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支
那
製
糸

業

の
生
産
形
態

(

二
)堀

英

･圭

t
一■事

三

界
横

型
珠
業

に
お
け

る

｢
民
族
資
本
｣

支
那
忙
お
け
る
怨
械
製
綿
誤
は
F
わ
が
謝
･IJ
は
けJ
同
時
期
に
移
植
な
は
じ
め
攻
が
･･S
･.
わ
が
閲
に
お
け
る
界
械
製
綿
業
の
制
覇
の

放
し
-
け
ら
わ
た
明
格
.
l

L賢

光
軍

.C
聖

の
警
年
た
NTB牡
撃

L
i
竿
戸
う
や
/
-語
尾
の
軌
道
に
頼

っ
た
jJ
と
'
安
部
に
お

け
る
器

械
製
嬢
業
は
い
ま
な
ほ
苛
諾
農
家
の
副
業
的
繰
形
を
制
贋
し
て
ゐ
た
い
と
と
､
が
さ
き
に
指
摘
さ
れ
た
｡

こ
の
こ
と
は
'
支
部
に
お

け
る
界
械
製
綿
業
が
そ
の
出
喪
鮎
に
お
い
て
す
で
に
日
本
製
加
美
と
支
那
に
お
け
る
在
乗
の
生
産
形
態
と
の
二
方
面
か
ら
攻
撃
さ
れ

て
ゐ
た
こ
JJ
を
意
味
す
る
｡

支
部
に
お
け
る
器
械
製
林
業
が
そ
の
出
費
早

々
の
光
緒
二
二
年

(明
治
二
九
年
)
す
で
に
崎
形
的
蓉
展
の

緒
を
表
し
た
の
は
嘗
熱
で
あ
る
o
烈

し
支
部
に
お
け
る
市
城
製
錬
業
の
襲
展
の
停
滞
主
祭
展
の
崎
形
と
は
'
･か
1
る
外
部
か
ら
の
攻

撃
に
基
く
ぼ
か
川
で
な
く
'
器
械
製
蟹

兼
そ
の
も
の
に
遍
路
す
る
性
格
に
基
く
.
器
械
製
綿
柴
の
性
格
が
こ
1
で
の
主
題
と
な
る
｡

I

｢
民
族
資
本
｣
の
前
期
性

支
那
に
お
け
る
器
械
製
林
業
は
､

マ
''W

I

ル

に
よ
っ
て

｢
本
質
的
に
は
･

･
純
民
族

工
業

(

青

木
)

の
殆
ん
ど
唯

T
の
も
の
｣
と
規

支
那
製
綿
兼
の
生
産
形
態

第
三
番

1.四
三

第
一家

一.
四

三

27) マヂヤー ル替井上照丸謹 , 支 那 農 賛僻済諭 , 431夷｡



支那製隷業の生産形琴第三馨一四四第1班1四四

定された.然し支那に急ける器械製林業に機能する｢民族賓本｣は二重の階層において前期資本と癒着してゐる｡

m固定資本の性隼･租廠

支那･手に上聖無税壷東の静桃梨淋栄では.迅例丁議義信の所有講とその経営者は分離されp経営者は｣堪･詳保を準備i呈｢$3･/ノて潜髄者は固佳奈奉を質ビデ'瀧的経本のみ社もつu足る｡か1･して'支那における群械製新案では..生産賓ネそのもの-うちに租廠なる明確なる形態をもって前斯資本が持ち込まれてゐる｡租撤なる形態をとった'前期資本の券械製朝菓ぺの侵入は､器械製錬業のやうヤぐ葦展の軌道に乗った光緒二二年

利

(明治二九年)すでにはじまつてを-'それが支那における器械製林業の辿るべき本葬的な形態であることを茄し

た.

上海では'･か･'る租廠営業の練廠中にしめる割合は九〇%に達すると報昔されー無錫では約半数とも云はi-I
また七〇由%に達するとも報告され､席末では資料は相古きに夫するが二適して製僻豪は賓本薄弱にして･工場を賃借して皆業をなすものが多SJと報せされてゐるoかくして'租廠瞥糞は支部に急ける器械製林業の]般

的形態である｡

林蔵経営者は敦ヶ月二ヶ年･薮ヶ年と契約期間を定めて淋願を賃借Lt鎌夜所有者に賃借料たる租臣を支梯へば足-る｡従って工場･設像などの固定資本は鮒廠経営にとって'云はゞ溌勤資本化するとと-なる.民竺八-二〇年(R-U,利四1五年)上海における租息什二釜苦り三年二八･八〇-四〇両であ-,締廠経営者はそのほ

I:Jかに一釜嘗-九〇-一二〇両の流動資本を要した｡

完)) 雷雲要語ヂ詣 宣誓 124富戸｡ 30) 顧硫方;前視書棚 ｡
31) 大1奴市役所商工課 ;支那の雷械業 と生新貿易(大正ユ3年),.1tiS頁｡
32)D.K.Lleu;SllkIndustryofChlna(1940),P.101.
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!Jr
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五
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朔
室

令
の
皇
軍
.W
十L
(
の
導
入
･′).
そ
れ
に
伴
ふ
固
定
香
車
の
流
動
蛍
本
化
は
､
本
来
憲
実
頚
木
た
る

器
的
梨
埜

Tを

南
山｢̀妄
木

工
沃
嘩

空
外
化
し
う
立
叫
詣
草
で
輿

へ
､
-ま
た

綜
廠
寧

官
者
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け
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鼓
術
改
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の
企
圏
を
楽
天
せ
し
め

ち

.
支

部
に

奈

け
る

華

F
'翠
望

票

り

琴
実は

'
土
ろ
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の
割
か
ら
著
し
-
制
限
さ
れ
る
｡

LJ
E
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流
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葦
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の

性
格

上
海
綿
夜
の
苧
珂
釜
敦
は
二
王
rj
)築
前
箆
で
あ
る
o

そ
こ
で
'
上
述
の
如
′＼
'

一
葉

t
ヶ
年
の
哲

三

六

･
<
∩
丁

四
〇
両
'
そ

の
他
に
一
築
あ
た
り
九
C
I

一
二
二
1,m
を
要
す
る
-.J
す
れ
ば
'
二
五
〇
釜
の
幻小
繋
は
誰
三
二
∩
コ
U
O
n
-
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○

○
O
G
所
の
資
本
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す
る
.

然
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の
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ち
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〇
繭
未
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虹
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間
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札
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.こ
:

･

.
;.
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〉

∴
‥
.

巳
貸
本
の
ほ
か
に
借
入
琴
不
を
も
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
想
見
せ
し
め
る
Q

A

自
己
賓
本
の
性
格
-
合
彩

支
部
と
-
に
上
海

･
無
錫

･
斎
東
で
は
'
器
械
製
林
業
に
お
け
る
自
己
琴
不
は

T
徴
に
合
移

組
織
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
｡

民
国

l
九
年

(昭
和
五
年
)
上
海
に
お
け
る
妹
廠

一
O
七
か
ら

企
柴
形
態
不
明
な
る
二
l
締
廠
を
除

｣■

い
た
八
六
般
鷹
の
う
ち
･
公
司
組
織
四

-
倉
移
組
織
七
七

遠

賀
組
織
充
で
あ
=
,･
合
瀞
組
織
が
九
〇
%
を
L
k-

C･

ま
た
民
国
≡

午

(昭
和
七
年
)
製
綿
業
賛
本
紙
額

二
､
八
二
l
､
l
八
八
元
が
無
錫
で
投
下
さ
れ
て
ゐ
た
が
'

そ
の
す
べ
て
は
合
資
組
歳
す
な
は
ち

.%

倉
移
組
織
の
項
目
に
記
載
さ
れ
､
安
東
で
は

｢
個
人
経
営
は
甚
だ
稀
で
'
多
-
は
数
名
の
出
賓
者
か
ら
な
る
支
那
流
の
合
資
組
織
に

.S

ト
ろ

て
ゐ
る

｣

JJ.聖

書

れ
て
ゐ
る
O
か
-
し
て
'
器
械
製
蟹

諾

お
け
る
自
己
Tifui
本
は
多
-
の
場
合
'
合
彩
組
織
に
よ
っ
て
調
逐

さ
れ
る
｡

33) D K.Lieu;lbid,,P.98.
34) 経済研究,前端競,1121118頁 よF)許 出 ,

35) 顧硫方 ;前視晋,7頁｡

支
那
製
韓
慧
の
生
産
影
諾

第
三
番

一
四
五

第
1
競

1(
四
五



支
那
製
糸
業
の
生
産
形
態

第
三
番

1
四
六

第

l
凝

1
四
六

合
移
組
織
堅

1<
以
上
の
宮
事
者
が
互
に
契
約
を
結
ん
で
共
同
出
資
を
属
し
'
以
て
共
同
事
業
の
目
的
を
達
す
る
合
鰻
で
あ
-
～

わ
が
園
の
組
合
に
該
常
す
る
.
股
東
の
責
任
に

つ

い
て
は
'
現
行
民
津
は
連
帯
無
限
責
任
の
璽

剛
を
と
っ
て
ゐ
る
が
'
慣
習
法
と
し

て
は
地
方
に
よ
っ
て
異
-
｢
上
梅
に
而
は
れ
る
慣
習
は
絡
掛
的
排
批
分
解
安
登

す
な
は
も
堅
風
は
骨
牌
の
偵
緒
に
つ
き
各
日
の
股

恰

八幡
空

に
此
倒
し
て
驚
任
l忙
分
揺
し
､
比
例
以
外
の
責
屈
に
5
'し
て
は
絡
準ー
に
JJ
れ
を
分

拍
し
な
い
と
LtH,
ふ
部
面

か
布
は
れ
で
ぬ

る
.
と
こ
ろ
で
合
渉
の
股
傍
は
公
司
の
場
合
と
同
iJ
く
紅
利
の
ほ
か
に
官
利
を
伴
ふ
い
劉
i(
金
氏
は
LJ
の
せ
彩
を

｢
組
食
が
銀
行
債

務
に
封
し
支
排
は
ね
ば
な
ら
な
い
牢
よ
-
低
-
'
銀
行
か
ら
得
る
率
よ
-
旦
向
い
利
子
率
で
'
事
業
家
の
友
人
知
己
が
そ
の
飴
剰
資

金
を
組
合
に
預
金
す
る
こ
と
は
'
支
郡
で
罪
-
行
は
れ
る
習
慣
で
あ
EQ

mJ

と
説
明
し
て
ゐ
る
や
う
に
,
倉

移
細
縦
に
よ
っ
て
調
達
さ

れ
た
白
己
資
本
は
'
確
定
利
付
債
務
の
性
質
を
も
ち
'
し
か
も
官
利
す
な
は
ち
利
子
は
嘗
式
銀
行
か
ら
の
倍
増
利
子
に
匹
敵
す
る
｡

か
-
し
て
'
自
己
資
本
そ
れ
白
鰻
の
う
ち
に
前
期
餐
本
の
性
格
が
ひ
そ
む
.

器
械
製
脱
糞
に
お
け
る
自
己
資
本
の
も
つ
か
1

る
前
期
性
は
'
そ
れ
が
諸
多
の
典
型
的
生

別
期
笹
本
と
全
き
癒
着
関
係
に
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
詮
明
さ
れ
る
.

刷

上
淀
で
望

見
桝

･
総
統

(竜
込
問
屋
)
･
棉
庵
は
賓
本
的
忙
今

＼
軸
合
し
て
'

洋
行
の
草
本
系
統
を
作
っ
て
ゐ
る
.
民
国

1
五

-二
六
年

(昭
和
元
-
二
年
)
前
後
に
お
い
て
.
総
庵
の
経
理
に
し
て
洋
行
筋
の
買
掛
お
よ
び
総
統
を
か
ね
る
者
を
列
車
す
れ
ば
､
つ

-削

ぎ
の
や
う
に
多
数
に
達
し
て
を
-
.
三
者
の
鰭
措
な
癒
着
関
係
の
存
在
を
立
詔
し
て
ゐ
る
.

兼 良 異

l野 和 萱

庵 禦 源一

穿
刺
洋
行
買
桝
･
憤
生
泰
韻
航
拓
瞥

瑞
論
親
戚
二
ハ
一
〇
釜
)維
皆
o

恨
和
だ
布
買
桝

悟
和
洋
行
翼
耕

恰
和
紙
･L=a
(
五
F
L(し峯
)の
群
管
を
拝
借
｡

元
暫
(
二
EI四
釜
)同
撃
禁
〓

ハ
四
釜

新
賢

二
H
C
釜
)の
耗
廊
阿
智
｡

37) 漏錬経済調査合 ,･合影股束の責任に関する一研究(昭和 Ll年 ),4-5･12頁
以下参照｡
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営
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八
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篭
大
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O
釜

練
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｡

大
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釜
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替
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永
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論
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(
二
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四
釜
)
参
割
o

統
金
糸
廠
(三

五
()
壁
)揮
替
O

貫
層
洋
行
冥
耕

二
恭
豊
粁
流
程
替

箆
里
親
廠
(
T
八
六
箸
)雛
替
9
安
預
韓
俺
二

七
大
釜
)
垂

剖
O

連
的
洋
行
異
耕

連
在
親
厭
(
二
二
四
釜
)碍
管
｡

信
畢
洋
行
累
卵

･
緒
農
耕
帖郎
経
蟹

緒
昌
永
･緒
昌
両
二
司
聖

二
新
府
(六
二
四
釜
)参
照
o

達
昌
洋
.k
景
雛

･
陵
澗
記
紙
就
樺
替

錦
難
度
そ
の
他
参
劃
o

仲
演
舞
で
は
資
料
は
梢
古
き
に
共
す
る
が
.
｢
験
寛
に
於
け
る
生
絹
問
屋
及
仲
買
人
は
地
方
製
綿
工
場
の
合
賓
者
'
即
ち
'資
本
家

し
て
ゐ
る
O
的
四
川
省
や
山
東
省
の
器
械
製
朗
巣
も
同
じ
-
問
屋
賀
寿
ま
た
は
鐘
荘
賓
本
と
額
接
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
G

か
1
る
前
期
賛
本
と
の
癒
着
は
､前
期
資
本
が
部
分
的
な
が
ら
産
業
資
本
に
韓
化
し
つ
･.あ
る
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
へ同
時
に

器
械
製
凝
集
に
お
け
る

｢
民
族
貸
本
｣
が
未
だ
そ
の
前
期
性
と
買
餅
性
を
克
服
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
よ
-
多
く
示
す
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
器
械
製
絹
業
に
お
け
る
自
己
賛
本
が
合
彩
組
織
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
つ
ゝ
も
'
そ
れ
に
封
し
て
土
着
銀
行
の
貸
付
利

子
率
に
比
敵
す
る
確
定
利
子
を
真
珠
は
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
奉
賀
は
'
経
営
昔
享
者
た
る
経
理
の
経
営
方
法
を
規
定
す
る
｡
支
那

の
糸
蕨
は
か
り
に
十
ケ
月
操
斐
す
る
と
す
れ
ば
.
そ
の
う
ち
四
ケ
月
分
ぐ
ら
仏
の
原
料
蘭
を
産
地
貫
付
し
'
残
り
の
六
ケ
月
分
の
原
_

料
繭
は
乾
菌
で
購
入
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
'
ま
へ
の
四
ケ
月
分
の
原
料
繭
は
新
締
出
廻
前
に
先
物
賓
し
た
生
緑
と
リ
ン
ク
さ
れ

て
居
-
'
そ
の
後
の
乾
繭
購
入
は
そ
の
時
A(
の
瑞
債
に
リ
ン
ク
さ
れ
て
Te
る
の
で
あ
-
'
従
っ
て
船
便
と
乾
繭
債
椿
の
釣
合
如
何
に

支
那
製
錬
業
の
生
産
形
荘

第
三
舎

一
四
七

第

I
鍍

t
四

七

り記述に相異めるときは, さきの記掛 こ従ふ｡
40) 大阪市役所商工課 ;前視著,160貴く,､

ち
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支
那
製
麻
禁
の
生
産
形
媒

第
三
番

T
E
T
八

第

11
洗

7
四

八

よ
っ
て
繰
瀬
の
開
閉
が
決
{止
さ
れ
'
操
業
は
不
確
賀
な
の
を
通
例
と
す
る
o
ま
た
紳
債
の
垂
局
預
怨

の
場

合

に
は
合
彩
を
組
株
し
､

連
の
場
合
に
妹
直
ち
に
解
散
す
る
圭

hr
ふ
如
く

企
馨
TmT
硯
の
北
緯
性
も
存
在
し
な
い
.
か
-

る
耕
柴

の
不
砲
撃

企
琴

茄
嶺
性
の
欠

如
は
'
和
擬
制
変
に
よ
る
固
定
資
本

の
耽
動
資
本
化
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
'促
進
さ
れ
て
ゐ
る
LLlは
語
へ
tL
u.-
多
く
前
掬
の
由
己

硬
木
の
性
格
に
規
定
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
器
柚
製
綿
柴
の
護
展
と
野
し
-
阻
零
し
て
み
る
7,
と
云
ふ
を
伐
た
な
い
｡

肘

筋
1<J溜
i-
3
梢

椎
･･
牌
卜的
詐
′竹
S
訳
挫

折
枇
製
射
崇

に
か
け
る
托
醐
資
本
の
大
部
分
に
批
鮎
繁
允
iLi
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
ゐ
る
o
そ
れ
は
第
1F
に
生
林
僻
格
に
封
す
る
繭
本

(わ
が
掛
目
に
該
臼
す
る
)
が
民
蹄
二
〇
年

(昭
利
六
年
)
上
海
で
は
九
〇
R
.
あ

る
相
席
で
は

一
〇
〇
%
以
上
に
達
し
'
原
料
繭
債
格
が
生
産
費
に
封
し
て
し
め
る
割
合
が
極
度
に
高
い
軍
資
に
基
き
'
帯
二
に
席
末

の
加
-
年
七
回
の
収
繭
が
可
能
な
場
合
を
別
と
す
れ
ば
'
現
在
の
安
部
で
は
夏
秋
芳
が
普
及
し
っ

1

あ
る
と
は
云
へ
'
未
だ
春
繭
が

3

支
配
的
で
あ
る
か
ら
'
瀬
臆
は
帝
輪
収
撃
李
に

∵
畔
に
肺
蔚
資
金
を
必
婁
と
し
'

こ
れ
を
少
-
と
も
四
ケ
月

(細
腕
の
産
地
貝
付
部
分

は
前
路

の如
-
四
ケ
月
分
の
原
料
簡
に
該
望
-
ら
)
固
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
香
草
に
基
-
.

か
-
し
て
'

舶
南
蛮
金
は
紫
根
製
綿
業
に
お

け
る
流
動
蛮
本
の
主
要
部
分
を
し
め
る
0

号

上
海
で
は
'
戯
繭
賛
金
は
相
関
聯
す
る
二
過
程
に
よ
っ
て
訳
超
さ
れ
る
0
第

1
過
程
.
解
麻
は
原
料
鮪
の
産
地
買
付
に
先
立
っ
て

鑓
荘
'.
と
き
に
は
新
式
銀
行
か
ら
三
ケ
日
期
限
の
信
用
を
接
待
す
る
が
'
そ
の
場
合
綿
舷
は
鑓
準

と
き
に
は
新
式
銀
行
に
封
J
.塗

頭

(保
諾
金
)
と
し
て
信
相
範
の
略
三
二
〇
%
を
繰
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
経
っ
て
前
述
の
自
己
hJi
不
は
本
質
的
に
は
珊
萌
葱
命
調
達

の
た
め
の
塾
頭
と
し
て
の
役
目
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
o
締
魔
が
津
南
地
域
の
繭
行
で
見
付
け
た
原
料
繭
の
代
償
は
'
鍔
荘
と
き
に
は

新
式
銀
行
が
粛
行
に
準

3過
し
た
出
蹟
月
の
子
に
よ
っ
て
安
朝
は
れ
-
購
入
し
た
蘭
は
鍔
荘
と
き
に
は
新
式
銀
行
の
指
定
前
確
ま
た
は

D.I(.Lieu;ibid,,P 137.41)

.
､
･,
･
･

-
1･
･

pJ

.



乗
替
繭
標

(蘭
倉
庫
)
に
入
庫
さ
れ
'
桟
草

(倉
庫
措
券
)
は
錐
荘
と
き
に
は
新
式
銀
行
が
受
取
る
｡
林
庵
は
債
務
を
漸
次
群
解
し

て漸

次
出
席
し
て
'
原
料
繭
に
あ
て
る
｡
第
二
過
程
O
舶
廠
は
自
己
資
本
の
大
部
分
を
鍔
荘
と
き
に
は
新
式
銀
行
か
ら
樟
得
す
る
購
繭
信

用
の
塾
頭
と
し
て
ゐ
る
以
上
'
租
息

･
燃
料
費

巾
俸
給
貸
銀
と
-
に
原
料
繭
出
庫
の
た
め
に
鍔
粧
と
き
に
新
式
銀
行
に
支
排
は
ね
ば

な
ら
な
い
資
金
を
新
し
-
調
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
.
こ
の
責
金
の
調
達
は
'
錦
荘

･
新
式
銀
行

･
締
競

(櫨
綿
雪
込
問
学

に
既
に
生

渡
さ
れ
た
生
瀬
そ
の
も
の
或
は
そ
の
様
草
を
指
保
に
供
す
る
AJ
･t)に
よ
っ
て
得
ら
れ
､
生
柵
が
洋
行
に
引
渡
さ
れ
て
そ
の
代
償
が
末

だ
支
梯
ほ
れ
て
ゐ
き
い
場
合
に
は
'
客
ら
聯
班
か
ら
得
ら
れ
る
が
'
通
例
綿
債
の
七

〇
-
八
〇
%
の
信
用
が
あ
た

へ
ら
れ
る
｡

こ
れ

ら
の
場
合
､
鍔
井
の
庶
付
利
子
は
月

〇
･
六

ー
l･
二
%
7
琳
既
の
貸
付
利
子
は
こ
れ
よ
-
月
0
･五
年
‰
た
か
い
の
が
通
例
で
あ
る
.

51

凝
っ
て
か
･̂
る
短
期
東
金
に
か
1
わ
ら
す
年
利
七
三
1
⊥

,IEjT
･甲
彩
の
高
利
忙
な
る
O
か
-
し
て
.
野
間
挫
締
菜
に
お
け
る
ITJ
rL.1饗
〟

_ヒ
一
,-こ
･

席
末
で

は
年
七
回
の
収
繭
が
行
ほ
れ
て
居
-
.
従

っ

て
､
肺
新
宅
金
の
腎
題
は
上
海
淋
魔
に
と
っ
て
よ
-
も
多
少
重
要
性
を
減
す

る
｡
床
束
に
お
け
る
鷹
繭
資
金
の
調
連
は
上
梅
と
異
-
'
生
瀬
問
屋
た
る
淋
圧
を
通
じ
て
行
は
れ
る
O
即
ち

｢
銀
紙
の
製
綿
資
金
は

G

直
接
製
瀬
豪
に
融
通
す
る
も
の
殆
ど
な
く
.
執
れ
も
問
屋
の
手
を
経
て
行
ほ
れ
て
′ゐ
る
｡｣
こ
の
金
融
方
法
が
終
圧
の
締
廠
支
配
を
前

ノ

提
す
る
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
'
明
瞭
で
あ
る
｡

Ⅷ

総

括

前
相
の
諸
事
蜜
の
分
析
は
､
器
械
製
林
業

に
機
能
し
っ
1

あ
る

｢
民
族
資
本
｣
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
前
期
性
を
明
確
に
示
し
て

ゐ
る
っ
｢
民
族
資
本
｣
の
か
1
る
蹄
靭
性
は
つ
ぎ
の
二
等
茸
と
な
っ
て
集
中
的
に
表
現
さ
れ
る
｡

支
那
製
綿
業
の
ヰ
産
形
潜

第
三
奄

一
四
九

第

7
就

1
四
九

42) D.K.Lieu:lbld,P.101-】0三2-
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支
那
製
終
業
の
生
産
形
態

第
三
番

1
五
〇

第

1
雛

1
五

C)

第

l
に
'
前
期
資
本

の
も

つ
前
期
性
は
､
産
業
資
本

の
創
造
し
た

利
潤

をう
ば
望

去
っ
て
'

要

吉
官
本
に

封
し
利
潤
の
飴
地
を
残

さ
ず
.
従
っ
て
産
業
資
本

の
生
成
と
蔑
展
を
決
定
的
に
阻
害
す

る
と

こ
ろ
に
あ
る
っ

器
械
製
綿
柴
に
お
け
る

｢
民
族
資
本
｣
に
内
在

す
る
滑
明
生
ま
'
わ
く

ノ
U

牒
戒
挺

緑
葉
D
も
薮
と
隻
コ託
と
A
j
を
杓
こ

且
葺

ノ
て
ゐ
る
o
r5
.澗
野
鴇

頒
敵
か
俗

牌
に
見
ら
れ
る
BI
う

･
l-
J･一夕
･･1
･--･

--

･

-lT･･｣｢
qJV
,-/
l
′
-
1
l･･-

n1
-
..
7-
1
ノ.I
--
I.1
ノ1
1

ほ
上
井
傾
向

にあ
っ
た
a
j関
山
牛

工

六
軒

(t昭
利
元
⊥

祐

)
に
お
い
て
rU
へ
.
L
-福

で
は
淋
舷
経
常
渚
の
灘
ム
ロ
張
散
が
鴇
年
淋
版

数
の

1
0
1

二
〇
ノ‰
に
の
ほ
つ
た
.

第
二
に
'
器
械
製
耕
業
に
お
け
る

｢
民
族
資
本
｣
は
'
買
桝
賓
本

･
問
屋
香
木

･
鐘
荘
資
本
と
全
-
癒
着
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
t

t
l
つ
の
結
果
が
生
ず
る
｡

l
方
に
'
｢
民
放
資
本
｣
は
買
耕
賓
本
･
問
屋
香
木
･
鍔
荘
老
木
な
ど
の
流
通
賓
本

の
支
配
を
克
服
し
て
自

ら
の
た
め
の
憤
値
菅
窺

機
関
た
ら
し
め
る
ど
こ
ろ
か
'
逆
に
こ
れ
に
隷
屠
し
て
居
-
'
従
っ
て

｢
民
族
資
本
｣
は
産
業
資
本
の
自
主

性
を
全
く
喪
失
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
他
方
に
'
｢
民
族
資
本
｣
は
か
1
る
統
通
賓
本

へ
の
讃
嵐
化
を
通
じ
て
外
国
資
本
に
つ
な
が
-
I

従
っ
て
器
械
製
林
業
に
機
能
す
る
資
本
が
専
ら

｢
民
族
資
本
｣
で
あ
つ
て
も
'
そ
れ
は
未
だ
眉
軸
性
を
止
揚
し
得
な
い
.

支
部
に
お
け
る
器
械
製
綿
覚
は
世
界
恐
慌
に
至
る
ま
で
聾
展
傾
向
を
示
し
て
き
た
が
'
そ
れ
は
支
部
に
お
け
る
産
業
資
本
の
健
賛

な
獲
展
を
指
示
す
る
も
の
で
な
-
､
雨
期
資
本
が
綿
債
の
上
昇
傾
向
に
と
も
な
っ
て

1
時
的
に
動
貞
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
倣
し

う
る
｡

H

｢
民
族
資
本
｣
の
壁
質
-

!

界
械
製
林
業
に
お
け
る

｢
民
族
資
本
｣
の
か
ゝ
る
性
格
は
'
世
界
恐
慌

の
影
響
を
激
化
し
た
.
生
締
輸
出

の
最
成
箪

た
る
民
国

1

蒼

■
雷
!
ぎ
ー.･1
.
.
-
.

･
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八
年

(昭
和
四
年
)
に
二

三

t
C
)C
O
槍
で
あ
っ
た
廠
綿
輸
出
数
量
は
'
民
圃
二
八
年

(昭
和
一
三
年
)
ー
HJ
二
TT
｢
七
〇
〇
椿

へ
と

四
分
の

山
に
激
減
し

表

Ⅰ
)､

民
固

丁
九
年

(昭
利
五
年
)
に
江
折
柄
省
に

t
八

1
あ
っ
た
締
魔
が
民
堅

三

年

(昭
和
九
年
)
に
は

ほ
ゞ
三
分
の
],
た
る
六
二
に
糞
で
減
少
し
た
芸

-FI
).
然
し
か
1
る
恐
慌
の
惨
桐
の
う
ち
か
ら
'
唯
三

つ
に
す
ぎ
な
い
が
.

か
な

り
新
し
い
外
貌
を
そ
な

へ
た

｢
民
族
資
本
｣
が
生
れ
で
た
｡
無
錫
の
壁

等
宜
が
こ
れ
で
あ
る
.

7

樺
等
.QPj
は
世
鼎
恐
慌
以
前
に
班
に
軸
錫
で
永
泰
輔
廠

(叔
釆
辞
澤

の
名
義
)
･
錦
記
稚
液
を
所
亨

津
貸
1
･
永
泰
綿
廠
荒
榎
製
造

]r･

場
を
経
営
上

無
錫
地
方
に
十
徐
軒
の
撃

打
を
所
有
し
て
ゐ
た
.
そ
し
て
永
.泰
綿
廠
資
本
六
〇
､
-Lj
C
)rJ柄
賓
吉
八
二
<
f
O
O
O
雨

=i=

錦
記
締
廠
賓

本
五
〇
､
rJ
C
.○
摘
賓
を

一
二
〇
､
〇
(｣
〇
滴
と
構
さ

れ

'

ま
た
永
泰
綿
蔵
諾
頃

製
造
場
LJ
つ
い
て

｢
白
布
染
閲
粘
つ
･luP

も
多
き
も
の
は

…
-
永
蒸
環

1.塙
に
し
て
六
C)∩
)勘
を
有
す
｣
と
輯
合
さ
れ
て
お
り芸
-,う
に
.
支
部
涼
大
の
琴
詳
芸
者
で
あ
っ
た
ゎ

Ly.
EJ
-つ
.1JD

低
域
熱
情
の
逃
E
Llに
伴
ひ

｢

糊
鰯
粁
f･th嶺
Hi
し
て
親
祭
ず
る
許
多
-

綜
牌
の
借
り
手
の
た
い
の
に
派
じ
て
'

節
詳
宜

は

民

闘
二

1
年

ハ昭
和
七
年
)
以
木
漸
Y
そ
の
支
配
力
を
増
大
し
た
｡

榔

支
部
事
牽
直
前
に
彼
の
経
営
し
た
梯
厳
は
､
白
廠
経

営

六

*

租
廠
経
営

丁
二
計

1
八
に
達
し
'

無
錫
に
経
営
さ
れ
る
締
魔
の
大
半
が
ー
彼
の
経
常
に
屠
す
る
ぽ
か
り
で
な
-
､
彼
は
碓
衆
の
や
う

な

操
業

の
不
確
葺
を
克
服
し
て
､

持
硬
的
な
操
兼
を
梢
頒
し
た
｡

.oS

か
-
て
'

彼
は
持
額
的
な
操
糞
を
褐
嬢
す
る
た
め
に
'
原

料

繭

は
薄
ら
産
地
や

直
接
贋
付
す
る
方
針
を
･t'-
'

支
部
事
蓉
直
前
に
彼
の
所
有
す
る
繭
行

二
九
･
私
行

(蘭
布
を
借
-
自
ら
鮮
蘭
買
付

に
あ
た
る
形
態
)
八
七
合
計

1
〇
二
の
多
き
に
達
し
､
乾
繭
買
付
に
殆
ん
ど
依
存
し
な
か
っ
た
｡
と
-
に
彼
は
春
賀
合
作
社
を
組
織
し

て
･
こ
れ
に
自
己
の
雷
硬
製

造
場
で
製
造
し
た
改
良
程
を
配
布
し
多
数
の
指
導
貞
を
流
し
･
か
-
て
製
造
さ
れ
た
優
良
繭
を
特
約
的

T
･)
i_
好

に
買
入
れ
t
.
彼
の
指
導
貞
講
習
畢
校
で
竺

5
0
人
以
上
の
少
女
が
訓
練
さ
れ
て
ゐ
た
と
報
号

と
れ
て
ゐ
る

｡

3
;

さ
ら
に
'
彼

は

支
那
製
糸
業
の
生
産
形
態

第

三
者

一
五

7

第

一務

7
五

7

45)48) 模文金編 ,･前視書.133-ユ44期Q
46)49) 国際貿易局編 ,･中国賓業蒜江蘇首(a:周22年),,164･167頁以下0
47) 意頼栄組･合中央骨細 -,前端昔,3二三(う頁(,
50) AgrarlanChina[19381,p.184｣fa234ff･



支
那
製
錬
業
の
生
産
形
態

第
三
番

二
d
l
l

第

1
誠

T
至

1

｢
従
衆
生
淋

ハ
'
製
淋
工
場
カ
ラ
解
読
ノ
手
ヲ
通

シ
テ

貿
易
港

ノ
洋
行

三
軍
フ
レ
ル
ト
謂
フ

ノ
ガ

習
慣
デ
ア
ッ
ク
カ
ラ
製
棒
工
場

ハ

‖

ニ
販
安
貞
ヲ
常
駐

セ
シ
メ
テ
直
接
販
膏

ス
ル
ト
謂
フ
方
法
ヲ
抹

ツ
タ
ノ
ブ
フ
ル
｣
と
報
昔
さ
れ
て
ゐ
る
｡
か
-
し
て
'
辞
藁
宜
は
部

J
｢リ叩

L,A
-I.

一
･
J｢.--
:
1

費
-.n
為
･R
Ai
t

逝
tE.1,l
担
当
読
ヰ
完
･1)し
て
t,
列
鮎
JJ
洛
留

まi
労
を
月
/朝
し
て
品

る
.充
Ẑ
E
tBil場
q
E

荷
票
宜
の
潜
撃
力
猫
頑
離

解
で
あ
-
叩
自
席
鮭
嘗

･
自

ノ

月
舘
行
に
密
鴛
の
基
礎
を
置

い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
-

r
こ
の
こ
と
は

T
民
族
墳
本
｣
の
満
期
性
に
っ
い

て
の
前
掲
分
析
と
封
此
し
て
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
O

こ

ぶ
郁
帝
国
大
草
押
野
撃
邪
畢
生
胡
逸
名
器
が
事
堅
甲
水
着
奴
厩
に
勤
め
て
ゐ
仁
王
氏
に
つ
い
て
臆
放
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
.･
白
層
群
皆
は
永

泰

･
華
新

･
隆
昌

･
銘
記
･
永
盛

･
佃慧
州
望

ハ
耗
版
で
ゐ
JI
,'
利
麻
縄
皆
は
捉
萄

･
索
竿
･
永
裕
･
民
望
･
鼎
昌

･
哲
整

･
薪
盛
･
神
威
:
,督
DZ
･

)17新
･
琴

Pr,
･
寮
昌
の
1
二
韻
舵
で
あ
る
が
､
守
如
子

弟
戊
･
11
新
･
泰
昌
は
王
氏
が
紙
灰
名
の
恩
ひ
蓮
ひ
な
し
た
ら
し
し

か
ゝ
る
綿
概
名
は
他

の
質
料
中
に
存
在
し
㍗
F,い
O
ユ
ニ
｣
別
の
調
査
に
よ
れ
ば
､

壁
詳
む
の
経
皆
し
た
耗
府
は
'
永
泰
･
垂
新

･
･水盛

･
襟
生

･
振
蚤
･
琴
R
･
鼎
昌

･
鼎

盛
･
両
論

･
,水
篠
･
森
明
･
究
飴

二
好
学

二
R/暫

･
喜
寿

･
潤
庶

･
共
生
そ
の
他

一
つ
の
丁
ハ
純
廊
-
云
ほ
れ
て
為
る
O

**
前
端
脚
蓋
に
示
し
た
苔
農

･
絹
f兆
熊
両
氏
は
こ
の
特
約
組
令
が
演
--
利
用
さ
れ
た
-
越
へ
て
る
る
が
'
小
野
町仙氏
は
'
こ
の
特
約
組
合
が
多
喋

繰
株
券
を
モ
な
へ
た
等
新
緑
舵
の
原
料
簡
転
入
の
ト｣
め
利
用
さ
れ
た
と
す
ぎ
な
い
と
軟
骨
し
て
ゐ
ら
れ
る
0
今
後
の
研
究
に
俣
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡

辞
幕
宜
の
経
営
に
見
ら
れ
る
如
き
新
し
い

｢
民
族
賛
本
｣
が
支
郡
に
お
け
る
器
械
製
林
業
の
新
し
い
動
向
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
'

■

支
那
事
撃
の
勃
蟹
に
ょ
つ
て
わ
れ
-

は
こ
れ
を
見
る
こ
と
が

できな
か
っ
た
.
然
し
器
械
製
林
業
に
お
け
る

｢
民
族
賓
本
｣
を
支

那
の

｢
民
族
資
本
｣
の

t
環
と
し
て
考

へ
る
と
き
'
攻
の
二
亭
章
を
断
言
し
う
る
0
第

一
に
'
人
絹
工
業

の
蔑
展
以
粟
生
林
の
世
界

需
要
は
停
滞
し
て
不
整
の
状
態
を
維
持
し
､

垂
線
慣
柊
の
上
限
は
ほ
ゞ

人
絹
慣
格
の
三
五

倍
を
越
え
借
な
い
書
情

の
も
と
に
お
い

て
'
支
部
に
お
け
る
前
端
の
如
き
新
し
い

｢
民
族
資
本
｣
が
発
展
を
と
げ
る
た
め
に
は
'
わ
が
鞠
の
製
瀬
柴
か
ら
そ
の
市
場
k
l奪
取

揃錬上海事務ノ肝調査室 ;無錫製親業(昭和16年), ](〕耗D
職菰_上与奪事務月斤謝萱室 ;荊摘背,8-9頁｡
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一一tt
tl
.1Jt
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I一
t
-

す
る
と
云
ふ
困
難
を
な
し
と
げ
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
た
と
へ
こ
の
困
難
が
な
し
と
げ
ら
れ
て
新
し
い

｢
民
族
資
本
｣
が
尊
慮
し
た
に

し
て
も
.
製
銘
菓
が
わ
が
資
本
主
義
の
確
立
に
封
し
て
な
し
た
や
う
な
役
割
を
今
か
ら
畢
丁
と
と
は
で
き
な
い
o
製
綿
糞
は
世
界
経

済
の
現
段
階
で
は
云
は
ゞ
具
す
べ
き
役
割
を
終
っ
て
ゐ
る
.
第
二
に
'
器
械
製
林
業
に
お
け
る
新
し
い

｢
民
族
賓
本
｣
が
た
と
へ
敬

展
し
て
も
､
維

｢
民
族
餐
本
｣
の
確
立
が
前
提
さ
れ
な
い
限
り
'
器
械
製
湖
柴
に
お
け
る
新
し
い

｢
民
族
巻
本
｣
の
確
立
を
期
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ら
う
O
然
る
に
'
支
那
等
饗
以
前
の
現
葦
は

｢
民
族
賓
太
｣
の
問
題
の
は
な
ぼ
な
し
さ
に
か
1
わ
ら
す
.
坐

産
手
段
生
産
部
門
は
蔑
罷
ず

る
と
こ
ろ
か
'
逆
に
英
米
賛
本
主
義
に
ょ
つ
て

｢
民
族
賓
本
｣
の
手
か
ら
牽
･ひ
去
ら
れ
.

か
-
し
て
支

郷
の

｢
民
族
資
本
｣
は
湛
米
債
本
､票
域

の
土
竜
の
う

(
忙
立
ち
､
そ
れ
た
-
し
て
は
存
在
し
得
た
い
性
格
を
捜
さ
れ
て
ゐ
た
｡
か
く

水
｣
の
群
立
が
t
か
ゝ
る
傑
作
の
も
と
で
期
し
得
ら
れ
た
か
ど
Lつ
か
.
招
肘
た
き
を
梢
た
い

E
E

器
械
製
綿
業
と
小
管

業
J
J
の
封
抗

.器
械
製
林
業
と
蕃
慧
農
家
の
副
業
的
繰
維
と
が
'
支
那
に
お
け
る
製
林
業
で
本
質
的
に
封
杭
す
る
生
産
形
態
で
あ
る
と
と
を
論
語

し
た
が
､
そ
れ
と
閲
聯
せ
し
め

つ
1
'
器
械
製
琳
柴
に
機
能
す
る

｢
民
放
沓
本
｣
の
前
期
性
と
蕃
荒
農
家
の
副
柴
的
繰
蹄
に
お
け
る

豪
族
努
働
の
低
廉
性
と
を
す
で
に
示
唆
し
た
.
そ
JJ
で
'
津
城
製
諜
柴
JJ萎
諾
農
家
の
副
業
的
繰
綿
と
の
対
抗
関
係
の
基
礎
'
換
言

す
れ
ば
帯
同
製
林
業
が
苦
言
農
家
の
割
茸
的
繰
確
を
容
易
に
駆
逐
し
得
な
い
理
由
を
立
ち
入
っ
て
検
討
し
ょ
う
と
す
る
今
の
場
ム
ロ
'

ま

へ
忙
示
唆
し
た
二
つ
の
専
管
あ

よ
り
詳
細
た
検
討
を
箪

皿
の
主
画
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

真で,方顛庭が引用するイギ リス椀光輝済使節の報告を参照O
53)

支
那
製
韻
業
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鐘
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形
怒

第
三
番

i
聖

二

第

1
鵬

1
室

二



支
部
製
練
業
の
生
産
形
態

第
三
番

L
が
四

第

1
折

一
五
四

Ⅰ

器
械
と
仮
募
集
と
の
封
抗

器
械
と

｢
低
額
餌
｣
(
こ
/
Tl/は
殿
皆
に
は
低
廉
LIu家
族
*
働
主
≡

べ
j,U
で
争
宗

'
簡
単
で
期
J-

た
･Lllr低
*
,鉄
｣
-
-

′q
)
と
の
劉
抗

鍵
摘
発
に
お
け
LL(3基
礎
技
術
が
作
業
機
た
る
練
絹
誰
で
あ
も

こ
と
一二
j
rTn
て
-
一-
/
･-

1■-
CJ
L34gH
,I
.こ
(rI
Lrノ
-
､
崇
喪
鼓
索

ihly'

I]tヽ

ゝ
■二
',■
)
一､
ヽ
やJq
I

は
F1
場
用
座
繰
指
数
順

へ
-
汚
瑠
濃
議
の
別
業
的
綿
肺
は
鬼
順
庵
練
絹
社
偶

へ
て
ゐ
りC2C
JJ
,･J
ろ
で
Ⅶ
工
場
桶
屋
繰
撃
lJ

足
雌
威
紙

器
･9
の
相
異
は
'
前
者
が

一
本
の
倖
導
軸
か
ら
動
力
を
う
け
蕃
湯
管
か
ら
繰
朝
湯
を
供
給
さ
れ
る
に
､反
し
'
後
者
が
足
か
ら
動
力
を

う
け
個
々
の
促
煙
に
よ
っ
て
繰
赫
湯
を
暖
め
る
と
云
ふ
相
異
を
除
け
ば
.
構
造
上
の
本
質
的
な
相
異
は
見
出
さ
れ
な
5
,.
若
し
機
械

と
道
具
と
の
相
異
が
'
動
力
で
は
な
-
作
業
機
の
性
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
工
場
用
座
繰
券
も
足
糟
屋
繰
器
に
ひ
と

;

し
-
道
具
に
展
す
べ
き
も
の
で
あ
り
.
従

っ

て
器
械
製
林
業
は

｢
純
機
械
工
業
と
は
云
ひ
難
い
の
で
あ
る
｡｣
か
1
る
場
合
'
券
械
製

牌
糞
が
そ
の
優
秀
な
捷
術
を
も
っ
て
蕃
荒
農
家
の
副
業
的
繰
林
の
も
つ

｢
低
努
銀
｣
を
容
易
に
制
整
し
難
い
こ
J
J
が
想
像
さ
れ
る
.P

然
し
明
治
二
七
年

(光
緒
二
〇
年
)
同
じ
技
術
低
件
の
も
と
で
器
械
製
綿
業
の
制
覇
を
完
成
し
た
わ
が
国
を
念
頭
に
畳
-
と
き
'
器

械
と

｢
低
労
銀
｣
と
の
封
抗
と
云
ふ

一
般
的
命
題
は
さ
ら
に
よ
り
深
く
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

E

補
強
さ
れ
た

t
投
的
命
題

江
蘇
省
具
江
展
開
弦
弓
の
協
同
組
合
工
場
た
る
開
放
弓
締
庵
の
歩
ん
だ
道
は
'
嘗
面
の
主
題
の
解
決
の
た
め
の
好
個
の
事
例
と
な

る
｡開

弦
弓
で
は
'
農
家

一
戸
菖
-
ヤ
均
八
五

畝
の
土
地
を
耕
作
し
て
ゐ
る
が
'

彼
等
は
そ
こ
か
ら
平
均
五

1
ブ
リ
セ
ル
の
米
を
生

井上柳梧;絹碗撃(昭利8年),237頁｡54)
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1
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I
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F

･-

産
す
る
｡
彼
等
が
自
作
農
で
あ
る
場
合
に
は
'
日
豪
滑
費
米
四
1
ラ

ナ
セ
ル
を
除
い
た
残
徐
の
九
プ
リ
セ
ル
の
慣
格
二
二
元
の
現
金
を

う
る
こ
と
が
で
き
る
｡
彼
等
が
小
作
農
で
あ
る
場
合
に
は
'
現
物
小
作
料
二
〇
プ
ソ
セ
ル
を
除
い
た
三

1
ブ
ッ
セ
ル
は
'
白
豪
摘
草
米

■

に
も
足
ら
ず
､
し
か
も
こ
の
小
作
塞
が
鼻
民
の
大
部
分
を
し
め
て
ゐ
る
.
と
こ
ろ

で'農
家

一
戸
昔
-
の
年

平
均
現
金
支
出
は
経
常

費
だ
け
で
も
最
低
二
〇
〇
元
を
必
要
と
す
る
か
ら
'
副
菜
が
是
非
共
必
要
と
な
-
.
か
1
る
現
金
支
出
を
禰
ふ
べ
き
副
糞
が
茸
霊
薬

と
副
柴
的
繰
練
で
あ
る
o
世
界
恐
慌
以
前
に
は
'
土
綜
生
産
に
よ
る
剰
徐
は

1
戸
普
り
平
均
二
五
〇
元
に
達
し
'
現
金
支
出
を
賄
ふ

T･肌

に
充
分
で
あ
っ
た
｡
か
-
し
て
'
開
弦
弓
で
は
'
栄
作
は
自
家
滑
費
と
現
物
小
作
料
と
の
供
給
派
で
あ
-
'
士
碑
銘
厚
が
現
金
牧
人

の
殆
ん
ど
唯

一
の
源
泉
で
あ
っ
た
｡

･訂
完

が
､

伽
端
恐
悦
に
作
ふ
綿
偵
博
洋
の
綿
県
f

u
隼

言

草
端
の
倒
僚
恕
骨
み
出
し
船
上
繊

姓
雄
が
民
押
二
m
年

ハ増
刊
山

〇
年
)
に
は
四
五
雷

減
少
し
,
農
家
の
収
支
は
全
-
破
れ
た
鵬

芸

で

､
開
弦
弓
で
は
･
は
じ
め
蕃
諾
農
家
の
副
業
的
繰
牌
な

生
産
形
態
を
維
持
し
っ
1
土
林
の
品
質
向
上
に
よ
っ
て
賂
朕
を
救
は
う

と

L
t

改

良

足

踏

座
繰
器
を
導
入
し
た
が
'
か
-
し
て
改
良

さ
れ
た
士
族
も
輸
出
に
適
せ
す
'
窮
状
を
打
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
O
か
-
て
蓬
に
蕃
鷲
農
家
の
副
糞
的
緑
林
を
仝
贋
し
て

協
東
組
合
工
場
を
設
立
し
'
そ
の
産
繭
を
協
業
組
合
工
場
に
供
給
L
t
産
繭
代
償
と
協
同
組
合
工
場
の
配
官
金
と
の
和
か
ら
な
る
現

金

収
入
に

よ
っ
て
収支
の

均衡
を回
復
し
ょ

う
と

し
､
民
国

l
八
午

(昭
和
四
年
l
開
弦
弓
耕
雁
を
設
立
し
'
民
間
二
四
年

(昭
和
1

叫

〇

年
)
に

は日

本
式
多保
練絹器
を設
備

し
た
.

叫

閲
弦
弓
細
廠
は
つ
ぎ
の
や
う

な内
容
を
も
っ
て
ゐ
た

｡

糾

企
柴
形
態
は
有
限
股
伶
公
司
で
あ
る
が
'

旺
東
四
二
九
名
は
こ
の
村

落
世
帯
全
部
JJ隣
村
の
五
〇
除
名
を
含
み
'
股
東
は
出
資
義
務
の
ほ
か
原
料
繭
の
供
給
責
務
を
も
っ
て
ゐ
た
｡
従
っ
て
､
開
放
弓
碗

支
那
製
練
葉
の
生
産
形
態

第
三
番

1
五
五

第
l
戟

1
五
五

55) 費孝 通常仙汝親谷謬 ;支那の鹿足 ∠1汚(′肝許PeasantLifeofChilla,A
Fleld Study otCountry I.,lieL.flL1:heYangtz占Valley 1939),240-

-241頁｡
56) 乗車混 ,･前根番,241-242頁o



ヽ

支
那
製
糸
業
の
生
産
形
常

第
三
番

一
五
六

第

一統

三
二
ハ

庵
は
'
わ
が
園
の
粗
食
製
継
に
相
常
す
る
も
の
で
あ
-
'
股
束
の
供
繭
義
務
の
う
ち
に
蕃
潜
農
家
の
副
業
的
繰
林
か
ら
赤
地
製
麻
柴

へ
の
再
編
成
の
自
主
的
意
閲
が
う
か
ゞ
わ
れ
る
｡
他

聞
鼓
弓
僻
席
の
賓
本
は

1
0
d

O
〇元
で
あ
･2
;

l
O
元
宛
の
1
0
0
0
′口

の
股
傍
に
分
割
7tJれ
て
ゐ
た
が
'

民
野

天

年
(昭
利
三

年
)
に
は
維
鯛
の
年
分
も
梯
込
ま
れ
て
ゐ
な
か
っ

た
｡
従
っ
て
と
の
瀬
撤

･LL
i
殆
ん
ど
借
入
教
本
に
供
iq=ゼ
ざ
る
紅
絹
な
か
っ

た
.

慣
柊
四
､
c
c
e
m
に
相
常
す
る
蒸
気
機
関
お
よ
び
琶
式
韓
械
は
衝
立
女
子

梨
淋
邸
校
か
ら
五
ヶ
年
風
退
桝
の
契
約
で
倍
-
､

[
城
蚊
村
立
灘
戊
釣
行
か
ら
の

.
方
｡C
)LU
[j
一.Fl
の
長
州
借
入
鵜
に
,LZL
霊
.-.緋
靴.約

7

ij

れ

.
耽
動
雀
金
三
､
C
)0
0
元
は
近
く
の
震
津
の
地
方
銀
行
か
ら
借
入
れ
ら
れ
'

ま
た
跳
繭
資
金
は
新
前
を
掠
保
よ
し
て
省
｣悪
罵

民

銀
行
か
ら
借
入
れ
ら
れ
'
農
民
は
供
出
繭
慣
柊
の
七
〇
%
(こ
れ
が
雛
蘭
を
頂
保
托
す
る
銀
行
S
盛
付
限
度
で
あ
.る
)
の
即
時
支
蹄
を
う

け
残
像
は
延
蹄
で
あ
.O
｡
か
-
し
て
'
関
弦
弓
耕
庵
は
協
同
組
合
工
場
で
あ
る
鮎
で

T
般
綿
庵
と
異
-
､
ま
た
'
借
入
賓
本
や
自
己

資
本
が
前
親
資
本
か
香
か
疑
問
の
飴
地
を
残
す
が
'
そ
の
賓
本
が
殆
ん
ど
利
付
資
本
で
あ
る
借
入
資
本
に
併
存
し
て
ゐ
る
鮎
で
は
;

1
般
紳
厩
を
代
表
し
う
る
O

か
′1
る
内
容
を
も
っ
て
出
硬
し
た
開
弦
弓
綿
厩
は
'
そ
の
途
上
で
二
つ
の
障
害
に
造
過
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
障

害
こ
そ
･
器
械
製
聖

和
主
賓
篇
草

薮
の
副
業
的
繰
瀬
と
の
封
抗
紺
係
の
基
礎
を
詮
明
す
る
ト
叫

笹
本
の
調
度
｡
開
弦
弓
林
蔵
は
賀

′
本
の
性
格
に
つ
い
て
は
疑
問
の
飴
地
を
残
す
に
し
て
も
､
そ
れ
は
仝
-
借
入
資
本
に
依
存
し
'
そ
の
限
-
に
お
い
て
そ
こ
で
創
出
さ

れ
た
利
潤
は
楳
廠
ま
た
は
股
東
の
手
許
か
ら
ほ
こ
び
出
さ
れ
る
｡

尺
園

丁
八
年

義

和
四
年
)
に
純
利
蒜

1
0
､
八
〇
七
･九
三
四
元

■

あ
つ
た
が
'
艮
鞄

1
九

･
二
C
年
に
は
利
益
を
あ
げ
た
に
か
1
わ
ら
す
そ
れ
-
ぐ
1

三､0
1
〇
.三

三
〇
元

･
B
r
l
八
二
丁
六
五
五
元

あ

純
損
失
が
あ
っ
た
の
は
t
JJ
の
た
め
で
あ
る
O
か
-
し
て
'
蕃
諾
農
家
が
現
金
収
入
の
増
大
を
企
画
し
た
器
械
製
林
業
は
何
ら
の

57) 費草道 ;前鴇書,257-258項｡
58) 費草道 ,･前璃晋,259-262頁｡



配
官
金
を
も
た
ら
さ
ず
'
亨

だ
供
出
東
の
代
憎
の
三
〇
㌔′が
延
沸
さ
れ
る
こ
と
は
､
農
民
を
し
て
供
繭
茸
務
を
怠
ら
し
め
ざ
る
を
樽

孤

な
い

｡

叫

｢
抵
塔
鎌
｣
o

こ
の
打
痛
で
は
開
弦
弓
林
蔵

開
設
以
前
に
は
殆
ん
ど
三
五
〇
人
の
婦
女
子
が
土
締
生
産
に
碓
婁
し
て
ゐ
た

が
､
開
弦
弓
郎
魔
は
今
や
､
JJ
の
仕
事
を
七
C
人
以
下
で
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
'
殆
ん
ど
三
〇
〇
人
の
婦
女
子
が
土
締
生
産
か

ら
追
放
さ
れ
る
.
と
こ
ろ
が
､
耕
地
面
積
は
JJ
の

｢兵
莞
｣
人
口
を
容
れ
る
徐
鞄
が
た
い
以
上
､
そ
し
て
ヰ
藁

土
淋
生
産
に
uBj散
す

る
新
し
い
副
柴
が
導
入
さ
れ
な
い
以
上
'
こ
れ
ら
の

｢
失
業
｣
人
口
は
僅
か
で
も
収
入
が
得
ら
れ
･̂
ぽ
土
赫
生
産
に
碓
事
し
ょ
う
と

す
る
｡
こ
の
場
合
豪
族
労
働
の
f･
隈
は
極
11.I.Dす
れ
ば
零
よ
-
も
雅
限
小
だ
け
大
き
い
と
.こ
ろ
ま
で
下
落
し
う
る
わ
け
Eで
あ
る
O
か
-

し
て
射
的
の
事
情
と
給
食
し
っ
1
'

対
し
く
葦
諾
農
家
の
副
菜
的
繰
林
が
復
括
す
る
｡

民
観

l.
八
年

(昭
朔
四
年
)
農
民
は
産
前
の

六
分
の

.
を
土
締
原
料
満
と
し
て
瑠
保
し
た
が
.

代
関

二

'I
q

′h_･
滑
･T
q
;･
忙
絹
tiJ
の
割
合
は
J=藩

の
二
に
坤
+/'し
花
U

か
く
し
て
=
開
鼓
弓
耕
雁
は
協
同
組
合
工
場
に
よ
る
土
綿
生
産
の
辞
械
製
綿
柴

へ
の
再
編
成
と
云
ふ
新
し
い
内
容
と
新
し
い
企
風

を
懐
い
て
出
費
し
た
が
､

7
つ
に
は
そ
れ
が
殆
ん
ど
重
く
借
入
賓
本
に
億
存
し
.
た
め
に
利
潤
が
髭
箇
者
の
手
許
か
ら
外
部
に
は
と

び
出
さ
れ
る
た
め
に
障
害
を
感
じ
'
二
つ
に
は
資
本
主
叢
工
業
が
殆
ん
ど
全
-
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
よ
っ
て
奪
れ
て
ゐ
る
た
め
に

土
舶
生
産
の
春
機
製
麻
業

へ
の
再
編
成
に
よ
っ
て
土
林
生
産
か
ら
追
放
さ
れ
る

｢
失
柴
｣
人
口
の
収
容
所
ik-'も
た
ず
､
そ
AJ
か
ら
極

度
に
低
廉
な
豪
族
労
働
を
基
礎
と
し
て
土
細
生
産
が
復
清
す
る
と
云
ふ
障
害
に
遭
遇
し
た
｡

五

倍

言

支
部
製
綿
業
の
生
産
形
態
宅

器
械
製
錬
業
と
蚕
諾
農
豪
の
副
業
的
繰
林
と
の
未
だ
克
服
さ
れ
て
ゐ
な
い
封
抗
関
係
を

モ
テ
ィ
7

支
那
製
糸
業
の
生
産
形
態

第
三
者

叫
五
七

等

一就

一
五
七
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支
那
製
麻
栄
の
生
産
形
態

第
三
者

7
五
八

第
7
折

1
五
八

と
し
っ
･･̂
.
分
析
し
て
き
た
.
そ
し
て
支
部
製
耕
柴
に
お
け
る
か
上
る
執
劫
な
封
統
帥
係
の
基
礎
'
換
言
す
れ
ば
辞
械
製
麻
業
の
小

営
巣
に
封
す
る
相
野
的
停
滞
性
の
基
礎
は
'
つ
ぎ
の
二
つ
の
要
因
に
基
-
0

㈲

器
械
製
綿
米
に
機
能
す
る

｢
民
族
資
本
｣
の
も
つ

前
期
性
-
買
財
性
は
'

一
つ
に
は
歴

々
甚
べ
た
や
う
に
'
措
根
製
綿
業
の

創
造

し
た
利
潤
を
殆
ん
と
す
べ
て
外
部
に
は
JJ
び
出
し
､
器
械
製
林
業
t̂h
健
全
な
砕
展
を
破
壊
す
る
ば
か
り
lf
Jな
-
二

三

に
は
許

禎
製
耕
米
に
お
け
る
校
術
=
穀
席
力
の
度
朕
の
町
雄
性
む
琴

＼
滞
っ
て
ぬ
㌔

～
-

咋
利
雁
が
LJ
の
鮎
に
坤
1
･作
用
す
る

O

安

部
に

お
け
る
辞
械
製
頼
光
の
技
術
水
準
は
'韓
械
製
朋
光
移
稗
昔
時
か
ら
殆
ん
ど
進
歩
せ
ず
､略
々

わ
が
国
の
明
準

二
〇
年
頃
の
水
準
に
あ

る
と
云
は
れ
'
民
観

1
五

-
1
六
年

(昭
和
元
-
二
年
)
に
は

t
釜

t
日
韓
舶
畳
は
わ
が
国
の

年
分
で
あ
っ
た

(衷
Ⅳ
).
JJ
の
場
合
､

技
術
水
準
の
停
滞
性
と

｢
民
族
資
本
｣
の
静
期
性
と
の
開
聯
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.

(
備
考
)

一
､
支
那
は
普
紙
業
組
合
中
央
魯
編

前
描
書
三

1

頁

'
長
野
願
は
大
日
本
蛋
綿
骨
痛

･
『蜜
競
要
覧
B
(昭
和
五
年
)
二
二
〇
-
二
二

二
頁
併
載
の
長
野
黙
雷
耕
課
調
査
よ
-
と
る
.

二
'
支
那
に

おけ
る
一
釜
普
-
努
御
者
数
は
わ
が
国
よ
-
造
か
に
多
-
'
支
那
に
虞
-
普
及
し
て
ゐ
る
Jl
淀
式
絶
韓
接
た
る
東
経
･
糎

誇
分
崇
法
で
は
小
-
と
も
わ
が
国
の
丁

五
倍
以
上
の
努
御
者
を
冥
す
る
O
上
海
･
溝
口
に
お
け
旦
高
水
準
は
こ
の
上
海
式
経
線
按

に
ょ
つ
て
･Jj,た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
O
こ
の
期
と
-
に
it
意
o



三
.
こ
の
期
を
考
慮
に
入
れ
ゝ
ぱ
'
支
那
に
お
け
る

一
釜

7
日
嘗
･L,
繰
頼
量
は
島
野
輝
の
五
〇
%
前
後
で
ゐ
-
'
上
原
重
棄
民
の
庚
東

に
関
す
る
規
定

『宛
然
明
暗
三
十
年
前
後
の
本
邦
製
耕
崇
を
想
娃

ぜ
し
め
る
感
が
あ
る
』
(雷
輪
業
組
合
中
央
骨
編
･前
掲
書
九
四
六

頁
)
が
全
支
の
器
械
製
瀬
柴
に
要
普
す
る
.
な
は
こ
の
規
定
は
民
国
二
O
I
二
丁
年
に
も
あ
て
は
ま
る
｡
嘗
年
に
お
け
る
上
海
の
一

室

F
ヶ
月
雷
,I

｢
生
産
能
力
｣
は
そ
れ
-ぐ

平
均
〇
二

八
三
〇
盟
､
〇
･
一
八
二
六
坦
で
あ
る

(D
.
K
.
L
ieu
;
ib
id
I.
P
.)09
.

T
ab
le
.10
)o

胤
養
荒
農
家

の
必
要
と
す
る
現
金
支
出
が
殆
ん
ど
土
群
生
窪
に
よ
っ
て
賄
は
れ
.
し
か
も
土
締
生
産
か
ら
追
放
さ
れ
た
｢
失
業
｣

人
口
を
収
容
す
べ
き
資
本
主
養

工
業
の
成
季

萱
展
を
許
さ
れ
な
い
支
郡
等
饗
前
の
支
部
樫
涛
機
構
の
も
と
で
は
､芽
質
農
家
は
自
家

努
働
の
極
度
に
低
い
扱
酬
を
求
め
て
土
牌
連
塵
に
執
着
す
る
｡

L
l･1

で
手
許
の
賛
料
社
公
表
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な

い
が
.
東
部
等
容

後

の
調
査
に
よ
れ
ば
f
土
綿
慣
柊
は
土
鴻
生
窪
聴

,Ll-3漣
か
に
割
つ
ir,
ゐ
右
が
.
し
か
も
満
腔
日
豪
労
働
の
報
酬
の
捜
さ
れ
た
僅
か
の

部
分
を
求
め
て
十
.瀬
ji1.握
が
張
懐
に
柁
緯
さ
れ
て
ゐ
詰
｡
鞘
嬰
鮒
(祥
紀
?JL6･7L.る
土
鞘
)
慣
格
は
厭
離
僻
格
の
i(
〇
%
部
篠
､
経
淋

(再

繰
土
産
)
債
柊
は
八

〇
%
前
後
を
動

い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
し
か
も
な
ほ
廠
林
に
封
抗
し
う
る
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
O

か
-
し
て
辞
横
と

｢低
労
銀
｣

と
の
補
強
さ
れ
た
卦
抗
関
係
､
詳
言
す
れ
ば
券
械
製
潔
菜
に
機
能
す
る

｢
民
族
賓
本
｣
の
前
期
性

=
貫
舛
性
に
糎
は
れ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
力
を
停
滞
せ
し
め
ら
れ
た
器
械
と
賓
李

王
義
工
業
の
成
長

･
蟹
展
の
可
能
性
を
奪
は
れ

て
土
糸
生
産
に
備
二
付
せ
ざ
る
を
得
な
い
養
荒
農
家
の

r
僚
労
銀
｣
と
の
封
抗
'
こ
の
封
抗
関
係
JJ
そ
支
那
製
林
業
を
し
て
券
械
製
緑

葉
と
蕎
慧
兵
家
の
別
業
的
繰
練
と
の
封
競
闘
係
を
克
服
せ
し
め
ざ
る
横
桟
で
あ
-
'
従
っ
て
ま
た
宜
統
元
年

(
明
治
四
二
年
)
land
.
f

S
ores
の
王
冠
を
日
本
に
護
る
に
至
ら
し
め
た
樵
損
で
あ
る
O

桶
張
さ
れ
た

一
般
的
命
題
の
貫
徹
1J
そ
'
支
部
農
林
業
停
滞
の
基
底

で
あ
る
｡

支
部
製
林
業
の
生
産
形
態

第
三
番

一
五
九

第

7
洗

Z
五
九


