏
捷
等
の
性
質
が
こ
れ
に
適
臆
し
て
ゐ
る
と
言
は

れ
る
こ
と
は
'
発
き
に
･･9
ふ
れ
た
-
こ
ろ
で
あ
る
｡
女
子
の
こ
れ
ら
の
特
性
は
勿
論
重
要
な
も
の
で
あ
ら
う
が
'
然
し
紡
織
作
業
に
於
い
て
も
'

労
働
者
の
労
働
能
力
は
革
に
指
先
き
の
活
動
の
如
何
の
み
に
依
存
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
｡
特
に
沸
度
の
孟

い
紡
続
工
場
に
於
い
て
t
Lm
か
も
そ

こ
に
於
け
る
長
労
働
時
間

(
こ
の
期
は
'
支
那
の
場
骨
特
に
間
1短
で
あ
る
)
S
L下
に
あ
つ
て
は
'

1,
股
に
男
･
女
努
御
者
の
鰹
力
の
相
迫
か
ら

苑

る
睦
弊
度
の
差
は
'
延
い
て
女
子
の

『
労
働
能
率
』
を
低
下
せ
し
め
る
は
ず
で
ゐ
-
'
こ
の
こ
と
は
､硯
に
男
･女
勢
御
者
が
同

一
作
業
部
門
に
浪

8)9) 那珂遁世,支那婦人笹屋の起源, 旦撃即諾, FjfEE料 時6月,32頁以下;
陳東児背 (民国17年 ).村田孜郡辞,支那女性生憎曳 rl項 , 商務印書館,
義幸汀 ; 中華書局,新海,等参照0

10ll)) 那珂通ttl.前払病,53頁 ;Smith,A･H･,Vill昭e Lil.:Lin China,



在
し
て
働
い
て
ゐ
る
支
那
の
紡
精
工
場
に
於
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(な
は
後
学
参
照
)
O

而
か
も
こ
ゝ
に
叙
述
し
た
暫
時
に
於
い
て
は
､

女
子
労
働
者
の
場
合
.
有
の
耶
-
纏
足
に
よ
る
障
害
が
加
っ
て
ゐ
Ll
の
で
あ
る
.

資
本
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
'
こ
の
や
う
に
女
子
労
働
者
利
用
の
積
極
的
根
接
は
む
し
ろ
乏
し
か
つ
た
と
さ

へ
考

へ
ら
れ
る
に
も
拘

ら
ず
'
な
ほ
多
-
の
女
千
第
働
者
が
摘
払
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
.
あ
る
紡
績
業
経
営
者
は
'

1
つ
の
説
明
と
し
て
'
そ
れ
は
'
元
罪

紡
績
の
仕
事
は
女
子
の
仕
事
で
あ
る
と
言
ふ
や
う
な

観
念
の
下
に

(常
時
日
本
の
紡
拭
業
で
は
労
働
者
の
大
部
分
は
女
子
で
あ
っ
た
).

自

然

1
椴
に
女
子
を
採
用
し
た
と
い
ふ
如
き
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
-
な
い
で
あ
ら
う
と
も
言
っ
て
ゐ
る
｡
か
JTる
事
葦
も
.
た
し

か
に
'
成
仏
は

1t
つ
の
理
由
を
な
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
｡
然
し
な
が
ら
更
に
重
要
な
JJ
と
は
'
そ
こ
に
は
既
に
女
子
労
働
者
創
出
の

壮
昏
約

･
位
解
的
収
櫨
が
典

へ
,つ
れ
て
点

-'
伴
っ
て
ま
た
'
彼
女
達
は
TT
リ
早
く
よ
り
簸
纏
か
ら
『
解
放
』
さ
れ
た
と
考

へ
ら
れ
る

LI▲lr･
li'･
J
に

一
)
Lr
l.
-)
LIB
Lh
l]
.j
r･j

壕
nJ.代
｢
弘
等
訓
,こ
ムn
L
ど
TT
T=
iほ
.tJう
そ

獣
に
政
志
IrlJら
う
ー
刑
責
IJ
臣
即
1-
/3
-J1.IL,
｣

#

F
′こ
.

Li
/て
tb
T,r{
-
♂
Ft
.ノ
)

.｢

去
.-ノ
T<

.

小
芋
f
-.-
rq/
/

ほ
ど
決
定
的
な
障
書
を
な
し
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と

も

1
つ
の

重
要
な

鮎
で

は

あ
る

が
､更
に
右

の
如
き
ヨ
-
早
-
行
は
れ
た
'
女
子
の

豪
産
か
ら
の
『解
放
』
と
言
ふ
こ
と
は
､
恐
ら
く
'封
比
さ
る
べ
き
重
要
な
事
賓
と
し
て
指
摘
さ
れ
よ
う
.
か
-
し
て
彼
女
達
は
'裡
足

が
決
定
的
な
陣
等
を
な
さ
な
か
っ
た
ま
で
も
､然
し
そ
れ
に
よ
る
不
自
由
な
身
を
以
っ
て
､
工
場

へ
と
出
掛
け
て
行

っ
た
の
で
あ
る
｡

然
し
そ
の
後
中
文
で
は
'
纏
足
の
慣
習
は
比
較
的
阜
-
蓑
朝
す
る
と
共
に
(伯
し
全
然
跡
を
紹
つ
L
Fわ
け
で
は
,i
-
'比
較
的
近
年
に
寧
ろ

の

も
､多
-
の
紡
績
工
場
に
於
い
て
､年
と
つ
L
J女
の
間
に
は
鐘
足
の
要
が
見
ら
れ
､ま
L
,そ
こ
で
は
'依
然
博
子
類
七
ど
も
使
用
さ
れ
て
衆
口
)
r
資
本
主

義
的
諸
影
響
は
更
に
港
透
し
'
殊
に
工
場
は
底

力
大
草
議
に
見
舞
は
れ
る
に
至
っ
て
.
女
工
主
義
の
根
接
は

l
段
と
確
立
さ
れ
る
こ

と
1
な
っ
た
O
何
れ
に
し
て
も
'
右
の
如
-
F
′
中
支
｢.
特
に
上
海
の
紡
織
柴
に
於
い
て
'
既
に
そ
の
創
始
期
か
ら
多
く
の
女
子
労
働

支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
審

五
二
七

第

二
統

1
五
七

;i71p.260;(:ressy,ibid･,p･345,1･
那珂遁世l前視精.53頁参照o
陳東原,前抱邦詩,163-164見 ,
那珂遁世,前視稿,52-53頁;除痛原,前視邦諾,163-164頁｡
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支
那
女
子
紡
滝
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
巻

五
二
八

第

二
㍍

H
Fj八

着
が
和
仏
ら
れ
て
釆
た
こ
と
は
､
北
安
の
紡
絹
業
仁
於
け
る
場
合
と
封
黙
し
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
｡

同
じ
申
文
に
あ
つ
て
も
'
然
し
'
例

へ
ば
奥
地
に
あ
る
武
漢
に
於
い
て
は
'
先
き
に
も
指
摘
し
た
如
-
､
や
1

事
情
を
具
に
し
て

ゐ
る
O
武
漢
紡
績
業
の
主
要
部
分
が
存
在
す
る
武
昌
に
つ
い
て
見
れ
ば
'
こ
1
で
も
革
初
女
子
労
働
者
の
伐
開
が

試
み
ら
れ
た
け
れ

ど

屯
､
AJ
の
地
方
の
経
距
の
特
に
甚
L
か
つ
花
1
め
に
'
や
が
て
そ
の
使
用
を
中
止
せ
胎
ば
な
ら
牢

か
つ
た
や
う
で
あ
る
｡
即
ち

l

;

/

/
I_
.:./
.
J1

.､▲
∵

･･
~

.･

･/I
.･L

.I
.
･!
.

I

∵
.I..･･,[
･
..
]
:.･･

こ∴
卜

･
.
.
1
･..･▲,
{∵
至
.

.I.-I

.
･1-m
叶
､
[
P

～
.
ti･議
に
し
て
T歩
.T｡～
傍
が
フ
d･L'レ
よ
j
J

と

カ
謹
/
一TJ

と
74J
TdJ
ブ
コ
に
侶
こ
害
し
よ
し
J
b
r

RTrl
rl
t"
T
TT･<.I,
rir
tl
壱
ホ
LJJ-
1

て
居
る
』
と
記
さ
れ
て
居

-
･
使
用
労
働
者
は
男
子
の
み
と
亨

諒

恕
で
あ
っ
ち
ot

こ
の
こ
と
か
ら
'
等
し
-
確
足
三

三

も
'
そ

の
仕
方
の
相
違
に
よ
っ
て
障
害
の
程
度
に
も
色

々
差
異
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
O
別
の
資
料
に
よ
れ
ば
､
そ
の
後
間
も
な
い
草
資

;,

と
し
て
'

武
昌
の
紡
指
工
場
に
於
い
て
も
'

男
女
混
在
し
て
操
業
し
て
わ
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
･C
i@
が
'

前
掲
の
衆
に
於
い
て

は
'

一
九
二

〇
年
首
悟
に
至
る
も
女
子
労
働
者
は
仝
琴

不
さ
れ
て
ゐ
な
い
｡
成
し
何
れ
に
し
て
も
'
鰹
足

に
よ
る
障
害
の
如
き
漸
次

除
去
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
｡

1
九
三
C)年
代
以
後
に
於
い
て
は
'
武
昌
の
紡
績
労
働
者
の
半
ば
以
上
は
女
子
を
以
っ
て
充
て
ら
れ
て

ゐ
る
｡
(前
端
来
参
照
)｡

二
'
都

支

北
麦
の
新
穂
兼
に
於
け
る
女
子
寮
働
者
の
使
用
は
､
匪
史
的
に
も
'
そ
の
創
始
期
以
奔
'
中
支
'
特
に
上
海
地
方

と
は
ほ
ゞ

封
照
的
な

過
程
を
と
っ
て
来
宅

北
麦
の
紡
績
柴
は
.

山
東
省
と
河
北
省
に
そ
の
大
半
が
あ
-
'

ヰ
亮

主
要
紡
績
柴
地

は
'
そ
れ
ノ
川＼

青
島
'
天
梓
を
以
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
が
'
こ
の
内
地
に
於
け
る
女
子
弊
働
者
の
利
用
は
'
近
年
や
1
そ
の
増
加
を

見
る
に
至
る
ま
で
極
め
て
僅
か
で
あ
っ
た
o
比
の
外
'
山
西
省
'
河
南
省
に
あ
つ
て
は
'
近
年
に
於
い
て
も
勅
綜
労
働
者
の
L/
部
分

15) Pearse.A S.,TheCottonIndustryofJapan ･amd Chlr]La,1929,p･
172.

16) 日置藤夫,前掻稿,16頁｡
17) 梅本奇策,前輪書,64頁｡
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･J.ヮ･
は
未
だ
男
子
で
あ
-
'
女
子
は
極
め
て
少
い
｡
前
掲
の
表
に
も
見
る
如
く
'
こ
の
両
省
に
於
け
る
女
子
努
働
者
の
割
合
は
-

幼
年

労
働
者
を

l
鷹
別
に
す
れ
ば

1
一
九
三
三
年
に
於
い
て
､
山
西
省
で
は
僅
か

二

1
･
六
%
'
河
南
省
で
は

二

･
〇
%
に
し
か
禦

ぎ
な
い
.

1
般
に
北
支
の
近
代
工
業
に
於
け
る
女
子
労
働
者
の
少
い
こ
と
に
つ
い
て
は
'

一
席
崖
J(
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
例

へ
ば
方
蘇
廷

教
授
は
'

紡
績
労
働
者
に
開
設
し
て
'

『
北
文
語
省
で
は
女
子
労
働
者
の
雇
傭

は
酷
骨
的
偏
見
の
故
に
む
し
ろ
稀
で
あ

り
豊

と
述
べ

て
居
-
'
ま
た
別
の
論
者
に
よ
れ
ば
､
民
国
初
期
の
専
管
と
し
て
.
『
北
支
那
に
在
-
て
は

人
智
未
だ
開
け
ざ
る
を
以

Lrl婦
女
子
の

塘
働
渚
lt.T樽
椎
-
呪
濃
化
友
部
浦
洲
地
方
の
工
場
中
､H
と
し
て
女
子
を
使
用
せ
る
は
僅
か
に
営
口
に
於
け
る
燐
寸
工
場

紡
粁
光

は
J･J
の
や
う
な

斬
態

の
T
に

創

設
さ

れ
た
の

で
あ
-
､
拭
っ
て
h
/.JU

に於
い
て
-i
.
･:･f
f∵
炊.f融
対
の

l榊

朋
は
摸
し
′IJ糾
約
-

れ
て
ゐ
た
｡

北
麦
に
於
け
る
紡
績
業
の
護
岸
は
中
支
よ
-
可
な
-
過
-
'
青
島
で
は

1
九

一
七
年

(日
本
人
紡
績
-
内
外
壁
円
鳥
工
場
)'

天
津
で

は
こ
れ
よ
-

一
年
後
れ
て

l
九

1
八
年

(支
那
人
紡
績
-
琴
R
紡
織
)
を
そ
の
端
初

(操
業
開
始
)
と
し
て
ゐ
る
｡

こ
れ
ら
の
紡
縮
業
地

に
今
日
な
ほ
女
子
労
働
者
の
少
い
JJ
と
も
'

一
つ
に
は
か
-
の
如
-
そ
の
創
始
期
の
後
れ
て
ゐ
る
こ
と
が

一
部
の
理
由
を
な
し
て
ゐ

る
か
も
知
れ
な
い
｡
然
し
操
業
開
始
後
十
飴
年
を
経
た

一
九
三
〇
年
代
に
至
っ
て
も
'

女
子
努

働
者
の
割
合
は

(前
端
表
象
照
)'
青

島
で
は
僅
か
六

･
四
%

(
一
九
三
〇
年
)'
天
津
で
も

一
三

･
四
%

(
1
九
三
三
1
三
四
年
'
但
し
1

九
二
七
年
に
は
二
〇
･
七
%
と
な
っ
て
ゐ

る
)
に
止
っ
て
ゐ
る
｡
そ
の
後
こ
の
割
合
は
急
速
に
増
大
し
た
け
れ
ど
も
二

九
四
〇
年
に
於
い
て
..女
子
努
働
者
は
な
ほ
仝
鰐
の
年

支
那
女
子
紡
綾
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第

二
魯

五

二
九

第

1LAS

1
五
九

18) Fong,H.D.lbid.,p.14J1.
19) 東正同文骨調査編基部,支部之~【二三等…,jlニiE6年,15頁O



支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

ば
に
達
し
て
ゐ
な
い
｡

第
二
巻

五
三

〇

第

二
班

一
六
〇

北
安
の
紡
精
米
に
於
い
て
こ
の
や
う
に
女
子
労
働
者
の
少
い
と
と
は
'後
に
や
1
詳
し
-
述
べ
る
ヤ
う
に
'種
々
の
社
食
的

･
経
済

的
雄
は
に

よ
る
も
の
で

あ
る
If2

こ
b
.境
台
に
も
そ
の
iii輩
な

一
つ
e
L理
由
IiJ
し
て
寂
々
指
摘
さ
れ
て

ぬる
の
は
'
こ
れ
y
uた
女
子

の
帽
足
に
ょ
る
略
啓

で
あ
る
∪

砥
=-光
に
づ

レ

て
は

.
そ
の
仕
Lq
に
ょ
り
必
ヰ
L
も
作
謙
J
に
っ一イ}れ
ほ
ど
決
Ll火
打
.Li.,支
障
,l･Lた
す
と
関

ら
な
い
こ
と
は
'
発
き
忙
上
擬

の
場
合
に
見
た
通

-
で
あ
る
G
烈
し
北
鼓
で
は

i
殻
に
軒
且
の
普
及
の

帯
既
も
廉
く

ま
た
そ
の
仕

方
も

ヨ
リ
甚
し
か
つ
た
や
う
で
あ
る
O
そ
れ
故
特
に
北
文
に
於
い
て
は
､
纏
足
は
椎
罪
か
ら

l
椴
に
女
子
努
働
に
封
す
る

1
つ
の
重

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

大
な
制
約
催
件
を
な
し
て
庶
-
'
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
､
彼
女
達
の
工
場
労
働
者
と
し
て
の
進
出
に
封
し
て
も
少
な
か
ら
ず
障
害
を

輿

へ
て
宋
た
の
で
あ
る
o

こ
の
新
に
閲
し
て
は
'
然
し
北
文
で
も
場
所
的
に
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
'
い
ま
山
東
省
を
中
心
と
し
て
見
れ
ば
'
こ

1

で
は
従

来
か
ら
纏
足
が
女
子
労
働
を
妨
げ
て
禾
た
こ
と
は
決
し
て
少
-
な
-
､
そ
の
障
審
は
い
ま
た
ほ
残
存
し
て
お
る
o
従
っ
て
JJ
の
場
合

に
は
､

一
般
に
糎
足
を
以
っ
て
.
そ
れ
は

『
作
業
に
不
便
な
-
と
稀
す
る
も
の
あ
れ
ど
も
元
釆
婦
女
子
の
努
働
は
鰹
力
む
費
す
JJ
と

,･T7

多
か
ら
ざ
る
仕
事
に
巌
す
る
を
以
て
纏
足
の
及
ぼ
す
影
響
は
而
か
-
多
大
な
ら
す
と
認
め
ら
る
』
と
言
ふ
如
き
は
必
ず
し
も
嘗
ら
な

い
o
然
し
山
東
省
に
於
い
て
も
'
発
き
に
も
指
摘
し
た
如
く

元
奔
満
洲
旗
人
の
子
孫
に
は
糎
足
の
慣
習
な
く

殆
ん
ど
男
子
労
働
者

を
以
っ
て
出
敦
し
た
青
島
の
紡
耗
工
場
も
､
そ
の
後
ま
づ
JJ
れ
ら
の
住
民
の
問
に
女
子
努
働
者
を
求
め
る
や
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
募

集
は
､
大
正
十
二
年
末
か
ら
十
四
年
春
に
か
け
て
､

公
大
紗
廠

(鐘
淵
紡
続
市
島
工
哲

が
京
都
願

(帯
州
)
で
こ
れ
を
行
っ
た
JJ
と

T.

に
始
ま
-
､

つ
ゞ
い
て
他
の
各
工
場
も
こ
れ
に
な
ら
ひ
'
募
集
地
は
更
に
千
変
願
'
宋
陽
願
等
に
及
ぶ
に
至
っ
た
と
言
ふ
｡
更
に
や

例へば,酒井文治,支那紡按視察報告,ダイヤモンド,昭対]6年6月21日,
2O頁 ,.職鋭天津事務所調査課,山東紡績業の概況,昭利ud串,35頁,等o
東丑同文骨.支那之工業,18頁っ
富田芙之,胃島紡績労働事情,揃鍍調査月報,昭和15年(iJi.75･鮎



l

rlIて･

が
て
纏
足
の
慣
習
も
h/第
に
減
退
す
る
と
共
に
-
-
而
か
も
創
出

の
常
傭
件
が
加
は
る
こ
と
に
ょ
つ
て
-

1
他
の
各
地
方
か
ら
も
漸

次

女
子
労

働者の
進
出
を
見
る
に
至

った
｡

然
し
山
東
省
で
も

西
部
で
は

比
較
的
早
-
こ
の
纏
足
の
慣
習
が

改
善
さ
れ
た
の
忙
封

別し
'
東
部
で

は､
場
所
に
よ
-
事
情
は
必
ず
し
も
等
し
-
は
な

い
が
'
未
だ
そ
の
存
在
を
見
'
例

へ
ば
背
見
に
近
い
即
墨
､
防
州
地
方

で
は

'
今
日
な
ほ
若
い
世
代
の
間
に
も
そ
れ
が
跡
を
権
つ
に
至
っ
て
ゐ
な
い
と
l㌔.1日
は
れ
る
｡
そ
し
て
こ
の
や
う
な
事
情
が
'
今
日
な

は
.
青
島
紡
絹
業

に
於
け
る
女
子
努
働
者
の
進
出
を
妨
げ
る

一
因
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.

北
文
の
そ
の
他
の
紡
錯
覚
地
に
放
け
る
こ
れ
ら
の
事
情
に
関
し
て
は
､
い
ま
こ
れ
を

l
q,

具
膿
的
に
明
か
忙
し
え
な
い
が
'
党
き
に

指
摘
し
た
如
き
化
け
-JLj
於

け
7つ
纏
足
の
客
情
か
ら
MnTg
れ
ば
'
ワU
の
儒
藩
は
'
少
く
と
も
碓
宋
多
か
れ
少
な
か
れ
ほ
で
二

般
的
に
存
在

と
や
-
事
情

を

典

に

し
っ

即
ち

折
箱

の
純
綿

工
場

で
は
､
上々
の
絹
地
に
於
い

て

1
1/
L･h･

｣1

托
若
り

｣
1

ナ
-
〟
:

ユ

ニ

た
喋
に
J<J=7
い

て
F
朗

に
可
な
り
多
く
の
女
子
努
働
者
を
使
用
し

て

ゐ

る
.
例

へ
ば

l
九

L二
三
年

の
等

質

を

見

れ
ば
､

塀
南
の
紡

績

三

工
場
の
努
働
者
合
計

三
'

〇
五
六
人
の
う
ち
､
女
子
努
働
者
は

1
.
七

1
七
人

(
男
子

1
.
〇
四
四
人
'
幼
年
肇

元

五
人
)
に
し
て
'
そ
の
割
合
は
五
六

･

l
%
忙
達
し
'
即
ち
既
に
過
年
が
女
子
労
働
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
.
こ
の
こ
と
は
'
同
:,J
北
安
に
於
い
て
も
.
女
子
労
働

者

の
創
出
或
仏
は
制
約
の
諸
債
伴
が
'
そ
し
て
ま
た
そ
の

1
つ
と
し
て
の
糎
足
の
障
害
な
ど
が
t
Lj,F
即
納
に
必
ず
し
も
等
し
-
な
い

事
例
と

し
て
ぁ
げ
う
る
た
ら
う
と
息
ふ
O

然
し

'北
支
の
紡
績
業
に
於
い
て

l
艇
に
女
子
労
働
者
の
少
い
こ
と
は
'
以
上
に
見
る
通
-
で
あ
る
.
そ
し
て
人
々

の
言
ふ
如
く

そ
れ
は
纏
足
の
障
害
に
よ
る
せ
こ
ろ
が
少
く
な

い
こ
と
は
事
葦
で
あ
る
が
'
然
し
問
題
は
'
革
に
こ
の
裸
足
の
み
に

あ
る
の
で
は
な

支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
審

五
三
1

第

111班

1
六

i

油紙群炉調査宵 (大野元之助柿 ),山東農業経済論,ulE和11年,190頁参照｡
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支
那
女
子
紡
績
労
働
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
審

五
三
二

弟

二
就

〓
ハ
二

J

い

｡
1
雁
単
に
紡
績
業
経
営
者
の
立
場
か
ら
言
っ
て
も
､
既
に
指
摘
し
た
如
き
男

･
女
労
働
者
の
箕
鉄
の
差
の
少
い
JJ
と
(請
負
工

の

賃

率
の
如
,n,は
嗣
者
と
も
大
髄
同
一
で
あ
る
)､

而
か
も
女
子
の
労
働
能
力
の
劣
る
こ
と

(こ
れ
は
革
に
纏
足
の
障
害
の
み
に
よ
る
の
で
は
た

･

い
)'
或
仏
は
昔
初
に
於
い
て
は
労
資
劉
立
の
問
題
な
ど
未
だ
日
程
に
上
ら
な
か
っ
た
こ
と
'
等
々
の
事
茸
は
'

従
釆
'

粧
皆
者
を

し
て
'女
子
穿
働
者
の
基
集
･摩
得
に
必
す
L
も
そ
れ
ほ
ど
類
癌
的
な
ら
し
め
た
か
つ
お

O
と
の
Lj
と
は
､
現
に
あ
る
常
春
帯
の
漕
つ

l

て
ゐ
る
と
こ
ろ
EL
.あ
lる
｡
･lTII,I;し
･J
れ
h
e
l鞘
常

の
う

ち

'
･

A
-

那

-
控
常
譜
に
･iu
つ
て
問
が
に
た
つ
.r
群
力
男
遡
な
割
の

.E
つ

は
.
務

賓
封
立
の
表
面
化
で
あ
-
'

こ
の

こ
と

に
関
す
る
限

り
ノP

ヨ
リ
横
磯
的
に
女
子
労
働
者
を
選
ば
ざ
る
を
碍
な
-
な
っ
た
.
例

へ
ぽ
青

..

島
で
は
'

1
九
二
五
年
.
二
九
年
'
二
二
ハ
年
と
三
回
に
亘
る
大
罷
業
に
見
舞
は
れ
た
が
t
JJ
の
事
茸
は
､
女
子
労
働
者

へ
の
韓
換
の

l
つ
の
重
要
な
動
機
を
興

へ
た
と
言

へ
る
で
あ
ら
う
.
青
島
の
紡
績
柴
に
於
い
て
'

一
九
三
〇
年
代
に
至
-
急
速
に
女
子
労
働
者
の

ヽ

割
合
が
増
大
し
て
舞
た
の
は
'

T
つ
に
は
こ
の
や
う
な
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
-
な
い
や
う
で
あ
る
ひ

男
･女
労
働
者
の
優
劣
に

閲
し

-
聾
者
が
直
接
質
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

-
経
営
者
の
間
に
'
努

働
率
議
さ
へ
な
け
れ
ば
男
子
労
働
者
を
周
払
た
方
が
む

し
ろ
有
利
で
あ
る
t
と
言
ふ
見
解
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
に
値
し
ょ
う
｡

北
支
に
於
い
て
も
'
近
代
工
業
に
封
す
る
女
子
労
働
者
の
創
出
傭
件
は
次
第
に
形
威
さ
れ
7
ま
た
経
営
者
も
従
祈
既
に
女
子
弊
働

者

へ
の
時
損
の
必
宴
を
規
賢
に
感
じ
､
そ
し
て
か
ゝ
る
試
み
を
も

一
膝
は
た
し
.て
来
た
に
も
拘
ら
ず
'
而
か
も
'
北
麦
の
紡
績
柴
で

は
､

T
殻
に
い
ヰ
嘉

は
男
子
努
働
者
の
方
が
ヨ
リ
多
い
と
言
ふ
状
態
を

不
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.
男
子
努
働
者
に
封
す
る
女
子
塔
働

者
代
位
の
傾
向
は
.
北
丈
の
紡
績
業
に
於
い
て
も
.
恐
ら
-
今
後
更
に
進
行
す
る
で
あ
ら
う
｡
然
し
そ
れ
に
し
て
も
'
硯
管
に
は
未

だ
右
の
如
き
放
態
に
あ
る
こ
と
は
'
そ
こ
に
'
女
子
弊
働
者
の
創
出
に
封
す
る
脚
的
低
件
の
な
ほ
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
と
と
む
物

丁･f

雷
t
-

大 日本紡績株式合赴,大 El本紡績株式食紅五十年言l∃乳 昭科目6年,44-46
頁｡
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語
る
も
の
に
舛
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
｡

我
々

は
､
如
上
の
支
那
女
子
紡
績
努
働
者
の
創
出
過
程
の
う
ち
に
'
中
安
に
於
け
る
女
工
主
義
と
北
麦
に
於
け
る
男
工
,H
養
､
即

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ち
支
那

紡
績
労
働
者
の
中
支
配
と
北
文
型
と
を
更
に
明
白
に
見
出
す
こ
と
が
出
祈
る
｡
こ
れ
ら
の
封
照
的
な
関
係
の
依
っ
て
釆
た
る

根
櫨
に
つ
い
て
も

l
麿
言
及
し
た
が
､
問
題
は
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
菱
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
.
然
し

1
般
的
に
言

へ
ぽ
'
こ
の

や
う
な
差
異
は
｡
桐
地
方
に
於
け
る
敢
骨
的

･
経
済
的
鵜
椋
の
存
在
程
度
の
差
異
に
ょ
る
も
の
で
あ
-
'
或
払
些

音
払
襖

へ
れ
ば
､

間
朋
は
'
中
支
で
は
か
-･
.･?
根
根
が
丁=
=
且
-
し
す

生
成
し
存
在
し
て
ぬ
る
の
に
対
し
F
化
麦
で
は
そ
れ
が
未
だ
紋
如
し
成
仏
は
横

.
′､｢
-り
･JI
L̂
=リ
ーJ
LIJ
･F
.,I
-
L
ru
.A.

.冒-
TTT,
ノ
P

ド
.∵
∴
.=

∵
∴
;
1.

.
･･
.｡
.I
I

J
:･･.∵
∴

..､
｣
.-
∴
･1I,.
∵

∵

∴
∴
∵
∴
..:
.1;
:.I.rr
I･;
:
:]∴
J･:
:･1.
T.
･
r.･]:

;
･
｢∵

､

北
文
で
は
逆
に
そ
の
制
約
傭
件
が

ヨ
り
張
-
作
用
し
て
ゐ
品
と
見
る
iJ
と
が
出

奔
芯

だ

ら
う
と
=
山
-FiO

然
し
な
が
ら
､
更
に
.
こ
れ
ら
の
制
約
促
件
及
び
創
}:1
僚
件
は
'
畢
忙
中
麦
と
北
支
と
の
封
比
と
吉
ふ
鮎
に
於
い
て
の
み
問
題
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
る
の
で
は
な
い
.
そ
れ
ら
は
ま
た
.
支
那
の
女
子
紡
績
労
働
者
の

1
股
的
な
特
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
.
中
支
と
北
支
と
に
於
け

る
相
違
も
､
か
1
る

l
椴
的
な
特
質
の
異
る
具
鱈
的
な
現
は
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡

そ
し
て
'
JJ
れ
ら
の
制
約
候
件
及
び
創
出
保
件
の
有
つ
特
質
こ
そ
'
支
那
の
女
子
紡
続
発
働
者
の
創
出
過
程
を
規
定
し
て
ゐ
る
の

で
あ
-
'
ま
た

一
般
的
に
言
へ
ば
'
こ
れ
ら
の
諸
侯
件
は
'
菅
支
那
に
於
け
旦
卑
榊
的
な
億
紀
的
或
仏
は
慣
習
的
な
社
食
的
諸
関
係

及
び
前
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
残
存
､
並
び
に
JJ
の
園
の
植
民
地
的
諸
関
係
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
､
従
っ
て
か
1

る
特
質
を
以
っ
て

規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
O
以
下
更
に
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
'
か
･̂
る
諸
催
件
に
関
す
る
寄
茸
を
.
や
1
具
慣
的
に
明
か
に
す
る

支
那
女
子
紡
寂
静
幼
者
創
出
過
程
の
特
質

第
二
巻

五
三
三

､
第
二
班

1六
三



盛
……関
取
は

支
那
女
子
訪
結
界
御
者
創
出
過
程
の
時
賀

第
二
審

五
三
g
l

第
二
折

〓
ハ
gl

恐
ら
-
'
更
に
支
部
の
近
代
的
女
子
労
働
者

一
般
の
創
出
過
程
に
於
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
然
し
支
那
に
於
い
て
も
'
女

子
紡
績
労
働
者
は
近
代
的
女
子
労
働
者
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
限
-
に
於
い
て
､
か
1
る
指
催
件
は
7
こ
･1
に
恐
ら
-
長
も

l
般

的
に
作
用
し
て
み
る
と
見
る
)J
C
が

出
煎
る
と
共
に
'
他
方
ま
た
.

間
甑
が
甲
に
紡
緯
蛇労
働
者
の
み
に
関
す
る
も
の
で
た
い
,U
と

は
t
ilし
ろ
.
rrJlL
L㌻

-

二
V
ITT
こ
｡-'11'
=
]1'
J
ノ
J
〉
′

制
約
催
件
に
つ
い
て
は
､
JJ
れ
を
'
以
下
に
示
す
如
き
種
々
の
事
賓
に
於
い
て
求
め
る
JJ
JJ
が
肘
来
る
が
'
こ
の
鮎
に
関
し
て
先

づ
明
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
前
資
本
主
義
的
支
那
に
於
け
る
女
子
弊
働
の
特
質
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
｡
そ
れ
は
､
支
那
の
近

代
的
女
子
舜
働
者
の
創
出
過
程
に
射
し
.

1
般
忙
制
約
低
件
と
し
て
重
要
な
関
係
を
有
つ
も
の
で
あ
る
と
共
に
'
特
に
'
具
鰐
的
に

は
ー
北
子
に
於
け
る
女
丁
紡
績
労
働
者
の
創
出
を
制
約
し
て
ゐ
る
最
も
基
本
的
な
催
件
を
な
す
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
t
か
1
る
宮
木
の
支
部
の
女
子
貨
働
は
'
ど
の
や
う
な
関
係
を
以
っ
て
特
質
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
.
そ
れ
は
'
種
々

の
問

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
､

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

題
の
吟
味
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
が
'
直
接
的
に
は
､
そ
こ
忙
重
宰
な
意
義
を
有
っ
て
ゐ
る
の
は
支
那
の
家
族
制
度

で
あ
-
'
従
っ
て
'
先
づ
か
･-.る
鮎
に
問
題
を
求
め
る
JJ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
｡

I

こ
れ
ら
の
諸
備
件
に
つ
い
て
は
'
何
れ
も
溝
稲
に
於
い
て
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o


