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支
那
製
綿
業
の
生
産
形
態

第
二
審

九

I

O
第
四
銑

一
四
六

支

那
製

就
業

の
生
産
形

態
(

一.
)堀

江
英

.

序

書

羊
毛
工
業
が
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
出
聾
鮎
を
表
徴
す
る
と
す
れ
ば
.
製
綿
業
は
ま
さ
し
-
日
本
と
支
那
の
資
本
主
義
の
出
費
鮎

を
表
徴
し
て
ゐ
る
.
羊
毛
工
業
が
農
村
か
ら
農
民
を
追
放
し
て
農
村
の
封
建
性
を
破
壊
し
た
と
す
れ
ば
'
製
綿
業
は
労
働
集
約
度
の

極
度
に
た
か
い
萎
荒
業
に
農
民
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
農
民
を
農
村
に
つ
な
ぎ
と
め
､
農
村
の
劃
建
性
の
解
闇
を
阻
止
し
た
｡

製
林
業
は
t
か
-
の
如
-
.
日
本
と
支
那
の
賓
本
主
義
の
出
護
鮎
を
表
徴
す
る
ば
か
-
で
た
-
､
日
本
と
支
那
の
資
本
主
義
の
確

立
に
と
っ
て
比
類
を

見
な

い

大
き
な
使
命
を
荷
は
さ
れ
て
ゐ
た
0
日
本
と
支
部
の
貿
易
統
計
を

l
腎
す
る
者
は
､
た

ちゞ
に
こ
の
使

命
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
O
老
木
主
義
の
後
進
国
た
る
日
本
と
支
那
に
と
っ

て
.
製
新
業
の
創
造
し
た
輸
出
代
償
と
そ
'

資
本
主
義
惜
別
輸
入
の
た
め
の
最
も
重
要
な
基
金
で
あ
-
'
そ
の
盛
衰
は
資
本
主
義
の
移
植
と
確
立
に
張
-
影
響
す
る
｡

ソル
ク
･E)-ド

然
し
こ
の
肝
心
の
即
で
師
団
は
訣
別
す
る
.
か
つ
て

｢
絹
の
道
｣
を
通
じ
て
羅
馬
に
'
ま
た
蕨
東
十
三
や
tJ
通
じ
て
世
界
に
絹
を

供
給
し
て
き
た
支
那
は
､
同
指
七
年
(
明
拍
元
年
)
五
七
､
三
〇
〇
緒
の
生
新
を
輸
出
し
た
が
'
そ
の
最
盛
期
た
る
民
国

一
八
年

(昭
和



四
年
)
に
は

l
九

〇
･
〇
〇
〇
婿
の
生
綿
を
輸
出
し
た
に
す
ぎ
で

こ
の
六

一
年
間
に
三
倍
張
を
増
大
し
た
.

か
つ
て
'
支
那
か
ら

ソEフ.↓卜

白
糸
を
仰
い
だ
日
本
は
'
そ
の
生
赫
輸
出
を
明
治
元
年
の

t
､
二
〇
八
'
四
九
九
斤
か
ら
昭
和
四
年
の
五
八
､
0
九
五
へ
0
0
0
斤

へ
と

四
八
倍
張
に
増
大
し
た
D
か
く
し
て
宜
統
元
年
(明
治
四
丁毒
)
に
は
支
那
の
生
絹
輸
出
数
量
は
日
本
に
凌
駕
さ
れ
.

tandofS
｡resの

王
冠
は
支
那
か
ら
日
本
に
移
っ
た
｡

支
部
諾
終
業
の
日
本
讃
耕
業
に
封
す
る
か
1
る
祁
封
的
停
滞
は
つ
ぎ
の
鮎
に
基
-
O

支
那
の
生
細
輸
出
数
量
ALJ.
お
い
て
廠
締

嘉

棚
緑
J
が
士
秘

(座
樵
糠
)
を
凍
萌
し
た
の
は
光
精
二
八
年

(明
準

三
九
年
)
で
あ
る
が
.

日
本
で
は
す

.t
Jに
明
治
二
七
年
に
器
械
締
生

賢
強
調ば
つ
17i
l日精
溝
川
に
L宅
‖托
Tn醒
1rTJ
謀
り
1こ
,L
iJ
/
こ
附
1
TJ･.L;
｢
■
"
I-
1X
L..T

,j
ー…
｣
亡
.i
諸
方
W
ulヨ
｣-
,√
l,IL:弓
とノ
LElrl

蔀
臼
孝
吉
作
者
撫
薪
-
J

鹿
部
鮎
h
l慣
!lTq
が
ほ
じ
社
L
福

は
れ
た
明
治
≡
k
jlg･
(光
絹
一山

八
年
)
に
は
軍
票
抑
輸
出
数
量
は
座
繰
綿
稗
田
数
量
の
二
二
倍
に
壊
し

て
ゐ
た
D

か
-
し
て
安
部
諒
解
業
の
日
本
語
碑
業
に
封
す
る

相
封
的
停
滞
は
支
部
に
お

け
る
器
械
製
競
業
の
日
本
に
お
け
る
辞
械
製
綿
業
に
封
す
る
相
封
的
停
滞
'
換
言
す
れ
ば
巻
本
主
義
化
の

停
滞
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
｡

そ
こ
で
'
支
那
製
林
業
の
生
産
形
態
を
分
析
し
ょ
う
と
す
る
今
の
場
合
'
支
那
に
お
け
る
器
械
製
綿
業
と
土
締
生
産
と
の
封
抗
閲

係
や
l{
び
封
抗
関
係
の
基
礎
の
分
析
が
本
稿
仝
闇
の
視
角
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
o

〓

生

産

の
諸
形
態

支
部
製
瀬
業
に
お
い
て
封
抗
す
る
生
産
の
諸
形
態
そ
の
も
の
1
具
鰐
的
分
析
が
こ
1
で
の
最
初
の
主
題
と
な
る
.

-

腐

線

と

土

総

支
那
製
綿
葉
の
生
産
形
態

第
二
番

九

二

第
四
就

Z
四
七



支
那
製
紙
業
の
鐘
産
形
態

第

二
審

九

1
二

第
四
紀

l
四
八

う

へ
に
述
べ
た
や
う
に
'

支
部

に
お
け
る
廠
細
輸
出
数
量
の
土
林
輸
出
数
量
凌
駕
は

光
緒
二
八
年

(明
治
三
五
年
ノ}
な

し
と
げ
ら
れ

た
が
'
蕨
近
の
民
園
二
七
年

(昭
和
11
三
年
)
に
お
い
で
も
輸
出
教
鹿
に
封
し
廠
淋
五
八
%
'
土
壁

搾
耕
す
程
は
ち
再
報
土
轡
笈
ru
ゎ
)
≡

四
%
を
占
め
'
輸
出
部
門
に
於
て
な
は
土
練
が
廠
嬢
に
有
力
に
封
抗
し
て
ゐ
る

(表
-
).

(備
考
)
D
I
K
.
L
i
eu
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T
h
e
S
t)k
t
nd
ustry
o
L
C

h山na.
)9
40
.
P
.
2
65
よ

-
計
出
す
る
0

廠
締
生
産
数
量
の
土
林
生
産
数
量
凌
駕
な
る
指
標
は
､
希
械
製
綿
業
の
制
覇
堅
不
す
最
も
碓
萱
な
指
標
で
あ
る
が
'
現
在
の
と
こ

ろ
こ
の
相
棒
作
成
の
基
礎
と
な
る
賀
料
を
映
如
し
て
ゐ
る
｡
然
し
廠
鮒
生
産
数
畳
の
土
締
生
産
敷
革
標
駕
の
年
次
が
穂
綿
輸
出
数
億

の
土
僻
輸
出
数
量
安
駕
の
前
禍
年
次
よ
-
造
か
に
遅
れ
る
こ
と
は
'
鹿
瀬
が
専
ら
輸
出
綿
で
あ
り
'
土
林
が
よ
-
多
-
地
遺
淋
で
あ

る
と
云
ふ
事
情
か
ら
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
目
的
の
た
め
利
用
さ
れ
う
る
唯

l
の
賓
料
で
あ
る
と
巴
は
れ
る
上
原
重
美
氏
の
民

国

一
五
-

一
六

(昭
和
元
･-二
年
)
の
推
算
に
よ
れ
ば
､
廠
林
輸
出
数
量
の
土
淋
輸
出
教
皇
凌
瑞
の
前
掲
年
次
よ
-
四
半
世
紀
を
澄
過



し
て
ゐ
る
に
も
か

1
は
ら

ず
'
舷
梯
生
産
数
量
は
全
生
産
数
量

の
四
C
%
に
過
ぎ
ず
､

土
綿

が
優
位
を
し
め
て
ゐ
る

(
麦
Ⅰ
)O

(備
考
)

日
本
蓋
紙
業
組
合
中
央
食
指

丁
支
那
欝
紙
巣
大
観
』

一
〇
-

1
七
東
の
推
算
を
つ
ぎ
の
や

･つ
に斡
峯
聖
し
て
算
出
す
る
0

榊原
推
算
は

各
省
の
鮮
繭
生
産
数
量
の
推
算
か
ら
直
ち
に
生
練
生
産
数
量
の
推
算
を
引
出
し
て
ゐ
る
が
'
履
練
原

料
繭
は
他
省
に
移
出
き
れ
る

こと
が
多
い

の
で
'
こ
の
手
倍
は
正
し
-
な
い
.
そ
こ
で

｢
そ
の
他
｣
を
除
き
腐
練
原
料
繭
が
流
通
し
令
ふ
諸
省
を

f
括
L
T
t
n
Jれ
ら
の
請
省
全
髄
の
生

練
生
産
数
量
の
合
計
を
掲
げ
L!e
但
し

｢
其
他
｣
に
倉
上
昆

る
相
建
省
か
ら
上
海
に
移
出
さ

れ
て
そ
こ
で
廠
瀬
と
ぶ
る
先
○
坦
は

｢
江
蘇

｡
析

江
･安
紋
に
加

へ
た
が
'
そ
の
他
に
も
か
ゝ
る
こ
と
が
あ
ら
う
け
れ
ど
も
'
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
O
,伽
｢
贋
東
･腐
西
｣
お
よ
び
｢
そ
の
他
｣
に

含
ま
れ
る
湖
北
省
以
列
の
諸
省
に
お
け
る
生
綿
生
産
数
量
の
内
諾
は
疏
明
さ
れ
て
ゐ
な
い
o
そ
こ
で

｢
贋
光

･
鹿
西
｣
の
場
合
に
は
'
属
国

1

六
年
に
お
け
る
磨
州
港
の
輸
出
内
諾
に
碓
ひ
.
鹿
瀬
六
士
稀
四
の
割
合
に
計
算
L
t
｢
そ
の
他
｣
に
含
ま
れ
る
湖
北
省
以
外
の
請
省
の
鐘
産
数

量
は
す
べ
て
土
親
に
計
大
し
た
C
山
原
推
算
で
は

｢
四
川
｣
の
風
韻
に
は
三
'
五
〇
C
)坦
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
製
品
が
含
ま
れ
'
｢
山
東
｣
の

廠
練
に
は
二
〇
-
三
C
垣

の
て
三

ユプ
ア
ヲ
チ
ユ
ア
製
品
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
が
'

こ
ゝ
で
は

｢
四
川

｣
の
場
合
に
は
こ
れ
を
土
瀬
の
項
に
移
し

｢
山
東
｣
の
場
合
に
は
結
果
に
殆
ん
と
影
響
し
な
い
と
考

へ
.tJ
厩
推
算
痘
-
に
J〆,の
･･T6
J･
に
し
た
C

上
述
し
た
二
つ
の
畢
詮

の
示
す

や
う

に
'
支
那
に
を
け
る
幕
械
製
綿
業

の
制
覇
は
未

だ
完
成
さ
れ

て
ゐ
な

5
,
か
'
な
し

と
げ
ら
れ

支
那
製
綿
業
の
生
産
形
態

第

二
魯

九

二
二

第
四
班

1
四

九



支
那
製
綿
群

山空
艦
形
態

第
二
審

九

一
四

第
四
批

一
五

O

て
ゐ
る
忙
し
て
も
秘
め
て
最
近
の
こ
･亡
に
嵐
す
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
､

か

-
封
拭
関

係
に
た
っ
て
ゐ
る

生産諸
形
態
の

具
関
的
分
析
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
｡

H

生
産

の
諸

形
態

器
械
製
綿
栄
と
土
綿
生
髭
と
の
封
杭
は
､
支
那
在
来
の
生
産
形
態
た
る
惹
欝
農
家
の
副
業
的
繰
綿
に
封
す
る
移
柿
の
笠
旋
形
態
た

る
相
場
製
瀬
端
e
.摸
出
⊥虻
進
本
内
省
と
L
i
こ
の
桐
生
窪
形
態
の
中
間
形
態
と
し
て
マ

ニ
ュ
ブ
′
ク
チ
ュ
フ
が
挟
ま
っ
て
ゐ
る
〇
一七

と

『
支

那

桝
戯
湘

業

大

観
』
が
主

要

な

賛

料

と
な

る
O

,LJ
の
雀
料

を

補

訂

し
っ
1
両
蒋
苧
〆
衰

み
た
の
が
以
下
の
叔
速
で
あ
る
O

E
器

械

製

鰯

業

A

移
植
と
後
展

支
那
に
お
け
る
器
械
製
綿
業
は
'
同
治
年
間
よ
り
光
糟
初
年
に
ヰ
ろ

上
縮

･
帯
賓
に
移
植

･
創
設
さ
S
..

つ
い
で
民
国
年
間
に
至
-
各
地
に
普
及
す
る
JJ
1茶
ふ
順
序
を
辿
る
.

_

上
海
に
お
け
る
器
械
製
耕
巣
の
移
植
は
'
欧
洲
人
経
営
耕
廠

(辞
械
製
綿
r
L哲

の
移
相
と

｢
民
放
産
業
｣
と
し
て
の
綜
廠
の
創
設

に
つ
ぐ
光
緒
四
年

(明
竺

蒜

ノ
偶
人

ブ
リ
ュ
-
チ
-
経
営
の
1
0

0
釜
線
廠
聾
昌
締
廠
空

音

よ
っ
て
成
功
を
見
私
ot

従
つ
tJ
.

賛
昌
線
廠
設
立
の
光
精
四
年
を
も
っ
て
林
蔵
移
植
成
功
の
年
次
と
す
る
JJ
と
が
で
き
る
｡

翌

年々
の
米
韓
六
年
伊
人
煙
駕
綿
旺

･
光

緒
七
年

一
C
四
釜
装
置
の
悟

利
鞘
廠
お
よ
び
公
平
林
蔵
の
設
立
を
見
た
が
t
か
1

る
欧
洲
人
経
営
綿
厩
は
そ
の
後
費
展
を
見
す
'
｢
民

族
産
業
｣
に
よ
っ
て
轡
茶
さ
れ
る
o
r
民
族
窪
莫
｣
と
し
て
の
締
厩
は
'
光
糟
七
年
(明
治
t
四
空

曹
借
料
設
立
の

1
C
O
釜
装
意
の

TheMarJtlmeCustoms,Silk(ReprlntOfはさ.iedLt10n).P.7口.



公
和
永
綿
庵
を
情
夫
と
し
.
i,.の
年
次
を
も
っ
て

｢
民
族
産
業
｣
と
し
て
の
林
蔵
移
植
成
功
の
年
次
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
o
全
都

永
瑞
雁
に
つ
ぐ

｢
軍
旗
重

空

と
し
て
の
諜
徹
は
'

光
絹
二
二

年

(明
治
二
八
年
)
設
立
の
呉
少
郷
の
瑞
細
線
廠

･
周
眉
奴
の
信
昌
林

;.

蔵
義

澄
の
絹
畢
綿
領
で
ゐ
ゎ
､TtT,の
後
設
立
相
贈
ぐ
｡
か
-
し
て
'
上
梅
に
治
け
る
韓
械
輿
望

米
は
光
精
初
年
そ
の
移
植
の
成
功
社

収
め
'
光
緒
三

年
す
な
は
ち
わ
が
国
で
器
械
製
綿
菜
制
覇
の
な
っ
た
明
治
二
七
年
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
に
し
て
漸
-
穫
展
の
軌
道

に
乗
っ
た
の
で
あ
る
｡

賢
-臥
こ
Jp
十
ノ
ブ〇
告
巧
糾
宍
縫
化粍
+
6麦
刀
JC..つ
｢
TM
英
と岩
船転
E
I二
ノ
U
出
払
沢
㌻
昌
｡
有
島
打印
人
山頻
芋
類
が
安
宿
t
a
,J
ノ
る
簡
人
:Elf.tl的TBTrD

葬

と
サ

鮎
,U
に
:

一7
-

ク
ヲ

rデ

か

ら

碗

厩

へ
の
極

塊

の
年
次
は
･

蒜

七
竺

明
治
T
El年
)
出

版
の
縮
開
票

嵩

『
シ

ル
ク
』

が
｢
畢
初
の
工
場
は
略
々
十
年
ま

へ
に
創
設
さ
れ
た

｣
と

雫

へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
-
推
し
て
'
同
指

I
O
年
前
後
の
こ
と
で
あ
ら
う
o

か
く
し
て
'

寮
東
に
お
け
を
器
械
製
綿
業
は
'

上
海
よ
り
阜
-
同
治

1
0
年
前
後
に
移
植
さ
れ
.
光
緒
七
年
に
は
二
､
四

〇
〇
釜

1

即

0
工
場
に
津
し
'
光
糟
四
年

ハ明
治

1
左

J
上
海
の
賛
昌
絹
液
成
功
後
蟹
展
の
軌
道
に
宛
っ
た
.

そ
･LJ
で
'
贋
束
に
お
け
る
韓
械
製
･

扇

糞
は
'
上
海
に
埜

且
つ
こ
と
七

･
八
年
ま
へ
な
る
岡
持

1
0
年
前
後
に
移
植
さ
礼
.
上
海
に
お
け
る
移
植
の
成
功
を
見
た
光
緒
四

年
頃
よ
り
襲
展
の
軌
道
に
乗
っ
た
.

か

-
し

て

'
ま
づ
上
端

･
騎
乗
に
足
場
を
つ
く
っ
た
群
械
製
綿
共
が
地
方
に
普
及
し
た
の
曙

光
緒

1L
九
年

(明
治
≡
ハ
年
)
海
外

か
ら
張
之
洞
に
よ
っ
て
移
植
さ
れ
た
鋭
親
局
の
摸
口
設
立
を
別
と
す
れ
ば
､

光
精
三
〇
年

(明
雪

盲
年
)
周
界
郷
の
無
錫
に
設
立
し

T?

た
裕
昌
梯
廠
を
噂
矢
と
す
る
が
'
そ
の
多
く
は
民
国
以
後
上
海
お
よ
び
日
本
か
ら
移
さ
れ
宅

表

Ⅱ
は
'
上
海
に
お
け
る
韓
械
製
綿

支
那
製
糸
業
の
生
産
形
態

軍

雇

九
f
五

第
四
鮫

l
五
1

≡注解滞編 ;経済研究,第 1番第 9期(圧t那珂≡),ユ0貢0
5)61 楊太全編 ;調代中国安楽認 (足掛224E),111貢｡
Silk,P.151.
顧硫方 ;蕪錫=柴草偶(W.諾菜編第73編./TJfl艶q=-錫;ti渠,属国22年),40頁｡
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支
那
製
蘇
米
の
生
産
形
態

第
二
審

九
二
ハ

第
四
㍍

一
五
二

業
が
す
で
に
民
国
初
年
に
多
数
に
達
し
て
ゐ
る
に
反
し
'
そ
の
他
の
韓
械
製
林
業
の
驚
展

が
暮
ら
民
国
以
後
の
と
と
に
展
L
t
し
か

も
そ
の
進
度
が
上
海
の
そ
れ
を
凌
い
で
ゐ
る
こ
と
を

不
し
て
ゐ
る
｡
器
械
裂
細
葉
の
蚤
展
に
お
け
る
上
海
と
そ
の
他
の
地
方
と
く
に

漸
江
省
と
の
封
此
は
'
そ
の
ま
1
上
海

･
厨
寛
と
四
川

･
山
東
な
ど
の
評
者
と
の
封
比
に
妥
皆
す
る
(表
Ⅱ
).

エ

賂

敗

言

開

三

間

八

五

三

:
Fi

T
<

｢qH.11

]一＼

ノ′一rTT

LLi

二

(
一
LLi

合 斬 省 議≡∈f]:

小 そ 撫 _:ヒ

江
の

八 八
九 三 六 七 lJt4

: 九
一 七 四 六 ノし

㌔ ～;rl

二
八
二

一
七
九

(備
考
)

長
山些
二
-
二
一
年
は

『
支
那
監
耕
業
大
乱
』
二
三
五
⊥
ハ頁
･
hJ鞭
済
研
究
』
第

1
考
第
九
期
(民
国
二
九
荘
)九
七
1
.(
頁
の
表
と
国
際

貿
易
局
繍

hr中
国
安
芸
詰
新
江
省
.n
(属
国
一三

年
)
庚
三
九
･
四
〇
頁
の
叙
述
を
封
照
し
て
作
成
し
'
民
国
二
三
年
は
『中
国
締
蹄
年
鑑
』
属

国
二
五
年
第
三
編
E
八
三
-
八
重
見
よ
-
作
成
す
る
O
な
は
支
那

の
粍
厩
は
操
業
不
碇
要
の
た
め
'
同
一
の
調
査
で
も
調
査
月
EH
の
異
る
に
従

っ
て
'
頼
舵
敷
お
よ
L;Jj釜
数
に
駕
し
い
相
芋
で
生
ず
る
｡
こ
の
散
在
意
を
要
す
｡

支
那
に
お
け
る
器
械
製
綿
業
は
'
略
々

わ
が
観
と
同
じ
時
期
に
移
植
さ
れ
な
が
ら
ー
罷
東
を
除
け
ば
わ
が
終
械
製
綿
業
の
制
覇
す

で
に
な
っ
た
明
治
二
七
年
の
窒
年
た
る
米
綿
二

1
年

(明
冶
二
八
年
)
漸
-
敦
寅
の
軌
道
に
粟
11
ー

民
国

(大
草
刀
年
以
後
)
初
年
以
来

聯
-
地
方
化
傾
向
N
示
し
た
o
停
滞
性
が
う
か
ゞ
わ
れ
る
o

B

地
域
的
分
布

さ
き
に
支
那
に
お
け
る
韓
械
製
綿
米
が
民
国

(大
正
元
年
以
讐

初
年
以
来
軒
-
地
方
化
の
過
程
を
は
じ
め



た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
､
こ
の
地
方
化
傾
向
は
著
し
く
停
滞
し
て
ゐ
る
o
民
国
二
〇
年

(昭
和
六
年
)
頃
の
調
査
に
よ
れ
ば
､
全
菱
の

林
蔵
教
二
九

1
の
う
ち
'
江
蘇
･漸
江
両
省
二
〇
二
･
漬
某
省
五
八
･
上
描
三
省
合
計
二
六

〇
で
'
こ
の
三
省
で
全
教
の
八
〇
%
を
し

め
'
四
川
省

l
九

･
山
東
省
九

･
湖
北
省
四

･
上
掲
三
省
合
計
t三

石

､
残
-
の
二
C
)%
を
し
め
'
著
し
い
省
別
偏
倍
を
示

し
て
ゐ

る
o
然
し
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
願
別
分
布
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
の
偏
倍
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
.
江
蘇

漸
江
両
省
二
〇
二
の
う
ち
'
上
海

.t
O
E
l
･
無
錫
K
六
･
合
計

一
七
C
を
し
め
'
療
某
省
五
八
の
う
ち
順
徳
･南
海
所
願
五
七
を
し
め

上
野

二
地
方
だ
け
て
I
l.
一T
･

づ
な
は
ち
､
全
数
の
七
七
%
む
し
め
て
居
-
'
そ
の
他
の
締
膳
も
殆
ん
ど
桝
江
省
杭
州

･
四
川
省
重

一
1)
･｢

)
rTlrT･｣～
IL～--
′r…1--
l-
rLh

【-I-クソ
ー
nJJl-
■1J
･
LL～L

海
に
著
し
く
集
中
さ
れ
i
粗
方

に
分
布
し
て
ぬ
る
も
の
も
殆

ん

と

重

要
都
iE

に
集

ま

っ

て
ゐ
る
｡

支
那
に
お
け
る
器
械
製
綿
業
の
か
1
る
地
域
的
集
中
性
は
､
岸
根
製
綿
業
が
原
料
繭
貰
質
の
た
め
交
通
の
要
衝
に
位
置
す
る
と
云

ふ
事
情
に
基
-
ば
か
-
で
な
く

よ
-
多
-
h/
の
二
事
情
に
基
-
C
第

1
に
'
器
械
製
湖
巣
が
農
村
に
康
-
普
及
し
て
ゐ
る
土
赫
生

産
を
騒
速
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
経
っ
て
農
村
に
探
-
深
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
云
ふ
事
情
｡
帯
二
に
'
器
械
製
綿
業
に
機
能

し
て
ゐ
る

｢
民
族
資
本
｣
が
商
業
都
市
の
前
期
資
本
と
全
き
癒
着
関
係
に
あ
-
'
後
者
を
は
な
れ
て
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

云
ふ
事
情
｡
約
言
す
れ
ば
'
韓
械
製
林
業
灯
お
け
る

｢
民
族
資
本
｣
が
未
だ
産
業
資
本
と
し
て
日
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
卓
hr
ふ

事
情
に
基
く
｡

H

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

A
,
創

設

茶
械
製
整

式
の
支
那
移
植
は
ま
た
足
措
辞
と

マ
ニ
ュ
7
7ク
チ
1
7
を
支
那
に
も
た
ら
し
た
｡
足
踏
幕
は
捷

支
那
製
糸

業

の
生
産
形
慰

第

二番

九

1
七

第
四
折

1
空
二

場大金編 ,前掲書,126-144貢よb計出O8)



支
那
製
紙
葉

山空
佐
形
態

第

二
巻

九

1

八
第
四
就

二
九
四

術
史
的
に
想
像
さ
れ
る
や
う
に
'

わ
が
国
の
4
'州
式
塵
繰
器
や
上
州
式
藤
根
器
の
や
う
な
手
動

式の
堕
紙
器
か
ら
器
械
製
稚
鴬
に
便

周
き
れ
て
ゐ
る
工
場
吊
庭
繰
器

へ
碑
化
す
る
中
間
項
を
な
す
夢
働
手
段
で
は
な
く
.
支
那
で
は
わ
が
国
JJ
を
に
じ
や
う
に
､
工
場
用

盛
繰
芹
か
ら
模
倣

･
創
造
さ
れ
た
.
経
帝
史
上
蕃
驚
農
家
の
副
柴
的
快
綿
か
ら
器
械
製
林
業

へ
の
培
換
形
態
た
る
べ
き

マ
ニ
ュ
7
7
ク

チ
ュ
ァ
も
'
そ
れ
と
同
じ
や
う
に
'
支
部
で
は
津
城
製
綿
鞘光
か
ら
模
倣

･
創
設
さ
れ
た
｡
従
っ
て
t
iJ

-T
で
マ
'IL
H
7

7
ク

ヲ

｢rLr,
N
Lユ

ふ
場
分
'

そ
れ
は
か
Ii
る
陣
取
的
意
味
を
も
つ
足
晒
拾
装
満
の
マ
)i
エ
フ

7ク

チ
ュ
γ
を
rJ
L
で
ゐ
N.dP

場

『
シ

ル
ク
』
に
土
槻
生
産
の
だ
め
の
道
具
と
し
て
足
措
辞
を
拍
げ
て
ゐ
か

｣

と
か
ら
推
し
て
･
常
時
す
で
に
足
跨
器
が
在
弟
の
屋

繰
器
を
駆
逐
し
て
ゐ
た
こ
と
を
う
か
ゞ

ひ
う
る
.
庶
東
に
お
け
る
足
曙
群
の
創
造
は
'
す
で
に
辿
べ
た
や
う
に
'
陳
解
凍
が
妥
南
に

お
け
る
俳
人
経
営
の
器
械
製
綿
業
を
模
倣
し
て
'

足
措
辞
装
備
の
マ
二
ュ
フ
ァ
ク
チ
rデ

を
設
立
し
た
の
忙
は
じ
ま
る
O

嫌

っ
て
'
足

婚
器
創
造
の
年
次
は
少
-
と
も
同
沿

山
〇
年

(明
治
四
年
)
以
前
に
遡
る
.
か
-
し
て
'
足
硝
籍
の
創
造
は
･.
揚
子
江
デ
ル
タ
お
よ
び

珠
江
デ
ル
タ
で
は
器
械
製
綿
柴
移
植
と
時
を
同
じ
-
し
て
創
造
さ
れ
'
普
及
し
た
｡

そ
の
他
の
地
方
'
た
と
へ
ば
四
川
省

･
山
東
省
で
は
民
国

(大
正
一芝
山
後
)
に
降
る
｡
四
川
省
で
は
汽
確
の
澱
寄
せ
困
難
の
た
め

に
i
日
本
留
畢
生
や
昔
業
者
が
汽
確
を
要
せ
ざ
る
串
柿
製
林
業
､

す
な
は
ち
'

足
碓
器
装
備
の
マ
tl
ユ
7

7
ク
チ
ュ
了
を
企
圃
し
'
そ

の
最
初
の
試
み
が
民
国
元
年
官
費
四
革

冗
を
費
L
t
女
生
徒

1
五

〇
人
収
容
の
寄
宿
舎
を
そ
な

へ
て
成
都
に
創
設
さ
れ
た
省
立
模
範

綿
廠
で
あ
pOI.
山
貰
省
で
も
同
じ
-
'

民
団
初
年
設
立
の
器
械
製
頼
工
場
裕
度
堂
淋
夜
と
相
前
後
し

て
｢
固
定
資
本
を
要
せ
ざ
る
器

械
製
綿
柴

｣
と
し
て
創
造
さ
れ
た
t｡

9) SLlk P,56-58,お よび FIE号.23･
10) 雷棉業組合 中央曾柘 ,支那監鯨業大観 (日召和 4年)郎Z一･837官｡
ll) 監冊業組合中央骨癌 ;前払苔,629某｡



か
-
し
て
､
足
摺
器
は
支
部
に
患
い
て
は
工
場
用
屋
根
器
に
封
抗
す
る
と
云
ふ
性
格
を
そ
の
創
造
の
は
じ
め
か
ら
斌
興
さ
れ
て
ゐ

る
.
塔
働
手
段
と
し
て
の
足
措
辞
の
か
1
る
性
格
と
足
摺
器
の
も
つ
試
立
性
と
の
た
め
'
足
柁
器
は
そ
れ
を
創
造
し
た

マ
ニ
ュ
フ
ッ
ク

チ
ュ
ア
か
ら
費
く
萎
諾
裏
表
の
副
崇
的
練
塀
の
た
め
の
塘
働
手
段
と
し
て
普
及
し
､

そ
れ
の
器
械
製
綿
預
に
封
す
る
攻
等
武
器
と
な

っ
た
｡

EgJ
n

マ
ニ
ュ
7
7
ク
チ
ュ
丁
の
創
設

マ
ニ
ュ
7
ァ
ク
チ
17
､の
創
設
に
つ
い
て
は
､
足
柁
器
の
創
造
と
関
聯
し
て
迎
べ
た
の
VJ
こ
れ
以

上
耽
明
す
る
必
要
は
な
い
｡

と
同

lL
の
緑
林
器
む
も
つ
若
紫
養
家

の
副
柴
的
繰
説
と
･Uv-
進
ん
だ
綿
耕

器

を

も

つ
器

械
製

軸

;[rR
よ

の
i
i:
6
1%
.跨
形
態
の
拭
期
に

遭
ひ
.
動
楢
を
免
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
O

か
く
し
て
､

支
那
の
製
綿
巣
に
お
い
て
マ
ニ
rl7
7ク
チ
ュ
ア
が
支
配
形
態
に
な
っ
た
時
代

は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ら
う
｡

B

地
域
的
分
布

揚
子
江
デ
ル
タ
は
支
那
に
お
け
る
器
械
製
綿
業
の
最
大
の
中
心
地
で
あ
る
と
ゝ
も
に
'
土

締
産

節の七
〇

%

を
出
し
て
ゐ
る
と
云
ほ
れ
て
ゐ
る
.
と
く
に
漸
江
省
は
か
1
る
士
淋
生
産
地
域
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
､

マ

tt
ユ
7

7
クチュアは

器
械
製
林
業
と
蕃
諾
農
家
の
副
業
的
繰
林
の
挟
撃
に
遭
っ
て
例
外
的
存
在
た
る
に
過
ぎ
な
い
.
そ
こ
で
'
簡
素

省

･
四
川
省

･
山
東

省
に
お
け
る

マ
ニ
ュ
7
7
ク
チ
ュ
ア
を
見
る
｡

舞
東
省
に
お
け
る
器
柵
製
綿
謀
の
中
心
地
場
徳
願
で
は
'
民
国

一
五
1

一
六
年

(昭
和
元
上

古
)
に
解
版
九
主
伺
し
た
谷
桂
に
二

･TI

四
の
マ
ニ
ュ
フ

ァ
ク
チ
ュ
ア
が
あ
り
､
ま
た
民
匡

1
八
年

(昭
和
四
年
)
に
は

｢
こ
の
願
に
は

一
三
五
の
締
幌
が
あ
り
平
均
四
〇
〇
釜
以

支
那
製
糸
業
の
生
産
形
態

第
二
審

九
丁
九

第
E
TL弧

1
五
五

雷続発組合rTT大骨編,前格番,994嵐 ,12)



支那製林業の生産形態第二番九二C)第四批7空(
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四
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四
五
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釜

三
〇
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釜

三

〇
〇
釜

二

rJ
u
婁

二

〇
〇
箸

虻
新
二

〇
〇
釜
呑

羽
生
大
(
四
〇
宴
)結
託
(
六
t3'釜
)一〟､の
仙
敗
釜
よ
-
二
〇
1
三
C
釜
の

も
3
1
.〇
〇
O
鯨
戸
O

同

徳
(
三
二
〇
撃
六
合

三
四
〇
釜
蒜

合
(
二
四
〇
貧
)文
筆
(
二
〇
〇
釜
)業
利
三

〇
〇
筆

ほ
か
敷
戸
O

赤
磐
(
二
〇
t10
釜
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寧
(六
〇
婁
)新
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(
五
〇
を
)祐
泉
(
四
〇
釜
)
萄
錦
(
四
〇
釜
)
保
寮
(
四

〇
釜
)
な
ど
敷
戸
｡
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新
(
一
九
〇
釜
)銀
髪
(
一
〇
〇
釜
)錦
江
(
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〇
釜
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又
(
八
D
釜
)a

新
興
(
l
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l
O
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飴
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一合 安 射

計 岳 洪

八

五 六 九
〇〇 〇
釜 釜 釜

淑 兜

聖 準
六 九
C)(つ
釜 釜

か
く
し
て
'
四
川
省
に
お
け
る

マ
It
エフ
7

ク
チ
｢テ

は
'
そ
の
生
産
数
量
と
室
数
に
患

い
て
器
械
製
牌
業
を
凌
ぐ
ば
か
-
で
な
く
そ

の
規
模
に
お
い
て
も
充
分
封
抗
し
う
る
の
で
あ
る
.

山
東
省
に
お
い
て
も

て
て

7

7ク

チ
ュ
丁
は

器
械
製
綿
業
に
封
抗
し
て
ゐ
る
o

民
国

山
五

-
一
六
年

(R=蒜

lR
･-
二
年
)
に
お
け
る

生
産
数
億
六
二
d
rJ
rJ
婿
の
う
ら

.

帳
聯
生
績
散

華
1.
一
1
C
O
蜂

ゆ
小
錦
淋

ハ
1r
三

フ
ァ
ク
タ

ユ-7
製
｡･T
/
.
.
,
i
r
五
ruI
C
梅
雪

拭
り
の

二
､
七

〇
〇
接
が
葦
諾
農
家
の
副
葉
的
生
産
数
量
で
あ
-
'

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
生
産
数
量
忙
お
い
て
浮
城
製
綿
菜
よ
-
僅
か
劣
る

に
す
ぎ
な
い
｡
ま
た
同
年
二
､〇
九
二
釜
を
そ
な

へ
た

1
0
の
梯
廠
が
存
在
し
た
が
'

マ
ミ

7
7
ク
チ
ュ
ア
は

一
四
八
あ
-
'
綿
篠
釜

I

数
の
二
倍
に
達
す
る
五
'
四

〇
〇
釜
を
そ
な

へ
て
ゐ
た
.
つ
ぎ
の
通
-
で
あ
る
.O

臨

胞

一
四

(∪戸

五
､〇

〇
〇
釜

一
'
H
I.
I)○
括

開

村

二
戸

一〇
〇
釜

四
〇
時

青

州

K戸

三

〇
〇
釜

l
五

〇
括

合

計

一
四
八
戸

五
'
E
7
0
0
釜

i
､
四
九

〇
靖

マ

ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

1
戸
嘗
り
の
干
埼
釜
数
は
三
五
釜
前
後
と
な
っ
て
ゐ
る
.

上
述
の
や
う
に
'
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
揚
子
江
デ
ル
タ
を
除
き
'
寮
東
省
･
四
川
省

･
山
東
省
に
蕨
-
普
及
し
て
ゐ
る
が
､
然
し

そ
の
地
域
的
分
布
の
分
析
は
攻
の
尊
貴
を
明
確
竺

止
辞
し
て
ゐ
る
｡

器
械
製
淋
糞
が
獲
属
し
て
ゐ
る
地
域
で
は

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

の
比
重
は
低
-

義

子
江
デ
ル
タ
･
球
江
デ
ル
タ
).
反
封
の
地
域
で
は
反
封
の
事
情
を
呈
し
て
ゐ
る

(四
川
省
･
山
東
省
)
こ
と
'
こ
れ
で

支

那
製
綿
業
の
生
産
形
戯

第
二
懸

九
二
1

第
四
舵

丁
五
七
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支
那
製
雑
業
の
生
産
形
態

第
二
審

九
二
二

第
四
折

一
五
八

あ
る
｡
か
-
し
て
.

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
券
械
製
林
業
に
封
す
る
強
力
な
封
抗
形
態
た
り
う
る
も
の
で
な
く

後
者
に
ょ
つ
て
容

易
に
制
堕
さ
れ
う
る
こ
と
が
う
か
ゞ
わ
れ
る
.
支
那
の
製
淋
柴
に
お
い
て
は
'
券
械
製
蛍

光
と

責
苦
農
家
の
副
業
的
繰
淋
と
が
堅

A

す
る
基
本
的
生
産
形
態
で
あ
る
｡

Ⅲ

責
荒
島
家
の
副
業
的
小
管
柴

ド._L
革
質
具
象
が
手
動
式
超
繰
許
を
明
弘
て
副
業
約
に
自
己
の
産
鮪
を
繰
締
す
る
と
云
ふ
生
産
形
影
は
'
製
綿
柴
に
お

り
る
支
部
撞
球

の
唯

一
の
生
産
形
態
で
あ
っ
た
と
想
懐
L̂
｣れ
る
が
'
手
動
式
嬉
繰
許
に
代
ふ
ち
.hi
風
臓
器
を
も
っ
て
し
た
こ
の
J比撞

形
相
.は
､
す

■:'1

位
表
示
し
か
さ

う
托
.
硯
鮎
も
頂
門
相
場
い
典
籍
力
･打
維
持
し
っ
･-･維
棚
製
淋
山光
に
S,試

し
て
ぬ
る

ー‖1
■■

A

形

熊

叙
述
の
簡
単
を
期
す
る
た
め
に
､
土
淋
生

産
の
最
大
中
心
地
た
る
漸
江
省
の
事
情
に
基
い
て
t
と
の
生
産

形
態
の
形
態
規
定
を
行
ふ
こ
と
1
す
る
｡

揚
子
江
デ
ル
タ
t
と
-
に
析
江
省
で
は
若
戸

(養
監
農
家
)
が
締
声

(土
耗
生
産
者
)
を
乗
ぬ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
o

躍
っ
て
土
淋

原
料
繭
は
自
己
の
崖
繭
の
う
ち
か
ら
日
給
さ
れ
る
が
'
こ
の
原
料
繭
の
自
給
こ
皇
栗
鼠
崇
象
の
副
苛
的
紳
輔
を
謁
立
小
営
業
と
し
て

維
持
せ
し
め
て
き
た
物
的
基
礎
で
あ
る
o
然
し
新
月
を
乗
ね
る
蚕
荒
島
豪
は
そ
の
仝
産
蕨
を
土
締
原
料
繭

に
供
す
る
の
で
な
-
.
蘇

債
低
-
紳
債
割
高
な
れ
ば
土
緑
原
料
蘭
の
保
留
割
合
多
く

逆
の
場
合
に
は
反
封
の
精
兵
に
た
る
と
云
ふ
や
う
に
､
蓬
繭
の
う
ち
に

し
め
る
土
綿
原
料
繭
の
割
ムロ
は
常
に
襲
副
を
免
れ
な
い
が
'
漸
四
地
方
で
は
藍
蘭
の
略
々

五
〇
%
が
土
瑞
原
料
繭
と
し
て
保
留
さ
れ

Lp

土
赫
生
産
の
本
場
た
る
呉
興
願
で
は
雨
空

軍
備
額
は
士
瀬
販
賛
倍
額
の
僅
か
十
分
の

l
に
す
ぎ
た
い
O
尤
も
宝
飾
省
旬
窄

･
江
北
地

方
や
賓
磯
省
嘗
塗
地
方
で
は
葦
語
を
兼
営
し
な
い
練
声
が
あ
-
､
JJ
l

で
は
隻
税
制
度
や
小
規
桟

マ
.L
ユ
7

ァ
ァ
チ
ュ
丁
が
見
ら
れ
る
｡
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支
那
の
蕃
芳
農
家
は
-

1
方
に
綜
廠
原
料
蘭
の
生
産
者
と
し
て
器
械
製
綿
業
の
基
礎
を
維
持
し
'
他
方
に
土
綿
生
産
者
と
し
て
韓
械

製
麻
業
の
聾
展
を
制
限
す
る
､
と
云
ふ
二
性
格
を
帯
び
て
ゐ
る
｡

か
ゝ
る
淋
戸
の
も
つ
足
踏
器
の
茎
数
は
'
瀬
戸
の
韓
す
る
豪
族
貞
教
に
依
存
す
る
.
新
江
省
英
興
願
で
は
'
瀬
戸
は
平
均
四
茎
を

も
つ
と
報
告
さ
れ
'
ま
た

二
盈
八
〇
守

一ニ
ー
八
琴

5
%
と
科
ru
れ
て
ゐ
る
e
rU
ら
忙
断
..d
省
硝
石

･
長
安

･
謀
徳

･
杭
州
地
方

で
は
大
抵

l
墓
苑
で
あ
る
と
稀
さ
れ
て
ゐ
る
｡
上
述
の
報
昔
か
ら
誓

レ
て
'
各
棟
戸
は
通
例
精

々
の
と
こ
ろ
二

二
二
藁
の
足
踏
葬
を

用
仏
て
家
族
努
働
で
繰
棚
に
あ
た
っ
て
ゐ
る
,LJ
と
が
想
傑
さ
れ
る

o

か

く

し

て

'
許
諾
染
矢
は
]LW
炊
努
剛
と
二

E
l二
義
か
足
聴
許
忙
よ

,ll削
朱
的
小
爪訂
米
と
し
て
自
己
C
t聖
摘
む
姥
は
㌻
N-oO
JJ
,C
lと

u

三
㍍
シ

b

i],).
)
i

)

フ

Hも
J1/
L
卜､

｢
JMu,甘
41牡
ijJt･zr.E
nH
:
h打､11
J
I
I,]

...)

.I
,

-
th,.～.
R

..し
_

,

帝
物
収
入
で
も
つ
て
薪
未
の
消
耗
を
硝
ふ
JJ
と
が
で
き
る
｣
と
云
ふ
如
き

｢
日
豪
努
力
を
慣
値
に
計
上
し
な

い
｣
郡
に
あ
る
｡
た
ゞ

そ
れ
が
鮮
繭
緑
林
ま
た
は
塑
漬

.
天
日
に
-

る
殺
楠
軸
線
鮪
の
た
め
に
､
繰
紙
期
間
を
著
し
-
制
限
さ
れ
る
o

Fq

地
域
的
分
布

前
描
表
1
お
よ
び
H
か
ら
想
像
さ
れ
る
や
う
に
'
蕃
琵
農
家
の
副
業
的
小
営
業
は
支
那
の
各
藩
繭
地
域
に

普
及
し
'
な
ほ
器
械
製
林
業
に
売
分
封
抗
す
み
生
産
形
態
で
あ
る
｡

揚
子
江
デ
ル
タ
で
は
､
噺
江
省
が
土
林
生
産
の
本
場
で
あ
-
'

民
堅

三

年

(昭
利
八
年
)

に
は
腐
綜
四
'
二
五

〇
晴
の
二
〇
倍
に

建
す
る
八
五
､
二
六

〇
靖
の
土
鮒
が
生
産
さ
れ
た
が
.

そ
れ
は
す
べ
て
養
砦
農
家
の
副
実
的
繰
細
で
あ
り
F

IJ
の
生
産
形
能
茄

器
械

製
麻
業
よ
-
遥
か
に
綬
勢
で
あ
る
o
ま
た
漸
江
省
呉
興
願
で
は
蕃
荒
を
営
む
淋
戸
が
農
家
戸
数
の
九
O
-
t
C
)〇
%
を
し
め
'
新
江

支
那
製
紙
業
の
生
産
形
質

第
l
姦

九

二
三

第

m

舵

二
九
九
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支
那
製
綿
崇
の
生
産
形
態

第
二
審

九
二
四

第
四
班

〓ハ○

省
の
硝
石

･
長
安

･
崇
徳

･
杭
州
で
は
養
荒
島
豪
が
農
家
戸
数
の
六
〇
～
八
C
)%
､

責
苦
を
か
ね
る
締
戸
が
若
戸
の

八C-
九

〇
%

を
し
め
､
聾
驚
異
豪
の
副
業
的
繰
棟
の
普
及
と
旺
盛
を
想
見
せ
し
め
る
｡

.

珠
江
デ
ル
タ
で
は
'
葦
悪
筆
は
熱
帯
荒
柴
と
し
て
遁
例
年
七
回
の
収
繭
を
見
る
た
め
､
蓉
鷲
農
家
は
副
業
的
繰
綿
の
た
め
の
飴
暖

を
有
せ
ず
'
別
業
的
小
営
業
の
普
及
を
見
患
It
..
碓
つ
て
席
末
省
西
南
部
や
海
南
島
を
糾
I
rす
れ
ば
｡
牌
靖
欝
整

式
の
中
心
地
た
る

珠
t
,Lデ
ル
タ
砦

け
-

L
i･ll
姑
葎
惇
指
法
廷

1
こ
-･L]
つ
∴-

-

T･

四
川
省
LfJ
は
､

打
出
し
た
如
-
-.
艮
牌

一
五

-
〓
ハ
牛

ハ棺
郡
元
-
二
年
)
に
蕃
警

売
家
の
副
業
的
締
綿
は
雁
綿
三
､
〇
〇
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