
中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

は
じ
め
に
-

･･･-
-
-
-
-
･四
八
九
頁

1

機
械
製
綿
糸
普
及
の
三
段
階
･-
四
九
〇
頁

二

1
八
九
〇
年
代
の
意
味
･･････-
四
九

七
頁

は

じ

め

に

蘇

時

彦

三

1
九
二
〇
年
代
の
需
給
関
係
-
-
五

1
八
頁

む
す
び

-
I
-
-
-
-
･-
‥
-
-
五
三
三
頁

一
八
九
九
年
'
中
観
の
機
械
製
綿
糸
輸
入
高
は
'
空
前
絶
後
の
二
七
四
寓
五
千
槍
を
記
録
し
た
｡
普
時
で
四
億
人
前
後
と
み
ら
れ
る
中
図
の
膨
大

な
人
口
は
､

一
人
あ
た
り
で
は
い
か
に
徽
少
な
消
費
も
'
総
鮭
と
し
て
は
莫
大
な
消
費
量
に
か
え
て
し
ま
っ
た
｡
世
界
的
に
も
ま
れ
な
こ
の
輸
入
量

は
､
そ
の
量
感
に
ふ
さ
わ
し
い
影
響
を
'
中
国
の
在
来
絹
業
に
あ
た
え
た
｡

中
国
経
済
の
近
代
化
過
程
は
'
統
計
資
料
の
極
端
な
不
足
か
ら
'
そ
の
計
量
化
を
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
に
し
て
き
た
｡
綿
業
の
分
野
で
も
'
こ

の
情
況
に
さ
し
て
か
わ
り
は
な
い
が
､
ひ
と
り
機
械
製
綿
糸
だ
け
は
､
い
ち
ぶ
推
計
を
ま
じ
え
れ
ば
'
そ
の
総
供
給
高
と
構
成
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
｡
本
稿
は
'
中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程
を
'
で
き
う
る
か
ぎ
り
計
量
化
に
つ
と
め
な
が
ら
あ
と
づ
け
へ

そ
の
硯
鮎
か
ら
中
国
綿
業
の
近
代
化
過
程
の
一
端
を
か
い
ま
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程



東

方

撃

′

報

四
九
〇

1

機
械
製
綿
糸
普
及
の
三
段
階

一
九
四

〇
年
と
い
え
ば
'
な
お
日
中
戦
争
の
さ
な
か
で
は
あ
る
が
､
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
へ
と
り
わ
け

一
八
八

〇
年
代
牛
ば
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
機

械
製
綿
糸

(昔
時
は

｢洋
紗
｣
と
よ
ん
だ
)
の
大
規
模
な
流
入
か
ら
は
じ
ま
っ
た
中
国
在
来
綿
業
の
再
編
過
程
が
､
す
で
に

一
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
お

え
て
い
た
時
期
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
前
後
に
､
揚
子
江
の
上
流
と
下
流
で
'
前
者
は
中
図
人
の
手
で
'
後
者
は
日
本
人
の
手
で
'
詳
細
な
農
村
賓
態
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡

第

1
表
は
重
慶
の
近
郊
と
思
わ
れ
る
巴
鯨
興
隆
郷
に
お
け
る
'
農
家
の
戸
主
の
着
衣
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
｡

a
の
方
は
'
労
働
着
つ
ま
り
野
良
着

に
つ
い
て
t
b
の
方
は
'
晴
れ
着
に
つ
い
て
'
そ
れ
ぞ
れ
素
材
の
割
合
を
示
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
表
で
は
､
山
間
部
と
平
地
部
に
わ
け

た
う
え
で
､
大
農
'
中
農
'
小
農
の
階
層
別
に
つ
い
て
も
項
目
を
設
け
て
い
る
｡
細
部
に
わ
た
る
分
析
は
と
も
か
-
と
し
て
'
こ
こ
で
は
t
.野
良
着

と
晴
れ
着
の
相
違
に
だ
け
注
目
し
て
お
き
た
い
｡
野
良
着
で
は
'
大
農
暦
に

一
〇
パ
ー
セ
ソ
ー
を
こ
す

｢洋
布
｣

(機
械
製
綿
布
)
の
使
用
例
が
み

ら
れ
る
も
の
の
､
や
は
り

｢
土
布
｣

(手
織
綿
布
)
の
割
合
が
歴
倒
的
で
'
綿
布

(土
布
+
洋
布
)
だ
け
の
割
合
で
い
う
と
'
九

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

こ
え
る
こ
と
に
な
る
｡

｢
諦
｣

(捕
)
と

｢
皮
｣
は
問
題
外
と
し
て
､

｢草
｣
は
蓑
笠
や
草
杜
の
素
材
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
が
晴
れ
着
に
な
る
と
'
大

農
層
ほ
ど
洋
布
の
割
合
が
た
か
-
､
八

〇
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
に
達
す
る
｡
中
農
や
小
農
で
は
'
洋
布
の
割
合
が
五

〇
パ
ー
セ
ソ
ト
ち
か
-
ま
で
低
下

す
る
が
'
そ
の
分
わ
ず
か
な
が
ら
絹
の
割
合
が
ふ
え
て
い
る
の
は
'
お
も
し
ろ
い
現
象
で
あ
る
｡

こ
の
調
査
で
遺
憾
な
鮎
は
'
土
布
の
素
材
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
昔
時
で
も
な
お
'
土
布
の
原
糸
と
し
て

一
部

に
は

｢
土

紗
｣

(手
紡
糸
)
が
ね
づ
よ
-
の
こ
っ
て
お
り
'

｢
洋
紗
｣

(機
械
製
綿
糸
)
を
と
り
い
れ
た
土
布
と
は
､
若
干
性
質
を
異
に
し
て
い
た
の
で
'
で

き
れ
ば
区
別
す
る
必
要
が
あ
る

(本
稿
で
は
前
者
を
蕃
土
布
'
後
者
を
新
土
布
と
し
て
区
別
す
る
)
｡

と
も
あ
れ
へ
土
布
は
野
良
着
の
八

〇
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
'
晴
れ
着
の
三

〇
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
の
生
地
と
し
て
消
費
さ
れ
､
洋
布
は
野
良
着
の
1
0
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
､
晴
れ
着
の
六

〇
パ
ー
セ
ソ



第 1表 四川省巴麻興隆卿における農家戸主の着衣の素材 (%)

a.労 働 着
中
国
近
代
に
お
け
る
枚
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

出典)貿健 ｢四川巴麻興隆郷農場大小輿農家生活程度調査｣- 『四川経済季チU』第 2巻第3期 (民国

34年7月1日)274-275貫｡

備考)合計で100.00%にならない部分がいくつかあるほか,矛盾する個所もみ うけられるが,補正の

しょうがないので原表のままにしておく｡



東

方

畢

報

四
九
二

卜
以
上
の
生
地
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
の
数
値
は
､
土
布
が
野
良
着
の
生
地
に
適
し
'
洋
布
が
金
銭
的
な
飴
裕
が
あ
れ
ば
晴
れ
着
の
生
地
に
の
ぞ

ま
し
い
綿
布
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
提
示
し
な
か
っ
た
別
の
調
査
表
に
よ
れ
ば
'
全
鮭
で
戸
主

一
人
普
り
'
野
良
着
は

上
着
'
四

･
五
着
'
ズ
ボ
ン
'
二

･
六
本
と
お
お
-
､
晴
れ
着
は
､
上
着
'

一
･
四
着
､
ズ
ボ
ン
'
〇
･
五
本
と
す
-
な
い
と
い
う
数
字
が
あ
る
か

ら
'
野
良
着
と
晴
れ
着
を
あ
わ
せ
れ
ば
'
大
雑
把
な
と
こ
ろ
土
布
四
に
対
し
て
洋
布

一
ぐ
ら
い
の
割
合
で
消
費
さ
れ
て
い
た
計
算
に
な
る
｡

四
川
省
巴
鯨
興
隆
郷
の
調
査
で
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
土
布
の
原
料
綿
糸
の
区
別
に
つ
い
て
は
'
揚
子
江
を
二
千
五
百
キ
ロ
ほ
ど
-
だ

っ
た
江
蘇
省
南
通
称
金
沙
地
区
頭
絶
廟
で
の
農
村
調
査
(交
戦
地
区
で
の
軍
険
の
護
衛
つ
き
の
調
査
で
あ

っ
た
鮎
は
わ
き
ま
え
て
お
-
必
要
が
あ
る
)

が
､

1
つ
の
手
が
か
り
を
の
こ
し
て
い
る
.
南
通
解
と
い
え
ば
､

一
九
二
〇
年
代
に
営
口
を
菌
口
と
す
る
東
北
地
方

へ
の
土
布
供
給
を
ほ
と
ん
ど

l

手
に
ひ
き
う
け
て
い
た
地
方
で
あ
る
｡
大
生
砂
廠
の
提
供
す
る
機
械
製
綿
糸
を
原
糸
と
し
て
手
織
さ
れ
た
南
通
土
布
は
'
新
土
布
の
代
表
的
な
例
と

い
え
る
｡

一
九
三

1
年
の

｢
満
洲
｣
事
襲
以
後
'
日
本
の
侵
客
で
東
北
の
市
場
を
-
し
な
っ
た
南
通
土
布
は
急
速
に
衰
退
す
る
が
'

一
九
四

〇
年
頃

に
も
な
お
'
縮
少
し
な
が
ら
も
土
布
の
商
品
生
産
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

第
二
表
は
'
そ
の
南
通
の
と
あ
る
村
に
お
け
る
農
村
綿
業
の
状
況
を
つ
た
え
て
い
る
｡
全
戸
数
九
四
戸
'
人
口
三
九
八
人
の
こ
の
村
で
'
織
布
に

従
事
す
る
家
四
五
戸
､
紡
糸
に
徒
事
す
る
家
四
二
戸

(内
'
三

一
戸
は
紡
織
兼
業
)
と
'
そ
れ
ぞ
れ
全
戸
数
の
牛
教
ち
か
-
に
な
る
｡
紡
糸
に
だ
け

徒
事
し
て
い
る
家
が
極
貧
農
暦
に
お
お
い
こ
と
'
地
主
暦
で
は
紡
織
に
徒
事
す
る
家
が

一
戸
も
な
い
こ
と
な
ど
は
､
農
村
綿
業
が
貧
農
'
極
貧
農
に

と
っ
て
は
不
可
敏
の
農
業
外
収
入
の
機
合
で
あ
り
'
紡
糸
は
利
益
は
す
-
な
-
と
も
資
金
の
回
韓
が
は
や
い
ゆ
え
に
､
よ
り
貧
し
い
階
層
に
適
し
て

い
た
と
い
っ
た
い
-
つ
か
の
想
像
を
可
能
に
す
る
｡

と
は
い
え
'
こ
の
裏
で
も
っ
と
も
注
目
し
た
い
の
は
'
原
料
の
項
目
で
あ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
'
練
絹
は
紡
糸
の
原
料
で
あ
る
｡
こ
の
繰
綿
か

ら
手
紡
さ
れ
た
土
糸
と
'
次
の
項
目
の
購
入
綿
糸
と
が
'
こ
ん
ど
は
織
布
の
原
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
練
絹
の
項
目
で
は
'
貧
農
暦
に
い
-
ほ
ど

購
入
分
が
ふ
え
､
紡
糸
を
専
門
に
し
て
い
る
農
業
外
の
一
戸
で
は
'
す
べ
て
購
入
し
て
い
る
｡
原
資
料
の

『江
蘇
省
南
通
解
農
村
賓
態

調
査

報
告

書
』
に
ょ
る
と
'
紡
糸
に
従
事
す
る
家
の
う
ち
'

二

l戸

(紡
織
兼
業

1
戸
へ
紡
糸
専
業

二

戸
)
は
'
も
っ
ぱ
ら
販
頁
用
に
生
産
し
'
自
給
綾
錦



第 2表 1939年江蘇省南通鯨金沙鏡地区頭維廟における農家紡織状況

中
閥
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

出典)井内弘丈 『満鉄南通農村賓態調査参加報告』東亜研究所 資料丙第227競D 昭和16年 9月

48京より作成｡

備考)一部,原資料の (満城)上海事務所調査室編村上捨巳等 『江蘇省南通解農村箕態調査報告書』

漸織調査研究資料第38編 昭和16年3月で補正した｡



東

方

撃

報

四
九
四

一
〇
八
斤
'
購
入
繰
綿
の
全
量
二
四

1
斤
'
計
三
四
九
斤
か
ら
つ
む
い
だ
同
量
の
土
糸
を
､
す
べ
て
金
沙
鏡
の

｢紗
荘
｣

(綿
糸
南
)
へ
持
参
し
て
'

総
額
三
二

二

五
元
で
膏
却
し
た
と
い
う
｡
し
た
が
っ
て
へ
頭
絶
廟
で
生
産
さ
れ
た
土
糸
の
う
ち
'
地
元
で
の
織
布
の
原
糸
に
直
接
ま
わ
っ
た
の
は
'

紡
織
兼
業
の
三
〇
戸
が
'
自
給
練
絹
の
残
り
五
三
六
斤
か
ら
つ
む
い
だ
同
量
の
土
糸
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

購
入
綿
糸
二
へ
四

一
八
斤
は
す
べ
て
'
織
戸
が
金
沙
鏡
で
土
布
を
膏
却
し
た
折
に
'
そ
の
宮
上
代
金
の
大
部
分
を
割
い
て
､
紗
荘
か
ら
購
入
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
｡
購
入
綿
糸
の
内
諾
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
の
で
'
推
計
に
よ
る
は
か
な
い
｡
原
資
料
に
は
､
購
入
綿
糸
の
代
金
総
額
へ
四
㌧

七
三
四
元
が
計
上
さ
れ
て
い
る
ほ
か
'
こ
の
年
十
月
の
金
沙
鏡
で
の
物
債
と
し
て
'

｢本
紗
｣

(土
糸
)

一
市
斤
､

l
･
二
元

'

｢洋
紗
｣

1
包
､

十
六
元
が
記
録
さ
れ
て
い
る
｡

1
市
斤

-
〇
･
八
五
斤
､

一
包
=
七

･
八
七
五
斤
で
一
斤
普
-
に
換
算
す
る
と
､
土
糸
は

一
･
四

1
元
､
機
械
製
綿

糸
は
二
･
〇
三
元
に
な
る
｡
両
者
の
1
斤
曹
り
償
格
'
購
入
総
量
へ
総
額
を
も
と
に
購
入
綿
糸
中
の
両
者
の
数
量
を
推
計
す
る
と
'
機
械
製
綿
糸
=

二
'
一
三
七
斤
'
土
糸
-

二
八

1
斤
と
い
う
解
が
え
ら
れ
る
｡
こ
の
購
入
土
糸
の
推
計
量
は
'
頭
纏
廟
の
紡
糸
戸
が
金
沙
鏡
の
紗
在
に
頁
却
し
た
土

糸
の
線
量
三
四
九
斤
よ
り
'
や
や
少
な
い
数
値
で
あ
る
｡
頭
総
廟
に
お
け
る
土
糸
の
需
給
関
係
は
'
金
沙
鋲
の
紗
荘
を
中
核
と
す
る
市
場
圏
の
一
部

に
-
み
い
れ
ら
れ
な
が
ら
'
や
や
出
超
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
勘
定
に
な
る
｡

こ
の
推
計
を
も
と
に
す
れ
ば
､
頭
絶
廟
の
織
布
は
'
機
械
製
綿
糸
二
'

一
三
七
斤
'
土
糸
八

一
七
斤
'
計
二
､
九
五
四
斤
を
原
糸
と
し
､
機
械
製

綿
糸
七
二
･
三
パ
ー
セ
ン
ト
'
土
糸
二
七

･
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
使
用
し
て
い
た
こ
iJ
に
な
る
｡
こ
れ
だ
け
の
原
糸
か
ら
'

｢日
中
布
｣
三
㌧

〇
五
五
匹
'

｢自
大
布
｣
二
〇
四
匹
､

｢藍
布
｣

1
二
四
匹
'
計
三
､
三
八
111匹
が
織
り
あ
げ
ら
れ
た
が
､
自
家
消
費
さ
れ
た
の
は
'
わ
ず
か

1
四

匹
に
す
ぎ
ず
､
三
､
三
六
九
匹
が
総
額
七
､
二
〇
二
元
で
膏
却
さ
れ
へ
商
品
化
率
は
薫
に
九
九

･
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
連
し
た
と
い
う
｡
生
産
の
大
部

分
を
し
め
る
日
中
布
は
'

一
匹
嘗
り
幅

〇
･
八
尺
､
長
さ
二
四
尺
'
重
さ

一
斤
ほ
ど
の
土
布
で
'
経
糸
'
練
糸
と
も
十
二
番
手
前
後
の
大
系
を
使
用

し
た
｡
昔
時
は
す
で
に
へ
経
に
機
械
製
綿
糸
へ
緑
に
土
糸
'
あ
る
い
は
経
緯
と
も
磯
械
製
綿
糸
を
も
ち
い
る
新
土
布
が
庚
-
普
及
し
て
い
た
が
へ
経

緯
と
も
土
糸
の
蕃
土
布
も
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
い
ま
は
新
土
布
を
磯
械
製
綿
糸
の
み
の
土
布
に
単
純
化
し
て
'
原
糸
の
割
合
を
反
映
す

(-
)

る
だ
け
の
区
分
に
と
ど
め
る
な
ら
ば
'
頭
絃
廟
の
織
布
生
産
に
は
'
な
お
三
割
ち
か
-
の
蕃
土
布
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡



一
九
四

〇
年
前
後
の
時
鮎
に
お
い
て
'
揚
子
江
上
流
､
四
川
の
一
農
村
で
の
事
例
は
､
農
民
の
綿
布
消
費
の
割
合
が
土
布
四
､
洋
布

一
で
'
し
か

も
洋
布
は
お
も
に
晴
れ
着
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
た
え
'
揚
子
江
下
流
'
江
蘇
の
一
農
村
の
事
例
は
'
土
布
生
産
の
原
糸
の
割
合
が

一
つ
の
推
計
で
は

機
械
製
綿
糸
七
'
土
糸
三
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
｡
こ
の
二
つ
の
事
例
は
限
ら
れ
た
地
域
で
の
､､､
ク
ロ
の
情
況
に
す
ぎ
な
い
が
'
中

国
在
来
綿
業
の
近
代
に
お
け
る
展
開
と
い
う
マ
ク
ロ
の
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
も
'
ま
っ
た
-
無
意
味
な

一
極
小
部
分
と
は
思
え
な
い
｡

こ
れ
を
て
が
か
り
に
､
工
業
製
品
が
流
入
す
る
以
前
の
俸
統
的
な
農
村
綿
業
と
の
比
較
を
こ
こ
ろ
み
れ
ば
'
機
械
製
綿
布
の
消
費
が
五
分
の
一
を

し
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
四
川
の
事
例
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
土
布
の
原
糸
と
し
て
機
械
製
綿
糸
が
七
割
以
上
を
し
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
江

蘇
の
事
例
の
方
が
t
よ
り
大
き
な
意
味
あ
い
を
も
つ
の
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
四
川
の
農
民
に
と
っ
て
'
洋
布
の
流
入
は
お
も
に
は

晴
れ
着
と
い
う
非
日
常
的
な
領
域
に
お
け
る
轡
化
を
も
た
ら
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
'
江
蘇
の
農
民
に
と
っ
て
'
機
械
製
綿
糸
の
普
及
は
'
紡

糸
工
程
を
解
消
し
つ
つ
'
在
来
綿
業
の
生
産
シ
ス
テ
ム
全
鰻
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
で
'
日
常
の
生
活
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
襲
化
を
も
た
ら
し

た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

一
九
四
〇
年
前
後
の
二
つ
の
ミ
ク
ロ
の
事
例
を
'
中
国
在
来
綿
業
再
編
過
程
の
l
つ
の
到
達
鮎
と
し
て
念
頭
に
お
き
つ
つ
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過

程
に
考
察
を
す
す
め
て
い
き
た
い
｡
ま
ず
'
そ
の
普
及
過
程
の
大
雑
把
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
た
め
､
中
国
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
総
供
給
高
を

グ
ラ
フ
に
あ
ら
わ
し
て
み
る
｡
第

1
固

-
a
は
'
イ
ン
ド
綿
糸
の
流
入
が
本
格
化
し
た

一
八
七
〇
年
代
末
か
ら
､
中
国
国
内
で
の
民
族
紡
の
成
長
と

｢在
華
紡
｣
の
進
出
が

l
段
落
す
る
ま
で
'
換
言
す
れ
ば
､
中
国
園
内
で
の
磯
械
製
綿
糸
の
生
産
が

一
つ
の
ピ
ー
ク
に
連
し
た

一
九
二
〇
年
代
末
ま

で
､
牛
世
紀
に
わ
た
っ
て
'
各
十
年
代
の
最
後
の
年
に
つ
い
て
'
中
国
市
場
に
供
給
さ
れ
た
磯
械
製
綿
糸
の
総
量
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡
横
線
の
部

分
が
外
国
か
ら
の
輸
入
分
で
あ
る
｡

一
九

一
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
は
'
中
国
か
ら
の
機
械
製
綿
糸
の
輸
出
が
は
じ
ま
る
の
で
へ
そ
の

分
は
差
し
ひ
い
て
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
正
確
に
は
'
輸
入
超
過
分
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
事
案
､

一
九
二
九
年
に
は
､
輸
入
分
は
マ
イ
ナ
ス
に
梅

じ
て
い
る
｡
縦
線
の
部
分
は
､
国
産
分
で
あ
る
｡

一
八
九

〇
年
に
お
け
る
上
海
機
器
織
布
局

(三
寓
五
千
錘
)
の
操
業
開
始
以
後
'
国
産
分
が
計
上

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
閥
産
分
は

一
九

1
0
年
代
ま
で
ほ
､
そ
の
年
の
操
業
銀
教
に

一
･
九
港
を
か
け
て
わ
り
だ
し
た
推
計
値
で
'
二
〇
年
代
の
み

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

四
九
五



第 1囲-a 横械製綿糸の館供給高 (10年単位) 第 1固-b 機械製綿糸の総供給高 (1年単位)
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四
九
六

統
計
数
字
を
基
礎
に
し
て
い
る
｡
わ
ざ
わ
ざ
九
の
年
を
選
ん

だ
の
は
'

一
八
九
九
年
を
は
じ
め
焦
鮎
と
な
る
年
が
多
い
か

ら
で
あ
る
が
'
念
の
た
め
､
各

年度
の
数
値
を
グ
ラ
フ
化
し

た
第

一
固

!
b
も
そ
え
て
お
-
｡

第

一
囲

-
aを
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
'
い
ま
か
り
に
中
国

に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程
に
一
つ
の
時
期
区
分
を

設
定
す
る
と
す
れ
ば
'

一
八
八
九
年
か
ら

一
八
九
九
年
ま
で

を
第

1
次
急
増
期
'

一
八
九
九
年
か
ら

1
九

l
九
年
ま
で
を

停
滞
期
'
そ
し
て

一
九

1
九
年
以
降

一
九
二
九
年
ま
で
を
第

二
次
急
増
期
と
区
分
す
る
の
が
妥
普
で
あ
ろ
う
｡
第

一
次
急

増
期
は
t
は
ど
な
-
中
国
綿
糸
'
さ
ら
に
日
本
綿
糸
の
参
入

も
み
る
も
の
の
'
お
も
に
は
イ
ン
ド
綿
糸
が
き
り
ひ
ら
い
た

普
及
過
程
で
あ
る
｡

一
八
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
'
着
責
と

は
い
え
'
い
ま
だ
緩
慢
な
上
昇
傾
向
を
し
め
し
て
い
た
に
す

ぎ
な
い
総
供
給
高
が
'

一
八
九

〇
年
に
百
寓
槍
の
大
童
に
の

っ
て
か
ら
は
'
揚
子
江
流
域
で
の
激
増
を
て
こ
に
急
上
昇
に

韓
じ
'

一
八
九
九
年
に
は
輸
入
分
二
七
四
寓
五
千
捨

(内
'

イ
ン
ド
綿
糸

l
九

〇
寓
六
千
捨
'
日
本
綿
糸
七
八
寓
捨
)'

国
産
分
九
六
寓
九
千
蜂
と
､
い
ず
れ
も
史
上
最
高
を
記
録
し
'



｢
2
)

普
然
の
こ
と
な
が
ら
総
計
も
l二
七

一
寓
四
千
接
と
空
前
の
ピ
ー
ク
を
き
ざ
ん

だ

｡

そ
れ
が
二
十
世
紀
に
は
い
る
と
'
総
供
給
高
は
第

一
次
世
界
大
戦
期
の
微
増
を
除
い
て
二
十
年
ち
か
-
に
わ
た
っ
て
'
四
百
寓
鱈
の
あ
た
り
に
は

り
つ
い
た
ま
ま
'
ほ
と
ん
ど
動
き
を
と
め
て
し
ま
う
｡

1
八
九
九
年
か
ら

一
九

1
九
年
ま
で
を
停
滞
期
と
し
た
所
以
で
あ
る
｡

1
八
九

〇
年
代
に
お

い
て
'
あ
れ
ほ
ど
急
上
昇
を
み
せ
た
総
供
給
高
が
'
な
ぜ
二
十
世
紀
に
は
い
る
と
t
か
-
も

一
輪
し
て
'
し
か
も
か
-
も
長
期
に
わ
た
っ
て
停
滞
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
｡
こ
れ
を
第

一
の
設
問
と
し
よ
う
｡

二
十
年
間
に
わ
た
っ
て
停
滞
し
た
総
供
給
高
は
'

一
九
二
〇
年
代
に
は
い
る
と
'
い
わ
ゆ
る
民
族
工
業
の
黄
金
時
期
に
急
増
し
た
中
国
紡
績
業
の

生
産
力
を
背
景
に
'
ふ
た
た
び
急
上
昇
に
韓
じ
'
二
九
年
に
は
七
百
寓
蜂
に
ち
か
づ
き
'

一
〇
年
代
に
比
べ
三
百
寓
捨
以
上
'
増
加
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
第
二
次
急
増
期
に
は
'

｢在
華
紡
｣
の
進
出
に
と
も
な
う
民
族
紡
と
の
摩
擦
と
い
っ
た
矛
盾
を
か
か
え
な
が
ら
も
､
資
本
の
国
籍
を
と
わ
な
け

れ
ば
'
中
開
園
内
で
生
産
さ
れ
る
機
械
製
綿
糸
は
t

l
九
二
七
年
に

1
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
自
給
率
を
マ
ー
ク
す
る
に
い
た
っ
た
｡
二
十
世
紀
に
は

い
っ
た
の
ち
'
な
が
-
四
百
寓
接
の
あ
た
り
で
頭
う
ち
に
あ
っ
た
総
供
給
高
が
､
二
〇
年
代
に
は
い
る
や
'
な
ぜ

一
撃
に
ふ
た
た
び
三
百
寓
捨
も
の

激
増
を
達
成
し
え
た
の
か
｡
中
国
市
場
の
い
っ
た
い
い
か
な
る
構
造
的
挙
党
が
'
こ
の
爆
葦
的
な
総
供
給
高
の
増
加
を
可
能
に
L
t
ま
た
そ
れ
を
吸

収
す
る
需
要
の
急
増
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
が
第
二
の
設
問
で
あ
る
｡
以
下
の
各
章
を
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
の
考
察
に
あ
て
る
｡

二

一
八
九
〇
年
代
の
意
味

第

1
次
急
増
期
の
主
役
は
､
イ
ン
ド
か
ら
流
入
し
た
機
械
製
綿
糸
で
あ
る
｡
す
で
に
小
山
正
明
氏
の
詳
細
な
成
果
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
-

に
'
十
～
二
十
番
手
の
太
糸
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
イ
ン
ド
綿
糸
は
'
在
来
の
農
村
絹
業
に
お
け
る
土
糸

(手
紡
糸
)
に
代
替
す
る
商
品
と
し
て
'
中

国
の
農
村
市
場
に
浸
透
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
｡
イ
ン
ド
綿
糸
は
'
中
開
の
織
布
に
た
ず
さ
わ
る
農
民
が
長
年
に
わ
た
っ
て
な
れ
し
た
し
ん
で
き
た

土
糸
の
長
所
を
あ
わ
せ
も
ち
な
が
ら
へ
し
か
も
機
械
製
に
特
有
の
撚
り
の
つ
よ
さ
か
ら
､
糸
ざ
れ
L
に
-
い
鮎
で
経
糸
と
し
て
理
想
的
な
こ
と
へ
そ

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

四
九
七
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第3表 漢ロから湖南省各地への輸入綿糸再移出高 (単位-捨)
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し
て
な
に
よ
り
も
'
棉
花
と
さ
し
て
か
あ
り
な
い
ほ
ど
に
廉
債
で
紡
糸
の
手
間

(在
来
綿
業
に
お
け
る
生
産
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
)
を
は
ぶ
け
る
こ
と

な
ど
を
お
も
な
武
器
に
'
ま
ず
イ
ン
ド
綿
花
の
代
替
品
と
し
て
華
南
に
'
つ
い
で
強
靭
な
経
糸
を
要
求
し
た
華
北
へ
'
そ
し
て
最
後
に
在
来
綿
業
の

(3
)

中
心
部
で
あ
っ
た
華
中

へ
と
'
概
し
て
い
え
ば
非
棉
作
匠
か
ら
棉
作
匠
へ
の
順
序
で
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

全
図
的
な
規
模
で
小
山
氏
が
あ
き
ら
か
に
し
た
か
か
る
普
及
の
過
程
は
'
省
レ
ベ
ル
の
規
模
で
も
追
認
で
き
る
｡
第
三
表
は
'
輸
入
綿
糸
の
流
入

し
は
じ
め
た

一
八
七
五
年
か
ら
九
五
年
ま
で
､
漠
口
か
ら
再
移
出
さ
れ
た
湖
南
の
地
方
別
綿
糸
輸
入
高
で
あ
る
｡
湖
南
唯

一
の
棉
作
匠
で
あ
る
洞
庭

湖
周
連
の
常
徳
､
壇
州
､
岳
州
が
容
易
に
輸
入
綿
糸
の
流
入
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
の
に
反
し
'
非
棉
作
区
で
あ
る
南
部
山
間
地
の
永
州
､
賓
慶
'
衡

州
な
ど
に
輸
入
綿
糸
の
急
速
な
普
及
が
確
認
で
き
る
｡
最
大
の
棉
産
地
で
あ
っ
た
常
徳
で
は
'

一
九

〇
〇
年
前
後
で
も
､
年
間
二
〇
〇
寓
雨
に
も
お

(4)

よ
ぶ
綿
糸
取
引
額
の
中
'
機
械
製
綿
糸
が
し
め
る
割
合
は
四
割
前
後
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

｡

棉
作
匠
で
は
'
機
械
製
綿
糸
の
普
及
が

非
棉
作
区
に
比
べ
'

一
サ
イ
ク
ル
お
-
れ
る
の
は
た
し
か
な
よ
う
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
'
第

一
次
急
増
期
を
'
機
械
製
綿
糸
が
在
来
綿
業
の
土
糸
に
と
っ
て
か
わ
る
過
程
と
み
な
す
こ
と
に
'
さ
し
て
難
鮎
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
の
問
題
は
へ
そ
の
代
替
化
過
程
が

一
八
九

〇
年
代
に
は
非
常
に
急
速
な
進
展
を
み
せ
な
が
ら
へ
二
十
世
紀
に
は
い
る
と

一
輪
し
て
頓
挫
し
て

し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡

こ
の
問
題
に
封
し
て
は
'
こ
れ
ま
で
わ
ず
か
に
厳
中
平
氏
が
'
お
も
に
輸
入
綿
糸
の
銀
建
て
慣
格
と
い
う
鋭
角
か
ら
外
延
的
な
解
明
を
こ
こ
ろ
み

た
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
o
そ
れ
に
よ
れ
ば

一
八
七
三
年
か
ら
二
二
年
間
に
わ
た
る
世
界
的
な
不
況
期
に
'
資
本
主
義
諸
国
の
工
業
製
品
は
大
幅

な
慣
格
の
下
落
を
み
た
｡
も
っ
と
も
中
国
は
外
国
貿
易
で
は
銀
本
位
を
と
っ
て
お
り
'
こ
の
時
期
に
ち
ょ
う
ど
長
期
的
な
銀
安
傾
向
が
か
さ
な
っ
た

た
め
'
金
本
位
の
欧
米
資
本
主
義
諸
国
か
ら
の
輸
入
品
は
､
金
建
て
債
格
で
の
下
落
も
銀
安
で
相
殺
さ
れ

(
l
海
関
雨
は

一
八
七
三
年
の
六
シ
リ
ン

グ
五
ペ
ン
ス
か
ら

一
八
九
七
年
の
二
シ
リ
ン
グ
十

一
ペ
ン
ス
四
分
の
一二
ま
で
､
牛
分
以
下
に
ま
で
長
期
的
な
下
落
を
つ
づ
け
た
)､

銀
建
て
慣
格
は

さ
ほ
ど
下
ら
な
か
っ
た
｡
た
だ
イ
ン
ド
だ
け
は
'

一
八
九
九
年
ま
で
中
国
と
同
じ
銀
本
位
制
を
と
っ
て
い
た
の
で
'
銀
安
に
よ
る
相
殺
教
果
は
な
-
'

イ
ン
ド
綿
糸
は
大
幅
な
贋
格
の
低
下
を
賓
現
し
え
た
｡
本
来
的
な
コ
ス
ト
の
低
さ
に
か
て
て
-
わ
え
て
､
こ
の
よ
う
な
為
替
の
恩
恵
を
う
け
な
が
ら
'

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

四
九
九



第2囲 散人綿糸の軍備と輸入高
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五
〇
〇

イ
ン
ド
綿
糸
は
'
中
国
向
輸

出

の
急
増
を
は
た
し
た

と

い

(5
)

-
の
で
あ
る
｡

た
し
か
に
'
輸
入
綿
糸
の

捨
普
り
債
格

(銀
建
て
)
と

機
械
製
綿
糸
の
輸
入
高
を
示

し
た
第
二
園
を
み
る
と
'
厳

中
平
氏
の
分
析
が
妥
曹
性
を

も
つ
部
分
も
あ
る
｡
輸
入
綿

糸
の
捨
普
り
債
格
は
､

一
八

七
五
年
の
三
〇
両
あ
ま
り
か

ら
'
二
度
の
小
さ
な
ゆ
り
も

ど
し
ほ
あ
る
も
の
の
'
二
十

年
ち
か
-
に
わ
た
っ
て
低
下

し
っ
づ
け
'

一
八
九
二
年
に

は

1
七
両
易
と
ほ
と
ん
ど
年
分
に
ま
で
下

っ
た
｡
こ
の
間
'
輸
入
高
は
七
五
年
の
九
寓
捨
あ
ま
り
か
ら

二
二
〇
高
揚
あ
ま
り
へ
と

1
四
倍
に
ふ
-
れ

あ
が
っ
て
い
る
｡
そ
の
道
に
'

1
九

1
六
年
か
ら
は
第

一
次
世
界
大
戦
の
あ
お
り
を
う
け
て
'
輸
入
綿
糸
の
捧
普
り
債
格
は

一
五
年
の
二
五
両
弱
か

ら
二
〇
年
の
五
九
両
あ
ま
り
へ
と
二
倍
以
上
に
高
騰
し
た
｡
こ
の
間
'
輸
入
高
は

一
五
年
の
二
六
八
寓
六
千
櫓
か
ら
二
〇
年
の

二
二
二
寓
五
千
捨

へ

と
牛
滅
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
二
つ
の
時
期
に
つ
い
て
は
'
輸
入
綿
糸
債
格
と
輸
入
高
が
完
全
な
反
比
例
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
'
き
わ
め
て
鮮



明
に
み
て
と
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
へ
普
面
の
課
題
で
あ
る

一
八
九

〇
年
代
に
お
け
る
急
増
と
､
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
の
停
滞
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
と
な
る
と
'
厳

中
平
氏
の
観
鮎
は
説
得
力
を
も
た
な
い
｡
第
二
園
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
､

l
八
九
二
年
に
底
を
う
っ
た
輸
入
綿
糸
の
銀
建
て
債
格
は
反
騰
に
韓

じ
､

一
九

〇
〇
年
前
後
に
や
や
反
落
を
み
せ
る
も
の
の
､

l
九

〇
四
､
〇
五
年
ま
で
績
騰
し
'
二
六
両
弱
と
い
う

l
八
七
五
年
以
来
三
十
年
ぶ
り
の

高
値
を
記
録
す
る
｡
こ
の
十
五
年
ち
か
く
に
わ
た
る
高
騰
期
は
'
ち
ょ
う
ど
輸
入
高
の
虞
の
激
増
期
に
か
さ
な
る
.
銀
建
て
債
格
の
推
移
を
よ
り
ど

こ
ろ
と
す
る
か
ぎ
り
'

一
八
九

〇
年
代
の
急
増
は
'
き
わ
め
て
不
可
解
な
現
象
に
う
つ
る
｡

な
ぜ
ほ
か
な
ら
ぬ

1
八
九

〇
年
代
に
'
輸
入
綿
糸
の
急
増
と
い
う
現
象
が
出
来
し
た
か
'
し
か
も
そ
れ
が
揚
子
江
中
'
上
流
域
に
顕
著
な
の
は
な

ぜ
か
と
い
っ
た
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
'
先
学
の
成
果
を
前
提
と
し
な
が
ら
へ
さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
新
た
な
鋭
鮎
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
'
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
､
輸
入
綿
糸
が
上
海
か
ら
輸
入
さ
れ
最
終
消
費
者
で
あ
る
奥
地
の
農
民
の
手
に
わ
た
る
ま
で

の
'
流
通
経
路
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
-
｡
な
る
べ
-
具
鰭
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
え
ら
れ
る
よ
う
'
最
終
消
費
地
を
湖
北
省
の
沙
市
に
設
定
し
た

一
例
を
示
す
｡
沙
市
は
輸
入
綿
糸
が
流
入
す
る
ま
で
は
四
川
へ
の
土
布
'
棉
花
を

一
手
に
供
給
す
る
在
来
絹
業
の
一
大
集
散
地
で
あ
っ
た
｡

第
三
園
の
よ
う
に
'
洋
行

(外
国
商
社
)
の
手
で
上
海
に
輸
入
さ
れ
た
外
国
綿
糸
は
､
｢掘
客
｣
と
よ
ば
れ
る
仲
買
人
の
仲
介
を
へ
て
､
｢客
習
｣

に
棄
却
さ
れ
る
｡

｢客
習
｣
と
は
地
方
の

｢
疋
頭
舗
｣

(綿
製
品
卸
頁
商
)
が
上
海
に
駐
在
さ
せ
る
出
張
員
で
'
本
店
が
地
元
の
景
気
動
向
に
麿
じ

て
だ
す
指
示
に
し
た
が
っ
て
'
外
囲
綿
製
品
の
買
付
を
す
る
人
物
で
あ
る
｡
上
海
市
場
で
は
'
こ
の
客
常
の
動
向
が
輸
入
綿
製
品
の
相
場
を
大
き
-

左
右
す
る
と
い
わ
れ
た
｡
か
れ
ら
の
買
注
文
は
'
た
い
て
い
奥
地
の
賓
需
を
反
映
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

客
常
の
買
付
活
動
は
､

｢行
桟
｣
と
よ
ば
れ
る
商
人
宿
を
舞
童
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
行
桟
は
た
ん
な
る
宿
泊
施
設
で
は
な
-
'
た
と
え
ば
四
川
か

ら
き
た
客
常
は
t
か
な
ら
ず
四
川
人
の
経
督
す
る
行
桟
に
あ
っ
ま
っ
て
-
る
と
い
う
よ
う
に
'
つ
よ
い
同
郷
意
識
で
む
す
ば
れ
て
お
り
'
買
付
の
た

め
の
撮
客
の
紹
介
か
ら
'
商
品
船
積
み
の
た
め
の

｢報
閲
行
｣
の
斡
旋
ま
で
'
上
海
で
の
取
引
に
金
融
面
を
も
ふ
-
め
'
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
ほ
か
っ

て
-
れ
る
｡
こ
う
し
て
買
付
け
ら
れ
た
輸
入
綿
糸
は
船
で
漠
ロ
に
お
-
ら
れ
る
｡
漠
ロ
の
疋
頭
舗
は
､
漠
口
周
遠
は
い
う
ま
で
も
な
-
､
上
海
と
直

中
園
近
代
に
お
け
る
枚
概
製
綿
糸
の
普
及
過
程

五
〇
一
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五
〇
二

接
の
取
引
が
で
き
な
い
地
方
都
市
の
疋
頭
舗
に
こ

れ
を
卸
要
り
す
る
｡
こ
こ
で
い
え
ば
'
沙
市
の
疋

頭
舗
が
､
漠
口
へ
直
接
'
人
を
派
遣
す
る
な
り
'

書
面
を
も
っ
て
な
り
し
て
'
漠
口
の
疋
頭
舗
に
買

注
文
を
だ
す
こ
と
に
な
る
｡
再
び
船
積
み
さ
れ
て

沙
市
に
お
-
ら
れ
た
輸
入
綿
糸
は
'
さ
ら
に
疋
頭

舗
か
ら
小
頁
商
に
卸
さ
れ
､
最
終
消
費
者
で
あ
る

農
民
の
手
に
わ
た
っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡

一
九
〇

七
年
三
月
の
在
沙
市
日
本
領
事
館
の
報
告
に
よ
れ

ば
'
沙
市
の
北
方
十
四
華
里
に
あ
る
草
市
と
い
う

銭
は
､
戸
数
わ
ず
か
五
㌧
六
百
戸
ば
か
り
の
小
市

街
に
す
ぎ
な
い
が
'
綿
糸
業
者
が
二
十
飴
軒
も
あ

り
､
農
家
磯
織
の
原
料
と
し
て
'
年
間
六
千
飴
接

の
機
械
製
綿
糸

(
日
本
の
船
美
人
が
も
っ
と
も
人

気
を
博
し
て
い
た
)
を
販
責
し
た
と
い
う
｡
し
か

も

｢綿
糸
業
者

ハ
何
レ
モ
沙
市
ヨ
リ
稗
貫
ス
ル
モ

(6
)

ノ
ニ
テ
月
末
排
ノ
現
金
取
引
ナ
-
｣
と
つ
け
-
わ

え
て
い
る
｡
沙
市
の
疋
頭
舗
か
ら
輸
入
綿
糸
を
仕

入
れ
て
'
草
市
近
連
の
農
民
に
供
給
し
て
い
る
小



賓
商
の
様
子
を
つ
た
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

沙
市
の
疋
頭
舗
が
'
上
海
の
洋
行
と
直
接
取
引
し
な
い
で
､
漠
口
の
疋
頭
舗
に
輸
入
綿
糸
の
買
注
文
を
だ
す
の
は
'
沙
市
と
上
海
の
閲
に
は
直
接

の
商
品
取
引
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
'
為
替
を
-
み
に
-
い
の
に
封
し
て
'
沙
市
と
漠
口
の
閲
に
は
商
品
の
往
来
が
頻
繁
に
あ
っ
て
'
為
替
が
-
衣

や
す
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
へ
大
量
の
買
付
を
す
る
の
で
な
け
れ
ば
'
わ
ざ
わ
ざ
猪
白
に
人
を
上
海
へ
派
遣
す
る
の
は
､
採
算
が
あ
わ

な
い
と
い
う
計
算
も
あ
ず
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
て
'
輸
入
綿
糸
は
'
密
接
な
為
替
関
係
の
で
き
あ
が
っ
て
い
る
経
済
圏
の
閲
を
'
-

レ

-
式
に
奥
地
へ
奥
地
へ
と
お
-
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

沙
市
ま
で
の
段
階
の
取
引
で
は
､
園
に
示
し
た
よ
う
に
鏡
症
や
票
鱗
の
ふ
り
だ
す
荘
票
'
涯
票
な
ど
の
約
束
手
形
や
為
替
手
形
が
決
済
に
も
ち
い

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
れ
ら
の
手
形
は
す
べ
て
銀
繭
表
示
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
沙
市
の
市
場
圏
に
お
け
る
取
引
の
決
済
だ
け
は
､
い

さ
さ
か
様
相
を
異
に
し
て
い
た
｡

こ
の
昔
時
に
お
け
る
沙
市
の
綿
製
品
取
引
の
状
況
を
つ
た
え
る
日
本
領
事
館
の
報
告

(
一
九

〇
六
年
四
月
)
に
は
'
十
三
軒
の
疋
頭
舗
と
五
肝
の

｢廉
貨
舗
｣

(輸
入
雑
貨
卸
東
商
)
が
'
輸
入
綿
布
'
綿
糸
を
取
扱
っ
て
お
り
'
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
商
品
を
漠
ロ
か
ら
仕
入
れ
て
い
る
旨
が
記
さ
れ

て
い
る
｡
重
要
な
の
は
'
漠
ロ
の
疋
頭
舗
か
ら
商
品
を
仕
入
れ
る
に
際
し
て
の
決
済
方
法
で
あ
る
｡
漠
ロ
の
疋
頭
舗
へ
の
支
沸
い
ほ
､
四
十
五
日
へ

三
ケ
月
'

一
ヶ
年
と
い
う
三
種
の
延
排
い

(も
っ
と
も
後
二
者
の
場
合
'
契
約
の
時
に
三
分
の
一
な
い
し
年
分
の
頭
金
が
必
要
)
が
ふ
つ
う
で
あ
っ

た

が

'

い
ま
関
係
を
簡
暑
北
す
る
た
め
に
'
帥
金
沸
い
と
し
て
話
を
す
す
め
る
｡
も
ち
ろ
ん
軸
金
と
い
っ
て
も
､
沙
市
か
ら
漠
口
へ
現
銀
を
直
接
､

持
参
し
て
い
-
よ
う
な
'
手
間
と
危
険
の
と
も
な
う
方
法
は
と
ら
な
い
｡
沙
市
と
漠
ロ
の
閲
の
為
替
は
'
お
も
に
山
西
票
淡
が
と
り
あ
つ
か
っ
て
い

た
｡
と
こ
ろ
が
､
山
西
票
親
は
1
般
商
店
と
の
直
接
取
引
に
は
癒
じ
て
-
れ
な
い
の
で
､
漠
ロ
へ
送
金
の
必
要
が
で
き
た
沙
市
の
疋
頭
輔
は
'
日
頃

取
引
の
あ
る
鏡
舗
に
依
頼
L
t
そ
の
鏡
舗
か
ら
さ
ら
に
山
西
票
坂
に
銀
建
て
の
為
替
取
組
み
の
依
頼
が
な
さ
れ
る
o

｢涯
票
｣
と
よ
ば
れ
る
こ
の
山

西
栗
東
ふ
り
だ
し
の
為
替
手
形
を
以
て
'
沙
市
の
疋
頭
舗
は
'
漠
ロ
の
疋
頭
舗
へ
の
綿
糸
代
金
に
あ
て
る
わ
け
で
あ
る
O

で
は
'
銀
建
て
で
ふ
り
だ
さ
れ
た

｢涯
票
｣
の
代
金
は
い
か
に
決
済
さ
れ
た
の
か
｡
鏡
舗
か
ら
山
西
票
窮
へ
の
決
済
に
つ
い
て
は
'
ど
の
時
鮎
で
､

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

五
〇
三
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五
〇
四

ど
の
よ
う
な
貨
幣
で
な
さ
れ
た
の
か
を
詳
ら
か
に
し
な
い
が
､
疋
頭
舗
か
ら
銭
舗

へ
の
決
済
に
関
し
て
は
'
領
事
館
の
報
告
者
は
'

一
種
驚
嘆
の
念

を
こ
め
て
詳
述
し
て
い
る
｡

｢此
為
替
資
金

コ
ソ
賓

二
何
等

一
ノ
抵
普
物
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
唯
ダ

l
言
ノ
ロ
約

二
依
リ
テ
甘
諾
セ
ラ
レ
重
モ
遅
疑
ス
ル

所
ナ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
驚
ク
ノ
外
ナ
シ
｣
｡

つ
ま
り
日
頃
か
ら
取
引
関
係
の
あ
る
鏡
舗
で
あ
れ
ば
､
い
わ
ば

一
種
の
信
用
貸
付
の
か
た
ち
で
'
銀
繭
表

示
の

｢涯
票
｣
を
融
通
し
て
-
れ
る
の
で
あ
る
o
沙
市
に
お
け
る
疋
頭
舗
か
ら
鏡
舗

へ
の
為
替
代
金
支
沸
い
に
'
あ
え
て
香
坂
を
付
す
る
な
ら
'
銭

舗
が
信
用
貸
付
に
鷹
じ
な
い
場
合
は
①
と
な
り
'
麿
じ
た
場
合
は
⑧
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､
な
に
に
も
ま
し
て
注
目
す
べ
き
は
､

｢雁
票
｣
代
金
の
返
済
に
も
ち
い
ら
れ
た
貨
幣
の
種
類
で
あ
る
｡
報
告
者
は

｢唯
ダ
玄

二
返
納
金

(7
)

額

二
封
シ
テ
ハ
所
謂
普
地
ノ
通
貨
タ
ル
銅
銭
ヲ
以
テ
セ
シ

ム
｣

と
'
短
か
-
は
あ
る
が
重
要
な
記
述
を
の
こ
し
て
い
る
｡
銀
雨
表
示
で
ふ
り
だ
さ
れ

た

｢雁
票
｣
の
代
金
が
'
銀
雨
で
は
な
-
､
銅
銭
で
決
済
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
の
事
巽
は
'
普
面
の
疑
問
を
と
き
ほ
ぐ
す
う
え
で
'
ま
た
と
な
い

一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て
い
る
｡

従
来
の
研
究
で
は
'
外
国
製
品
の
中
国

へ
の
輸
入
動
向
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
､
お
も
に
外
国
為
替
の
レ
ー
ト
'
わ
け
て
も
金
銀
レ
ー
ト
に

多
大
の
注
意
を
は
ら
う
傾
向
が
あ
っ
た
｡
い
わ
ば
､
外
囲
と
中
国
の
接
鮎
に
の
み
関
心
を
か
た
む
け
て
き
た
わ
け
で
あ
る
｡
た
し
か
に
対
象
が
欧
米

資
本
主
義
国
の
工
業
製
品
で
､
中
国
国
内
で
も
決
済
が
銀
だ
け
で
完
了
す
る
市
場
圏
で
消
費
さ
れ
る
商
品
で
あ
れ
ば
'
金
銀
比
債
は
輸
入
動
向
を
大

き
-
規
定
し
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
こ
こ
で
封
象
に
し
て
い
る
イ
ン
ド
綿
糸
は
､

一
八
九
九
年
ま
で
ほ
銀
本
位
制
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
の
工
業
製
品

で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
'
そ
の
最
終
消
費
者
は
'
お
し
な
べ
て
銅
鏡
の
経
済
圏
に
あ
る
農
村
に
住
む
農
民
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
む
ろ
ん
'
機
械
製
綿

糸
と
て
'
中
開
園
内
の
景
気
を
反
映
し
て
い
る
輸
入
動
向
全
膿
と
無
関
係
で
あ
る
は
ず
は
な
い
が
'
す
で
に
沙
市
の
例
で
-
わ
し
-
み
た
よ
う
に
､

地
方
市
場
の
疋
頭
舗
が

｢涯
票
｣
代
金
返
済
の
段
階
か
ら
'
銅
銭
に
よ
っ
て
決
済
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
い
う
事
案
を
考
慮
に
い
れ
る
な
ら

ば
､
金
銀
比
債
も
ゆ
る
が
せ
に
は
で
き
な
い
も
の
の
へ
よ
り
細
心
の
注
意
が
'
銀
鏡
比
債
に
む
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
'
問
題
の
1
八
九

〇
年
代
を
中
心
に
'
清
末
民
初
に
お
け
る
銀
銭
比
債
の
動
向

を

さ
ぐ

つ
て
み

よ
う
｡
第
四
表
は
､

D
ecen
n
ia
l

R
eP
or
i
s

所
載
の
海
関
雨
と
制
鏡
の
レ
ー
ト
を
は
じ
め
と
し
て
､
筆
者
の
眼
に
し
た
揚
子
江
流
域
の
各
地
に
お
け
る
銀
鎖
比
債
の
l
覧
表

で
あ

る
｡



二
十
世
紀
に
は
い
る
と
､
制
鏡
の
代
用
に
慶
東
省
で
は
じ
ま
っ
た
銅
元
の
鎧
造
が
各
省
に
虞
が
っ
た
結
果
､
鍍
元
と
鍋
元
の
比
債
が
む
し
ろ

一
般
時

に
な
る
｡
厳
密
に
は
本
来
的
な
意
味
の
銀
銭
比
債
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
便
宜
上
'

一
括
し
て
扱
う
0

地
方
に
よ
っ
て
'
や
や
ま
ち
ま
ち
の
感
は
あ
る
と
は
い
え
､

1
八
七
〇
年
代
牛
は
か
ら
は
じ
ま
っ
た
鏡
高
傾
向
は
､

l
八
八
〇
年
代
初
期
と

1
八

九

〇
年
代
初
期
に
'
二
度
の
か
る
い
反
落
を
み
せ
る
も
の
の
t

l
九
〇
三
年
な
い
し
〇
四
年
の
ピ
ー
ク
ま
で
'
ほ
ぼ
三
十
年
閲
に
わ
た
っ
て
艇
緯
す

る
.
た
と
え
ば
､
上
海
に
お
け
る

一
海
関
雨
と
の
比
債
は
'

1
八
七
二
年
の
1
'
八
七
五
文
か
ら

1
九

〇
四
年
の
二

二
二
五
文
ま
で
､
六
五
〇
文
'

率
に
し
て
約
三
五
パ
ー
セ
ン
上
向
降
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
お
も
な
原
因
は
'
世
界
的
規
模
で
の
銅
地
金
の
高
騰
と
制
鏡
の
鋳
造
停
止
に
あ
っ
た
と

(8
)

い
わ
れ
て
い
る
｡

こ
の
全
般
的
な
傾
向
と
は
べ
つ
に
'
各
地
方
の
レ
ー
ト
を
仔
細
に
み
-
ら
べ
て
み
る
と
'

1
見
'
無
秩
序
の
印
象
を
あ
た
え
る
｡
た
と
え
ば
へ
漠

口
で
は

1
海
関
雨
と
の
比
債
が
t

l
八
九
八
年
の
1
'
三
六
二
文
か
ら
九
九
年
の
二

三
八
七
文
へ
と
二
五
文
下
落
し
て
い
る
の
に
反
し
'
太
い
交

易
の
パ
イ
プ
で
む
す
ば
れ
て
い
た
は
ず
の
沙
市
で
は
逆
に
'
九
八
年
の
一
､
三
七
〇
文
が
九
九
年
の
一
､
二
七
四
文
へ
九
六
文
も
高
騰
し
て
い
る
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
｡
沙
市
で
は
'

一
八
九
八
年
に
お
こ
っ
た
沙
市
教
案
の
も
た
ら
し
た
恐
慌
状
態
か
ら
よ
う
や
-
回
復
し
っ
つ
あ
っ
た
時
期
に
'

綿
花
'
生
練
の
買
付
時
期
が
か
さ
な
っ
た
た
め
'
買
付
資
金
の
制
鏡
が
不
足
し
'
九
九
年
に
は
漠
口
で
の
下
落
を
よ
そ
に
'
ひ
と
り
高
騰
し
た
次
第

(9
)

の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
買
付
時
期
の
奮
暦
七
月
に
急
速
'
三
十
寓
串
以
上
の
制
銭
が
漠
ロ
よ
り
買
入
れ
ら
れ
た
.
そ
の
結
果
､
翌

一
九

〇
〇
年

に
は
漠
口
一
､
三
三
三
文
､
沙
市

二

三

一
六
文
と
､
ほ
ぼ
平
衡
状
態
に
も
ど
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
一
事
を
以
て
全
鰻
を
判
断
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
'
揚
子
江
流
域
で
は
'
漠
口
と
沙
市
の
閲
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
'
い
ず
れ
か
の
地
方
で

鏡
が
異
常
に
高
騰
す
る
と
､
と
な
り
の
経
済
圏
か
ら
､

一
定
の
平
衡
状
態

(両
地
閲
の
レ
ー
ト
差
が
移
送
コ
ス
ト
以
下
に
な
る
鮎
)
に
達
す
る
ま
で
､

鏡
が
流
れ
こ
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
な
各
経
済
圏
の
閲
の
平
衡
作
用
が
連
鎖
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
揚
子
江
流
域
各
地
の
銀

鏡
比
債
は
､
長
い
眼
で
み
る
と
'
げ
っ
き
ょ
-
は
､
ほ
ぼ
同

一
の
歩
調
で
､
騰
落
を
-
り
か
え
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
い
ま
は
､
厳
密
な
賓

護
の
事
績
き
を
ふ
む
飴
裕
は
な
い
の
で
'
第
四
囲
で
そ
の
l
端
を
示
す
に
と
ど
め
る
｡
揚
子
江
下
流
の
南
通
と
揚
子
江
中
流
の
沙
市
は
､
同
じ
揚
子

中
囲
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

五
〇
五
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備考)1 銀両は銅鏡との比鳳 銀元は鋼元との比償O単位は文に一律化したO庫平雨は上半年と下
車年の中間値O銀元の浜口と上海は年末値0

2 1920年代の重慶における鍋元の下落は異常であるが,これは ｢常五百｣の悪質な銅元が轟
造されたためで,揚子江中流の宜昌などもその流入で鏡安が加速したという｡

3 本表には揚子江流域だけをとりあげたが,はかの地区の例を1892年と99年の分だけ紹介す

ると (ともに1海関雨音 り文),天津1,632-1,200,芝罪l,617-1,235,寧波1,520-1,437,
度門1,537-1,484, 油頭1,534-1,344,虞州1,560-1,420｡概 していえば,華北は揚子江

流域と同じ程度の鏡高が進行したのに,華南は池頭を除き,若干の鏡高にとどまっている｡

1890年代における輸入綿糸の増加の地域的傾向 (揚子江流域激増,華北漸増,華南停滞)と
封照すると,興味深い現象である｡



第 4表 揚子江流域各地の銀鏡比債対照 (単位-文)

中
国
近
代
に
お
け
る
機
槻
製
綿
糸
の
普
及
過
程

出典)海関雨の上海と上海南および銀元の上海は張家族 『中華幣制史』民国大学叢書之- 民国大挙
出版部 民国15年チrl(いまは鼎文書局民国62年覆刻版による)第五編33-36貢｡庫平雨はとも
に羅玉東 『中国産金史』中央研究院政食料寧研究所叢刊第六種 商務印書館 民国25年 (いま
は大東固着公司1977年覆刻版による)508,541京O海関南の上海以外と銀元の重慶はDecennial
Reports1882-91,1892-1901,1902-ll,1972-21.銀元の南通は林畢百 『近代南通土布史』
159-160京.銀元の漠口は 『湖北省年鑑』第-回 湖北省政府秘書虚統計室 民国26年刊 416
-417頁｡銀元の長抄は,胡通 『湖南之金融』湖南経靖調査所叢刊 民国23年刊 附録68-84貢O



第 4園 沙市と南通の銀銭比債指数 (1904年-100)
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出典)沙市は DecennialReports1892J901,1902-ll,1912-21 Sha-si.

南通は林撃百 『近代南通土布史』159-160頁｡

五
〇
八

江
流
域
と
は
い
っ
て
も
､
千
五
百
キ
ロ
以
上
も
へ
だ
た
っ
て

い
る
う
え
に
'
お
そ
ら
-
南
通
は
上
海
'
沙
市
は
漢
口
と
の

閲
に
の
み
､
銀
銭
の
往
来
が
あ
る
だ
け
で
､
南
通
と
沙
市
の

閲
に
直
接
の
銀
銭
往
来
が
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
｡
こ
の
.隔

絶
し
た
二
つ
の
地
方
に
お
け
る
銀
銭
比
債
の
指
数
を
比
較
し

た
の
が
第
四
園
で
あ
る
｡

l
概
に
銀
銭
比
債
と
は
い
っ
て
も
'

沙
市
の
場
合
は

一
海
関
雨
と
制
銭
の
比
債
'
南
通
の
場
合
は

一
銀
元
と
銅
元
の
比
債
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
'

一
九

〇
四
年
を

一
〇
〇
と
す
る
指
数
に
し
て
み
る
と
'

そ
の
騰
落
の
傾
向
は
､
お
ど
ろ
-
ば
か
り
に
接
近
し
て
い
る
｡

南
通
と
比
べ
'
沙
市
の
指
数
は
'

一
八
九
五
年
の
マ
イ
ナ
ス

二
十
二
ポ
イ
ン
ト
'

1
九

〇
二
年
の
マ
イ
ナ
ス
十

1
ポ
イ
ン

ト

'

一
九

一
三
年
の
プ
ラ
ス
十
三
ポ
イ
ン
ト
な
ど
､
大
き
-

乗
離
す
る
年
が
三
度
あ
る
が
'
い
ず
れ
も

一
八
九
六
年

マ
イ

ナ
ス
四
ポ
イ
ン
ト
'

1
九

〇
三
年

マ
イ
ナ
ス
五
ポ
イ
ン
ト
'

一
九

一
四
年
プ
ラ
ス
五
ポ
イ
ン
ト
と
'
翌
年
に
は
ほ
ぼ
平
衡

状
態
の
許
容
範
囲
内
に
す
ば
や
-
も
ど

っ
て
い
る
｡
も

っ
と

も

一
九

1
五
年
以
降
に
な
る
と
'

1
六
年
プ
ラ
ス
十
八
ポ
イ

ン
ト
'

1
七
年
プ
ラ
ス
三
十
八
ポ
イ
ソ
ー
'

一
八
年
プ
ラ
ス



第5圃 江蘇の銀鏡比贋と中国の綿糸輸入高

(単位 :此債-庫平銀一雨普文,輸入高-寓捨)

/
ノ

/

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

四
十

一
ポ
イ
ン
ト
t
と
亮
離
ほ
ひ
ろ
が
る
ば
か
り
で
､
平
衡

作
用
は
機
能
し
な
1
/な
る

(第
四
表
の
銀
元
の
部
分
で
も
そ

の
傾
向
は
う
か
が
え
る
)｡

と
も
あ
れ
､

一
九

一
五
年
以
前
に
お
い
て
は
､
揚
子
江
流

域
各
地
の
銀
鏡
比
債
は
､
短
期
的
に
は
ま
ち
ま
ち
の
感
を
と

も
な
い
な
が
ら
も
､
長
期
的
に
み
れ
ば
'
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な

騰
落
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
と
は
'
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
､
い
ま
揚
子
江
流
域
の
銀
鏡
比

債
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
'
江
蘇
省
に
お
け
る
銀
鏡
比
債

を
と
り
あ
げ
､
機
械
製
綿
糸
の
輸
入
高
と
の
相
関
関
係
を
さ

ぐ
っ
て
み
た
い
.
第
五
園
は
'
江
蘇
に
お
け
る

1
庫
平
雨
が

何
文
に
嘗
る
か
を
賓
線
で
'
綿
糸
輸
入
高
を
鮎
線
で
示
し
て

い
る
｡
銀
鏡
比
債
の
方
は
'

1
八
八
〇
年
か
ら
八
五
年
に
か

け
て
か
な
り
大
き
な
反
落
と
'

一
八
九
二
年
か
ら
九
三
年
に

か
け
て
一
時
的
な
反
落
と
'
二
度
の
中
休
み
は
あ
る
も
の
の
'

一
八
七
五
年
か
ら
九
七
年
ま
で
'
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て

銭
債
の
高
騰
傾
向
が
つ
づ
い
た
｡
と
-
に
一
八
九
三
年
か
ら

九
七
年
に
か
け
て
は
'
わ
ず
か
四
年
の
閲
に
二

五
九
八
文

か
ら

二

三
三

一
･
五
文
へ
と
二
六
六

･
五
文
'
率
で
一
七

五

〇
九



東

方

学

報

五
1
0

パ

ー
セ
ン
ト
も
急
騰
し
て
い
る
｡

1
八
九
七
年
か
ら

1
九

〇
三
年
な
い
し
〇
四
年
ま
で
は
'
す
り
鉢
状
の
高
原
を
か
た
ち
づ
-
つ
た
の
ち
､

一
輪
し

て
急
落
に
か
わ
り
､

一
九

〇
三
年
の
1
､
三

一
七

･
五
文
か
ら

1
九

〇
八
年
の
二

六
〇
九
文
ま
で
'
こ
れ
ま
た
わ
ず
か
五
年
の
閲
に
'
二
九

一
･

五
文
'
率
で
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
も
急
落
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
お
も
な
原
因
は
､
異
常
に
高
騰
し
た
銭
債
を
お
さ
え
る
た
め
に
'
湖
北
省
な
ど
で
さ

(10
)

か
ん
に
鋳
造
さ
れ
る
よ
ケ
に
な
っ
た
銅
元
が
'

1
九

〇
四
年
以
降
濫
考
に
よ
る
供
給
過
多
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
.

一
八
八
五
年
か

ら

一
九

〇
八
年
ま
で
の
二
四
年
に
わ
た
る
こ
の
激
し
い
銀
銭
比
債
の
襲
動
を
､
綿
糸
輸
入
高
の
動
向
と
か
さ
ね
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
'
ど
う
で
あ
ろ
う
.

一
八
九
三
年
の
相
昔
の
落
ち
こ
み
を
除
い
て
は
'
綿
糸
輸
入
高
は
'

1
八
八
五
年
の
三
八
万
八
千
接
か
ら

一
八
九
九
年
の
二
七
四
寓
五
千
槍
ま
で
七

倍
以
上
に
急
増
し
て
小
る
｡

1
九

〇
〇
年
に
は
'

一
四
八
寓
八
千
槍
と
前
年
の
ほ
ぼ
牛
分
ま
で
激
減
す
る
が
'
こ
れ
は
義
和
圏
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
'
し
か
る
べ
-
補
訂
し
て
観
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
.
こ
の
1
九

〇
〇
年
を
除
外
す
れ
ば
､
綿
糸
輸
入
高
も
'

一
八
九
九
年
か
ら

一
九

〇
五
へ
六
年

ま
で
高
原
状
態
を
た
も
っ
た
の
ち
'
反
落
に
韓
じ
た
｡

以
上
の
よ
う
な
銀
成
比
債
と
綿
糸
輸
入
高
の
柑
酪
関
係
か
ら
は
'

一
八
九

〇
年
代
に
急
激
に
加
速
し
た
鏡
高
傾
向
が
､
鏡
の
購
買
力
を
大
幅
に
た

か
め
'
ひ
い
て
は
輸
入
綿
糸
の
銀
建
て
債
格
'
す
な
わ
ち
消
費
者
慣
格
を
大
幅
に
ひ
き
さ
げ
た
こ
と
か
ら
'
中
国
農
村
に
お
け
る
輸
入
綿
糸
に
封
す

る
需
要
が
急
速
に
は
り
お
こ
さ
れ
'
綿
糸
輸
入
高
を
わ
ず
か
十
数
年
で
七
倍
以
上
に
も
急
増
さ
せ
る
現
象
を
も
た
ら
し
た
経
緯
へ
ま
た
逆
に
'

一
九

〇
四
年
以
降
の
急
激
な
鏡
安
傾
向
が
'
正
反
対
の
因
果
関
係
を
た
ど
っ
て
､
外
国
製
品
に
封
す
る
保
護
関
税
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
た
結
果
'
綿

糸
輸
入
高
の
急
激
な
曙
加
を
頓
挫
さ
せ
'
さ
ら
に
は
か
な
り
の
減
少
さ
え
も
た
ら
し
た
経
緯
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
な
全
般
的
な
趨
勢
に
か
て
て
-
わ
え
て
'
さ
き
に
み
た
よ
う
な
沙
市
の
疋
頭
舗
の
輸
入
綿
糸
仕
入
れ
方
法
を
も
視
野
の
中
に
い
れ
る
な

ら
ば
'
た
ん
に
最
終
消
費
者
で
あ
る
農
民
ば
か
り
で
は
な
-
'
地
方
市
場
に
お
け
る
輸
入
綿
糸
の
流
通
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
業
者
も
ま
た
､
銀
丙

(u
)

表
示
の

｢涯
票
｣
代
金
返
済
の
段
階
で
銀
高
に
よ
る
利
益
と
鏡
安
に
よ
る
損
失
を
ふ
た
つ
な
が
ら
'
こ
う
む
る
立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
'
鏡
高
傾
向

の
時
に
は
漠
ロ
へ
の
買
注
文
を
積
極
的
に
だ
す
こ
と
で
'
ま
た
鎮
安
懐
向
の
時
に
は
買
注
文
に
消
極
的
に
な
る
こ
と
で
'
綿
糸
輸
入
高
増
減
の
重
要

な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
さ
き
の
沙
市
の
領
事
館
報
告
が
'
疋
頭
舗
の

｢涯
票
｣
と
り
く
み
に
つ
い
て
'

｢普
地
ノ
金
融
市



場

二
多
大
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
ト
共

二
延
テ
疋
頭
舗
ガ
事
業
ノ
滑
長

二
亦
大
ナ
ル
関
係
ヲ
及
ボ
ス
モ
ノ
ナ
レ
バ
最
モ
思
慮
ヲ
要
シ
且
ツ
慎
重
ノ
態
度

ニ

(12
)

出
デ
サ
ル
可
カ
ラ
ズ
ト
ナ
ス
｣
と
述
べ
て
い
る
の
ほ
'
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

銀
銭
比
債
の
轡
動
が
､
末
端
消
費
者
の
消
費
動
向
に
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
に
は
'
若
干
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
と
も
な
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
､

そ
れ
が
流
通
業
者
の
輸
入
綿
糸
の
仕
入
れ
意
欲
を
も
左
右
し
て
い
た
と
な
る
と
'
ほ
と
ん
ど
時
を
お
か
ず
し
て
反
鷹
が
あ
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
､
な

ん
の
不
思
議
も
な
い
.
銀
鏡
比
債
の
奨
動
と
'
綿
糸
輸
入
高
の
増
減
が
'
あ
れ
ほ
ど
明
確
な
相
関
関
係
を
み
せ
た
背
景
に
は
'
地
方
市
場
に
お
け
る

流
通
業
者
の
'
銀
高
'
鏡
安
に
封
す
る
す
ば
や
い
封
鷹
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
.

日
清
戦
争
以
降
'
中
国
市
場
へ
の
本
格
的
な
進
出
を
開
始
し
た
日
本
は
'
普
然
､
時
を
同
じ
-
し
て
進
行
し
て
い
た
こ
の
激
し
い
銀
鏡
比
債
の
動

向
に
関
心
を
示
し
た
.

1
八
九
七
年
五
月
の
在
重
慶
日
本
領
事
館
の
報
告
は
､

｢雨
三
年
前

ヨ
リ
銅
鏡

ハ
騰
貴
ノ
l
方

二
憤
キ
テ
｣
と
急
激
な
銭
高

(13
)

傾
向
を
指
摘
し
た
の
ち
'

｢原
因

ハ
要
ス
ル
ニ
供
給
不
足

二
蹄
困
ス
可
シ
十
と
し
て
'
銅
地
金
の
世
界
的
な
高
騰
に
よ
り
'
制
鏡
を
鋳
つ
ぶ
し
て
銅

地
金
に
す
る
方
が
制
鏡
の
額
面
よ
り
高
債
に
取
引
で
き
る
現
状
を
事
こ
ま
か
に
つ
た
え
て
い
る
.
そ
の
前
年
'

一
八
九
六
年
六
月
に
お
け
る
在
沙
市

(z
)

日
本
領
事
館
の
報
告
も
'

｢銅
鏡
敏
乏
ヲ
告
ゲ
鏡
慣
日

吉
印
ル
｣
と
'
制
銭
の
減
少
か
ら
-
る
鏡
高
現
象
を
指
摘
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'

一

八
九

〇
年
代
後
年
'
鏡
高
傾
向
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
段
階
に
お
い
て
ほ
'
銭
高
の
現
象
と
そ
の
原
因
を
指
摘
す
る
報
告
は
ま
ま
み
う
け
ら
れ
る

も
の
の
へ
銭
高
懐
向
と
輸
入
動
向
と
を
む
す
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
報
告
は
管
見
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
.

そ
の
よ
う
な
観
鮎
か
ら
銀
鏡
比
債
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
t

l
九

〇
四
年
以
降
の
急
速
な
銭
安
の
段
階
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡

1
九

〇
九
年
二
月
の
在
漠
口
日
本
領
事
館
の
報
告
に
は
､

｢清
園
内
地
及
下
層
社
合
は

一
般
に
流
通
貨
幣
と
し
て
最
も
多
-
銅
銭
を
使
用
す
る
｣
と

こ
ろ
か
ら
'

｢弗
銀

(或
は
商
銀
)
に
封
す
る
銅
銭
の
下
落
は
日
用
品
の
騰
貴
を
来
し
購
買
力
の
減
少
｣
を
も
た
ら
す
関
係
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た

(15
)

の
ち
､
と
り
わ
け
外
囲
か
ら
の
輸
入
品
は
､
銀
安
と
の
相
乗
作
用
に
よ
り

｢其
の
販
路
に
困
む
の
状
況
に
沈
倫
せ
り
｣
と
の
的
確
な
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
｡
ま
た
'

一
九

〇
七
年
七
月
の
在
長
沙
日
本
領
事
館
の
報
告
は
'
湖
南
の
外
囲
綿
糸
輸
入
額
が

｢数
年
前
ノ
輸
入
額

二
比
較
ス
レ
バ
約
三
割

内
外
ノ
減
少
ヲ
来
セ
リ
｣
と
述
べ
､

そ
の
第

1
の
原
因
を
､
輸
入
綿
糸
の
消
費
者
が

｢
土
布
織
造
ノ
原
料

二
使
用
｣
す

る

｢
田
舎
人
｣
で
'

一
括

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

五

二



第5表 輸入綿糸,輸出棉花の鏡建て償格と新土布,善土布の償格推計

出典)銀鎮比債は張家族 『中華幣制史』第五編33貢o輸入綿糸塘営 り債格と輸出棉花据掌 り債格

は楊端六等 『六十五年来中国国禁貿易統計』36,46京より算出O

備考)海関統計の債格記載は,1904年にそれまでの市場債格から,輸入品はC.Ⅰ.F.債格,輸出

品はB.0.F.債格に轡更された. したがって,1904年の債格を03年以前と整合的に比較し

ようとすれば,輸入品市場償格-C.Ⅰ.F.+14.5%,輸出品市場債格-B.0.F.-10.5%

で,市場債格に修正する必要がある｡修正の結果は,輸入綿糸,捨普り29.56海関雨,斤普

り362.1文,指数137で,新土布尺普り21.9-24.7文,輸出棉花,捨常り18.01海関雨,斤首

り220.6文,指数128で,菖土布尺普り32.0文となり,節,菖土布の慣格差は,7.3-10.1文

にちぢまる｡

五



(描
)

(
八
斤
か
?
)
何
串
何
文
と
い
-
銅
鏡
で
購
入
す
る
た
め
､

｢鏡
慣
暴
落
｣
が
消
費
の
減
退
を
も
た
ら
し
た
鮎
に
も
と
め
て
い
る
｡
さ
ら
に
さ
き
に

も
引
用
し
た

一
九
〇
六
年
四
月
の
在
沙
市
日
本
領
事
館
報
告
は
'

｢現

二
昨
年
ノ
如
キ
銅
銭
ノ
殆
ソ
ト
無
制
限

二
鎮
護
セ
ラ
レ
ク
ル
結
果
鏡
慣
ノ
暴

落
底
止
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ヨ
リ
之
ヲ
濠
期
セ
ザ
リ
シ
商
薯
等

ハ
忽
チ
一
大
打
撃
ヲ
蒙
り
何
レ
モ
砂
ナ
カ
ラ
サ
ル
損
失
ヲ
招
キ
タ
ル
ガ
如
キ
ハ
事

(_7
し

案
ノ
最
モ
顕
著
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
キ
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

1
九

〇
四
年
ま
で
は
銭
高
の
恩
恵
を
こ
う
む
っ
て
い
た
沙
市
の
疋
頭
舗
が
'
翌
年
か
ら
は
1

韓
'
鏡
安
の
損
失
に
坤
吟
し
て
い
る
様
が
侍
え
ら
れ
て
い
る
｡
日
本
側
の
観
察
も
'
中
国
向
輸
出
が
順
調
に
の
び
て
い
る
段
階
で
は
'
あ
え
て
そ
の

原
因
を
せ
ん
索
し
ょ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
に
反
し
'
輸
出
減
退
が
明
白
に
な
っ
た
段
階
で
は
じ
め
て
'
そ
の
原
因
を
銀
銭
比
債
の
襲
動
と
関
連
さ

せ
る
鋭
鮎
を
獲
得
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

さ
て
'
輸
入
綿
糸
の
鏡
建
て
債
格
の
1
例
を
上
海
に
つ
い
て
求
め
て
み
る
と
'
第
五
表
の
よ
う
に
な
る
｡

一
八
七
五
年
に
一
斤
潜
り
五
三
四

･
三

文
で
あ
っ
た
輸
入
綿
糸
の
銭
建
て
債
格
は
'

一
八
九
二
年
ま
で
は
､
銀
建
て
債
格
の
低
下
と
鏡
高
が
相
乗
数
果
を
登
拝
し
て
､

一
八
八
〇
㌧

一
年
の

反
騰
を
例
外
に
､
低
下
の
一
途
を
た
ど
-
'
九

一
年
に
は
二
五
八
･
二
文
と
い
う
最
安
値
を
記
録
し
て
い
る
｡
九
三
年
か
ら
は
銀
建
て
債
格
の
急
激

な
反
騰
が
は
じ
ま
り
､
塘
普
り

一
八
九
二
年
の
l
六

･
九
二
両
か
ら

一
九
〇
四
年
の
二
五

･
八
二
両
ま
で
八

･
九
両
'
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
た
｡

し
か
し
､
こ
の
間
は
ち
ょ
う
ど
急
激
な
銀
高
傾
向
の
時
期
に
か
さ
な
っ
た
た
め
'
鎮
建
て
慣
格
で
は
'
銀
建
て
債
格
の
急
騰
も
銭
高
に
よ
る
相
殺
で

か
な
り
緩
和
さ
れ
'

一
八
九
七
年
の
三
〇
〇
･
七
文
を
例
外
に
'
ほ
ぼ
二
六
〇
-ユ
一七
〇
文
の
あ
た
り
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
｡
さ
す
が
に
'

一
九

〇
三
､
四
年
に
な
る
と
'
鏡
高
の
ピ
ー
ク
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
銀
建
て
債
格
の
あ
ま
り
の
高
騰
に
鏡
建
て
債
格
も
三
〇
〇
文
の
壁
を
突
破
し
て
し
ま

う
｡
そ
の
後
に
つ
い
て
は
'
い
ま
の
と
こ
ろ

l
貫
し
た
数
字
は
提
示
し
え
な
い
が
､
長
期
的
な
鏡
安
傾
向
へ
の
l
轡
で
､
輸
入
綿
糸
の
鏡
建
て
債
格

は
さ
ら
に
上
昇
の
一
途
を
た
ど
っ
た
こ
と
が
濠
想
さ
れ
る
｡

土
糸
の
慣
格
と
の
関
係
で
い
え
ば
､
沙
市
で
採
集
さ
れ
た
賓
勢
債
格
は
'

一
八
九
九
年
三
月
に
'
土
糸

一
据
潜
り
三
八
串
三
五
〇
文
に
対
し
'
日

(18
)

本
の
機
械
製
綿
糸
十
六
番
手
は

一
梱

(
三
二
〇
斤
)
普
り
七
五
両
で
あ
っ
た
｡
こ
の
月
の
沙
市
で
の
銀
鏡
比
債
､

一
雨
=

一
'
二
八
七
文
で
一
斤
普

り
に
換
算
す
る
と
'
土
糸
の
三
八
三

･
五
文
に
封
し
､
日
本
綿
糸
は
三
〇
1
二
ハ
文
で
二
割
以
上
も
割
安
と
い
う
数
値
''&
で
る
.

1
八
九
九
年
の
上

中
園
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

五
l
三
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五
一
四

海
で
の
鏡
建
て
債
格
二
六
三

･
五
文
と
-
ら
べ
る
と
､
三
八

･
1
文
'
率
で
一
四

･
五
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
割
高
で
あ
る
が
､
上
海
か
ら
沙
市
ま
で
の

流
通
経
費
と
'
沙
市
の
例
が
十
六
番
手
で
昔
時
の
輸
入
綿
糸
の
中
で
は
比
較
的
高
慣
な
も
の
で
あ
っ
た
鮎
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
'
さ
ほ
ど
か
け
は
な

れ
た
数
値
と
は
い
え
な
い
｡
い
ま
か
り
に
､
沙
市
で
の
輸
入
綿
糸
の
鏡
建
て
債
格
は
'
上
海
で
の
鏡
建
て
債
格
の
一
四

･
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
L
で
'

土
糸
の
鏡
建
て
債
格
は
不
轡
で
あ
っ
た
と
慣
定
す
れ
ば
'
沙
市
で
の
輸
入
綿
糸
鏡
建
て
債
格
が
'
三
八
三

･
五
文
を
下
回
る
の
は
'

一
八
八
七
年
の

三
七
七

･
三
文

(
三
二
九

･
五
×
一
二

四
五
)
で
､

1
八
八
五
､
八
六
年
は
ほ
ぼ
同
額
で
あ
っ
た
と
い
-
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
て

1
八
八
〇
年

代
牛
ば
頃
に
'
土
糸
よ
り
も
安
債
に
な
っ
た
と
推
計
さ
れ
る
機
械
製
綿
糸
の
銭
建
て
債
格
は
'
そ
の
後
の
急
速
な
鏡
高
傾
向
の
進
行
に
つ
れ
て
低
下

の
一
途
を
た
ど
り
'

一
八
九
〇
年
代
に
は
､
土
糸
よ
り
も
二
割
以
上
も
安
倍
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
抄
市
で
い
う
と
'

一
九
〇
四
年
か
ら
ほ

一
輪
'
急
激
な
戯
安
傾
向
に
か
わ
り
'

1
海
関
雨
普
り

一
九
〇
三
年
の
二

1
七
〇
文
か
ら

一

九
〇
九
年
の
二

九
五
〇
文
ま
で
'
わ
ず
か
六
年
で
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
も
鏡
が
下
落
す
る
｡
こ
の
大
幅
な
鏡
安
で
'
機
械
製
綿
糸
と
土
糸
の
債
格
差

は
'
急
速
に
解
消
な
い
し
再
逆
韓
し
た
｡
例
え
ば
'
沙
市
と
四
川
の
貿
易
の
中
経
港
に
あ
た
る
宜
昌
で
は
'
早
-
も

一
九
〇
六
年
九
月
の
段
階
で
'

土
糸
の
鏡
安
に
よ
る
銀
建
て
贋
格
下
落
の
結
果
､

｢土
紡
糸

ハ
毎
斤
紡
績
糸
ヨ
リ
十
仙
方
安
値
｣
と
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
に

つ
い
て
は
一
九
三
〇
年
代
の
河
北
省
定
解
で
'
土
糸
の
万
が

一
斤
替
り
四
～
十
七
仙
割
安
と
の
報
告
が
え
ら
れ
る
ま
で
'
管
見
で
は
両
者
の
賓
勢
債

格
を
示
す
例
を
知
ら
な
い
が
'
中
国
農
村
市
場
で
の
輸
入
綿
糸
は
'

一
九
三
〇
年
代
ま
で
績
-
長
期
的
か
つ
急
激
な
鏡
安
傾
向
の
う
え
に
､
第

l
次

世
界
大
戦
期
に
お
け
る
世
界
的
な
規
模
で
の
綿
糸
相
場
の
投
機
的
暴
騰
も
-
わ
わ
っ
て
'

一
八
九
〇
年
代
か
ら

一
九
〇
三
㌧
四
年
に
か
け
て
の
よ
う

(19
)

な
'
債
格
面
で
の
歴
例
的
な
優
位
性
は
'
つ
い
に
回
復
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

そ
れ
で
は
'
土
糸
で
織
ら
れ
た
土
布

(蕃
土
布
)
と
輸
入
綿
糸
で
織
ら
れ
た
土
布

(新
土
布
)
の
銭
建
て
債
格
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
｡
藩
士
布
と
新
土
布
の
鏡
建
て
慣
格
が
判
明
し
て
い
る
の
は
へ
い
ま
の
と
こ
ろ

一
例
だ
け
で
あ
る
｡
沙
市
の
例
と
-
し
-
も
同
じ
年
'

一
八

九
九
年
の
重
慶
海
関
報
告
に
よ
れ
ば
'
沙
市
か
ら
き
た
剤
州
土
布

(膏
土
布
)
が

1
尺
普
り
二
十
五
文
で
あ
る
の
に
対
し
､
イ
ソ
ド
綿
糸
で
織

っ
た

W剛
苅

土
布

(新
土
布
)
は
'

一
尺
嘗
り
十
六
文
か
ら
十
八
文
で
あ
っ
た
と
い

う

｡

新
土
布
の
方
が
三
割
前
後
も
や
す
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
第
五
表
は
こ
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出典)第5表

中
開
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

の
数
字
を
基
準
数
に
と
り
'
奮
土
布
の
鏡
建
て
償
格
は
中
国

か
ら
の
輸
出
棉
花
の
鑓
建
て
慣
格
指
数
と
連
動
し
'
新
土
布

の
銭
建
て
債
格
は
輸
入
綿
糸
の
銭
建
て
贋
格
指
数
と
連
動
す

る
と
い
う
慣
定
の
も
と
に
'

一
八
七
四
年
か
ら

一
九

〇
四
年

ま
で
の
､
新
'
奮
土
布
の
債
格
推
計
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
で

あ
る
.
基
準
数
以
外
は
す
べ
て
全
図
平
均
あ
る
い
は
上
海
で

の
数
値
で
'
厳
密
な
比
較
は
期
し
が
た
い
が
､
お
お
ま
か
な

趨
勢
を
し
め
す

一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
呈
示
し
た
い
｡
第
六

国
は
こ
の
推
計
値
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
'
賓
線
で
示
し

た
新
土
布
の
慣
格
は
､
上
の
線
が
十
八
文
を
基
準
数
と
す
る

上
限
'
下
の
線
が
十
六
文
を
基
準
数
と
す
る
下
限
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
｡
鮎
線
で
示
し
た
菖
土
布
の
債
格
は
'

一
八
七
〇

年
代
に
は
新
土
布
よ
り
も
下
位
に
あ
っ
た
の
が
'
七
〇
年
代

後
年
に
お
け
る
新
土
布
の
急
速
な
債
格
低
下
で
'
両
者
は
急

速
に
接
近
す
る
｡

一
時
的
な
逆
韓
は
無
税
す
る
と
す
れ
ば
'

一
八
八
〇
年
代
牛
ば
に
'
奮
土
布
の
債
格
が
新
土
布
を
上
ま

わ
る
に
い
た
る
｡
そ
の
後
は
'
新
土
布
の
慣
格
が

一
八
九

一

年
ま
で
低
下
し
っ
づ
げ
､

一
八
九

〇
年
代
に
は
最
低
値
の
あ

た
り
で
安
定
し
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
'
馨
土
布
の
方
は
中

五

一
五
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五
一
六

囲
か
ら
の
輸
出
棉
花
慣
格
の
乱
高
下
に
つ
れ
'
か
な
り
激
し
い

一
進

一
退
を
-
り
か
え
し
な
が
ら
､
全
鰹
的
に
は
債
格
上
昇
に
み
ま
わ
れ
た
結
果
'

両
者
の
債
格
差
は
ひ
ら
-

一
方
で
'

一
八
九
七
年
に
九

･
五
～
二

･
八
文
､

一
九

〇
二
年
に

l
三

･
〇
～
l
五

･
二
文
な
ど
'
十
文
を
こ
す
年
も

で
て
き
た
｡
基
準
数
に
し
た

一
八
九
九
年
の
七
～
丸
文
の
差
は
'

一
八
九

〇
年
代
に
お
け
る
平
均
的
な
債
格
差
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
鏡
建
て
慣
格

の
鮎
で
い
え
ば
'
奮
土
布
は

一
八
八
〇
年
代
後
牛
か
ら
九

〇
年
代
に
か
け
て
'
新
土
布
に
ま
っ
た
-
た
ち
う
ち
で
き
な
い
状
態
に
お
い
こ
ま
れ
て
い

た
の
で
あ
る
｡

以
上
'
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀

へ
の
世
紀
の
か
わ
り
目
を
中
心
に
､
機
械
製
綿
糸
の
中
国
へ
の
流
入
を
め
ぐ
る
い
-
つ
か
の
現
象
を
観
察
し
て

き
た
.
こ
れ
ら
の
観
察
結
果
を
も
と
に
'
第

1
の
設
問
に
封
す
る

l
つ
の
試
案
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
｡

十

～
二
十
番
手
の
大
系
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
イ
ン
ド
か
ら
の
機
械
製
綿
糸
は
､
土
糸
の
代
替
品
と
し
て
ま
ず
中
国
の
非
棉
作
匠
に
流
入
し
'
新
土

布
生
産
の
勃
興
を
う
な
が
し
た
｡
イ
ン
ド
綿
糸
で
織
ら
れ
た
新
土
布
は
'
保
温
性
'
耐
久
性
の
瓢
で
'
土
糸
で
織
ら
れ
た
菌
土
布
と
比
べ
て
も
'
ほ

と
ん
ど
遜
色
は
な
か
っ
た
.
な
に
よ
り
も
丈
夫
で
あ
た
た
か
い
労
働
着
を
も
と
め
る
中
国
農
民
の
消
費
額
塾
か
ら
い
っ
て
も
'
新
土
布
は
､
蕃
土
布

(21
)

の
代
替
品
と
し
て
ほ
ぼ
満
足
の
い
-
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
も
､
非
棉
作
匠
の
農
村
に
橋
頭
堕
を
き
ず
き
つ
つ
あ
っ
た
折
か
ら
'
イ
ン
ド
綿
糸
は
中

国
市
場
で
の
消
費
者
債
格
を
大
幅
に
低
下
さ
せ
た
〇

一
八
七
三
年
に
は
じ
ま
っ
た
世
界
的
な
不
況
で
'
工
業
製
品
の
慣
格
は
長
期
に
わ
た
る
下
落
を
み
た
が
t
と
-
に
イ
ン
ド
綿
糸
は
､
中
国
と
同
じ

銀
本
位
と
い
う
為
替
上
の
利
鮎
も
あ
っ
て
､
上
海
で
の
銀
建
て
債
格
を

一
八
七
五
～
九

l
年
の
間
に
ほ
ぼ
年
分
に
低
下
さ
せ
た
｡
さ
ら
に
'

1
八
八

〇
年
代
牛
ば
か
ら
九

〇
年
代
に
か
け
て
は
'
中
国
農
村
の
消
費
者
債
格
を
形
成
す
る
銀
銭
比
債
が
急
激
な
銭
高
に
か
た
む
き
､
イ
ン
ド
綿
糸
の
消
費

者
慣
格
'
す
な
わ
ち
鏡
建
て
慣
格
は
相
乗
的
に
低
下
し
た
｡

一
八
九
二
年
以
降
へ
銀
建
て
債
格
は
か
な
り
急
速
な
反
騰
に
か
わ
っ
た
も
の
の
､
鏡
高

傾
向
は
ひ
き
つ
づ
き

一
九

〇
三
へ
四
年
ま
で
､
急
ピ
ッ
チ
で
す
す
ん
だ
た
め
'
鏡
建
て
慣
格
は
底
値
の
あ
た
り
で
安
定
し
っ
づ
け
た
｡

こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
綿
糸
の
銭
建
て
債
格
の
急
速
な
低
下
と
十
数
年
に
お
よ
ぶ
低
値
安
定
の
結
果
'

一
つ
の
試
算
で
は
'
世
紀
の
か
わ
り
目
の
頃

に
'
新
土
布
は
善
土
布
に
-
ら
べ
､
最
高
で
四
五
パ
ー
セ
ソ
ー
も
安
債
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
新
土
布
が
中
図
農
村
の
消
費
額
型
に
適
合



L
t
品
質
の
鮎
で
も
奮
土
布
に
ほ
と
ん
ど
劣
ら
な
い
と
す
れ
ば
､
こ
の
大
き
な
慣
格
の
ひ
ら
き
は
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
｡
こ
と
に
商
品
用
土
布

の
生
産
に
お
い
て
は
'
そ
れ
が
小
商
品
生
産
の
段
階
に
あ
っ
た
に
し
て
も
'
原
料

コ
ス
ト
と
織
布
能
率
と
い
う
二
つ
の
面
で
'
イ
ン
ド
綿
糸
の
優
位

性
は
明
白
で
あ
っ
た
｡
か
つ
て
四
川
へ
の
土
布
供
給
を

一
手
に
ひ
き
う
け
て
い
た
沙
市
周
遠
の
農
村
絹
業
が
'

一
八
九

〇
年
代
に
激
増
し
た
四
川
の

新
土
布
生
産
に
そ
の
市
場
の
多
-
を
う
ば
わ
れ
た
結
果
'
そ
れ
ま
で
拒
ん
で
い
た
機
械
製
綿
糸
を
､
対
抗
上
'
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
お
い

｢¶ご

こ
ま
れ
た
の
が
､
よ
い
例
で
あ

る

｡

全
国
的
に
み
て
も
'
非
棉
作
区
か
ら
棉
作
匡
へ
と
い
う
普
及
過
程
は
'
ま
ず
非
棉
作
匠
へ
の
蓉
土
布
の
商
品
流

通
を
た
ち
き
っ
た
イ
ン
ド
綿
糸
が
､
こ
ん
ど
ほ
コ
ス
ト
競
争
と
い
う
市
場
原
理
の
ほ
た
ら
-
商
品
生
産
の
分
野
を
中
心
に
'
棉
作
区
に
お
け
る
奮
土

布
の
生
産
地
に
も
侵
入
し
て
新
土
布
生
産

へ
の
韓
換
を
う
な
が
し
た
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
の
想
定
を
可
能
に
す
る
｡

か
-
し
て
'

一
八
八
〇
年
代
牛
ば
以
降
､
土
糸
に
封
し
て
債
格
の
鮎
で
歴
例
的
な
優
位
に
た
っ
た
イ
ン
ド
綿
糸
は
､
お
も
に
商
品
生
産
の
分
野
'

わ
け
て
も
強
靭
さ
の
要
求
さ
れ
る
経
糸
の
分
野
で
'
急
速
に
土
糸
を
駆
逐
し
て
農
村
市
場
に
浸
透
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
し
て
'

1
八

九

〇
年
代
に
は
急
速
な
鎮
高
傾
向
が
､
地
方
市
場
の
輸
入
綿
糸
流
通
業
者
に
､
取
引
決
済
上
の
き
わ
め
て
有
利
な
局
面
を
つ
-
り
だ
L
t
そ
の
積
極

的
な
取
引
意
欲
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
消
費
､
流
通
両
面
に
わ
た
る
中
開
市
場
の
構
造
が
'

l
八
九

〇
年
代

に
お
け
る
輸
入
綿
糸
の
爆
章
的
増
加
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
'
ま
ず
承
認
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
へ
徐
新
吾
氏
ら
の
推
計
に
よ
れ
ば
'
開
園
前
夜
の
一
八
四

〇
年
に
中
国
在
来
の
農
村
綿
業
は
'
六

一
〇
寓
捨
ほ
ど
の
土
糸
を
生
産
し
'

｢F()

そ
の
中
二
九

〇
寓
捨
ち
か
-
を
自
家
用
土
布
の
原
糸
'
三
二
〇
寓
据
あ
ま
り
を
商
品
用
土
布
の
原
糸
に
あ
て
た
と
い
う
｡
こ
の
推
計
を
'
機
械
製
綿

糸
の
普
及
過
程
と
対
照
す
る
な
ら
ば
'

一
八
九
九
年
の
三
七

一
寓
四
千
捨
に
の
ぼ
る
機
械
製
綿
糸
の
総
供
給
高
は
､
商
品
生
産
用
土
糸
と
の
代
替
化

と
い
う
面
で
は
'
た
と
え
そ
の
後
の
土
布
生
産
の
増
加
と
商
品
化
率
の
上
昇
を
勘
案
す
る
と
し
て
も
'
す
で
に

l
つ
の
臨
界
量
に
連
し
て
い
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
現
賓
の
展
開
は
'
自
家
用
と
商
品
用
を
戟
然
と
区
別
で
き
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
が
'
機
械
製
綿
糸
の
土
糸
と
の

代
替
化
が
'
コ
ス
-
計
算
の
な
り
た
つ
商
品
生
産
の
分
野
で
は
'
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
の
に
対
し
'
コ
ス
ト
で
は
な
-
現
金
支
出
を
最
少
限
に
と

ど
め
よ
う
と
す
る
意
識
の
は
た
ら
-
自
家
用
織
布
の
分
野
で
は
'
そ
う
た
や
す
-
な
か
っ
た
と
い
う
傾
向
は
否
足
し
が
た
い
｡

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程



東

方

学

報

五

一
八

と
も
あ
れ
'
中
国
農
村
市
場
の
一
つ
の
大
き
な
壁
が
輸
入
綿
糸
の
前
に
た
ち
は
だ
か
り
か
け
て
い
た
折
も
折
'
あ
た
か
も
タ
イ
ミ
ン
グ
を
あ
わ
せ

た
か
の
よ
う
に
'
輸
入
綿
糸
の
慣
格
競
争
力
を
さ
さ
え
て
き
た
銭
高
傾
向
が
ピ
ー
ク
を
す
ぎ
'

1
九
〇
四
､
〇
五
年
か
ら
は
急
激
な
銭
安
に
一
韓
し

た
た
め
'
輸
入
綿
糸
と
土
糸
の
債
格
差
は
'
解
消
な
い
し
再
逆
持
し
た
｡
こ
の
鏡
安
の
お
い
う
ち
を
う
け
て
'
輸
入
綿
糸
の
急
増
は
完
全
に
頓
挫
し

た
｡
債
格
差
が
決
定
的
な
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
農
村
市
場
で
は
'
機
械
製
綿
糸
は
経
糸
､
土
糸
は
緯
糸
と
'
そ
れ
ぞ
れ
得
意
の
分
野
を
中
心
に

共
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年
間
'
機
械
製
綿
糸
の
線
供
給
高
が
'
四
百
寓
槍
の
あ
た
り
で
停
滞
し
た
原
因
は
'
中
国
農
村

市
場
の
機
械
製
綿
糸
に
封
す
る
受
容
の
臨
界
量
と
い
う
要
素
と
'
鏡
安
傾
向
を
基
調
と
す
る
輸
入
綿
糸
の
消
費
者
債
格
急
騰
と
い
う
要
素
と
が
'
時

を
同
じ
く
し
て
作
用
し
た
鮎
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

三

一
九
二
〇
年
代
の
需
給
関
係

第
二
次
急
増
期
は
'
機
械
製
綿
糸
が
世
紀
の
か
わ
り
め
に
ぶ
つ
か
っ
た
臨
界
量
の
四
百
寓
捨
を
突
破
し
て
､
三
百
寓
槍
に
も
お
よ
ぶ
総
供
給
高
の

増
加
を
賓
現
し
た
.
そ
れ
を
可
能
に
し
た
中
開
市
場
の
構
造
的
襲
化
は
'
二
十
世
紀
最
初
の
二
十
年
間
に
す
で
に
萌
芽
し
て
い
た
｡
機
械
製
綿
糸
の

総
供
給
高
で
は
不
轡
で
あ
っ
た
停
滞
期
も
､
ひ
と
た
び
そ
の
内
部
に
た
ち
い
っ
て
観
察
す
る
と
へ
い
-
つ
か
の
大
き
な
轡
化
を
と
げ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
.
第

l
の
襲
化
は
'
第

1
園
を

一
見
す
れ
ば
明
白
な
よ
う
に
'
輸
入
分
が
減
少
し
た
か
わ
り
に
'
国
産
分
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
｡

一
九

〇
四
年
に
百
寓
蜂
を
突
破
し
た
国
産
の
機
械
製
綿
糸
は
､
そ
の
後
も
着
賓
に
生
産
を
の
ば
L
t

一
九

一
九
年
に
は
二
四
五
寓
五
千
港
に
達
し
て
'
自

給
率
も
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
た
も
の
と
推
測
で
き
る
｡
国
産
分
と
輸
入
分
の
比
率
は
二
十
年
で
完
全
に
逆
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
第
二
の
襲

化
は
'
輸
入
分
に
お
け
る
イ
ン
ド
綿
糸
と
日
本
綿
糸
の
シ
ェ
ア
の
逆
韓
で
あ
る
｡
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
も
'
最
初
の
十
年
間
は
イ
ン
ド
綿
糸
が
優

勢
を
し
め
て
い
た
が
'

一
九

1
0
年
代
に
は
い
る
と
'
日
本
綿
糸
の
急
伸
と
イ
ン
ド
綿
糸
の
凋
落
の
結
果
'

1
九

一
四
年
に
は
日
本
綿
糸

一
三
三
寓

｢-Tr)

二
千
捨
'
イ
ン
ド
綿
糸

二

三
寓
七
千
措
と
完
全
に
逆
韓

し

た

｡



第 6表 1905年前後の綿糸,綿花債格 (塘替 り海関雨)

出典)ルピーとの比償,輸出棉花,輸入綿糸は楊端六,侯厚培等 『六十五年来中国国際貿易統計』36,

46,151頁O南道銀歳比債は林拳百 『近代南通土布史』159-160貢｡上海 綿 糸 は Returnsof

TradeandTradeRe♪orts各年｡

備考)採算債は,(輪出綿花贋格×3.5+14両)÷3でだした｡債格記載の修正はしていない｡

中
国
近
代
に
お
け
る
横
桟
製
綿
糸
の
普
及
過
程

国
産
分
の
増
加
に
つ
い
て
は
論
ず
る
べ
き
こ
と
は
多
い
が
'
こ

こ
で
は
前
章
で
論
じ
た
銀
銭
比
債
の
い
ま
ひ
と
つ
の
展
開
局
面
と

い
う
範
囲
で
の
み
'
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
｡
厳
中
平
氏
は
お
も

に
対
外
関
係
の
硯
鮎
か
ら
中
開
近
代
綿
紡
織
業
史
の
時
期
区
分
を

す
る
の
で
'
日
清
戦
争
に
一
つ
の
劃
期
を
お
-
｡
い
っ
ぽ
う
方
顕

廷
氏
を
は
じ
め
'
園
内
紡
績
業
の
生
産
力
を
基
準
に
す
る
人
々
は
'

紡
錘
数
の
塔
加
速
度
を
て
が
か
り
に
一
八
九

〇
年

～
l
九

〇
五
年

を
草
創
期
'

一
九

〇
五
年

～
一
四
年
を
漸
進
期
と
し
て
日
清
戦
争｢Fi)

の
一
八
九
五
年
で
は
な
-
'

一
九

〇
五
年
に
一
つ
の
劃
期
を
お

く

｡

た
し
か
に

一
九

〇
五
年
は
'
生
産
設
備
ば
か
り
で
な
-
､
ほ
か
の

い
-
つ
か
の
指
標
を
と
っ
て
も
'
劃
期
と
な
る
年
で
あ
る
｡

N
orih
C
hi
na
H
e
ra
ld
の
記
事
を
も
と
に
'
中
井
英
基
氏

が
作
成
し
た
上
海
所
在
の
外
資
紡
四
紅
の
配
嘗
率
を
み
る
と
'

一

九

〇
四
年
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
無
配
で
あ
っ
た
各
社
が
､

一
九

〇
五

年
に
は
値
和

一
割
六
分
'
老
公
茂
八
分
､
瑞
記
五
分
の
配
普
を
だ

し
､
翌

〇
六
年
に
は
の
こ
る

一
つ
の
鴻
源
も
八
分
'
値
和
二
割
'

3Ei
E

瑞
記

一
割
､
老
公
茂
八
分
の
配
首
を
賓
現
し
て
い

る

｡

ま
た
同
時

代
の
観
察
者
も
､
中
国
の
紡
績
合
社
は
設
立
以
来
'
苦
し
い
経
営

を
つ
づ
け
t
と
-
に

一
九

〇
四
年
ま
で
の
数
年
は
各
社
と
も
敏
損

五

一
九



東

方

畢

級

五
二
〇

を
か
さ
ね
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

｢本
年

二

九
〇
五
年
〕
に
入
り
て
よ
り
は
各
紡
績
合
社
と
も
綿
糸

1
俵

〔梱
〕
に
つ
き
少
な
く
も
七
八
両

は
利
益
を
上
げ
つ
つ
あ
る
な
り
｣
と
'
経
営
環
境
の
一
撃
を
つ
た
え
て
い
る
.
こ
の
年

一
梱
あ
た
り
十
五
両
内
外
の
利
益
を
あ
げ
る
ケ
ー
ス
ま
で
出

31軌
E

来
し
た
そ
の
要
因
を
､
観
察
者
は

｢原
棉
安
直
な
る
に
拘
は
ら
ず
糸
債
常
に
高
位
に
あ
る
を
以

て

｣

と
'
い
わ
ゆ
る

｢紗
貴
花
購
｣
の
現
象
に
も
と

め
て
い
る
｡

1
九
〇
四
年
以
降
の
急
速
な
鏡
安
傾
向
は
'
既
述
の
よ
う
に
輸
入
綿
糸
の
銭
建
て
債
格
を
急
上
昇
さ
せ
'
輸
入
綿
糸
の
歴
倒
的
な
債
格
競
争
力
を

そ
ぐ
作
用
を
葦
揮
し
っ
つ
あ
っ
た
が
､
そ
の
反
面
'
第
六
表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
中
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
綿
花
の
銀
建
て
債
格
は
'

1
八

九
八
年
か
ら

一
九
〇
四
年
ま
で
銭
高
の
進
行
と
と
も
に
上
昇
し
つ
づ
け
'
つ
い
に
二
〇
両
を
こ
え
る
高
値
を
つ
け
た
の
が
'
こ
の
鏡
安
傾
向
へ
の
一

髪
も
作
用
し
て
､

1
九
〇
五
年
に
は

一
韓
し
て
ほ
ぼ
五
両
'
率
で
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
大
暴
落
を
み
た
の
で
あ
る
｡

一
方
'
上
海
綿
糸
の
銀
建
て

債
格
は
'
銀
安
傾
向
の
あ
お
り
も
あ
っ
て

一
八
九
九
年
か
ら

1
九
〇
五
年
ま
で
高
騰
し
っ
づ
け
た
輸
入
綿
糸
の
動
向
に
追
随
し
て
'

一
九
〇
四
年
ま

で
ほ
ぼ

一
本
調
子
の
高
騰
を
つ
づ
け
て
い
た
も
の
の
'
鏡
高
に
よ
る
綿
花
の
銀
建
て
慣
格
の
高
騰
で
帳
消
し
に
さ
れ
へ
採
算
割
れ
'
あ
る
い
は
採
算

ぎ
り
ぎ
り
が
常
態
で
あ
っ
た
o
と
こ
ろ
が

1
九
〇
五
年
は
'
綿
糸
が
わ
ず
か
〇
･
二
五
両
の
下
落
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
反
し
'
棉
花
が
五
両
も
暴
落

し
た
お
か
げ
で
'

一
括
普
り
六

･
五
五
両

(
一
梱
普
り

一
九

二
ハ
五
両
)
と
い
う
空
前
の
利
益
を
あ
げ
た
計
算
に
な
る
｡

上
海
綿
糸
は
'
そ
の
誕
生
以
来
'
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
お
も
な
市
場
と
し
て
き
た
｡
こ
の
域
内
で
は
'
内
閲
関
税
が
い
ら
な
い
の
に
勤
し
'
ほ
か

(28
)

の
開
港
場
へ
移
出
す
る
と
な
る
と
､
内
国
関
税
の
負
櫓
で
輸
入
綿
糸
に
債
格
の
鮎
で
対
抗
で
き
な
い
こ
と
も
､
そ
の
1
因
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'

一
九
〇
五
年
以
降
の
鏡
安
は
輸
入
綿
糸
の
競
争
力
を
そ
い
だ
反
面
'
中
図
綿
花
の
銀
建
て
債
格
暴
簿
と
い
う
作
用
で
'
中
国
紡
績
業
に
原
料
コ
ス
ト

の
大
幅
な
引
下
げ
を
も
た
ら
し
た
ば
か
り
で
な
-
'
勢
働
者
へ
の
賃
金
を
鎖
で
支
排
つ
て
い
た
紡
績
合
社

(地
方
の
紡
績
工
場
に
は
鏡
で
支
操
っ
て

い
た
例
が
あ
る
)
に
は
'
さ
ら
に
銀
建
て
で
の
生
産

コ
ス
ト
引
下
げ
を
も
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
結
果
'
上
海
綿
糸
は
江
南
以
外
の
地
方

で
も
､
あ
る
程
度
'
輸
入
綿
糸
に
対
抗
で
き
る
力
を
つ
け
た
よ
う
で
あ
る
｡

第
七
表
は
'
重
慶
に
お
け
る
上
海
綿
糸
と
イ
ソ
ド
綿
糸
の
標
準
債
格
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
｡
サ
ン
プ
ル
が
極
端
に
す
-
な
-
'
し
か
も
番
手



第7表 重慶での上海綿糸とインド綿糸の債格 (1梱普 り重慶雨)

出典) 『通商桑纂』第89,136,200艶) 『大日本紡績聯合合月報』第

143,245競 (明治37年7月25日,大正2年 1月25日)｡

も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
も
の
の
､

一
九

〇
四
年
ま
で
は
､
概
し
て
上
海
綿
糸
の
万
が

一
､
二
両
か
ら
五
両

も
割
高
で
あ
っ
た
の
に
､

一
九

二

一年
に
は
原
料
コ
ス
ト
の
割
合
が
た
か
い
十
番
手
で
は
'
イ
ン
ド
綿

糸
の
極
端
な
上
'
下
の
値
開
き
の
閲
に
お
さ
ま
る
程
度
に
'
ま
た
二
十
番
手
で
も
イ
ン
ド
綿
糸
の
最
高

値
に
接
近
し
た
と
い
う

一
端
の
傾
向
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡

一
九

〇
五
年
以
降
､
鏡
安
の
進
行
と
と
も
に
'
上
海
綿
糸
が
江
南
以
外
の
地
方
で
も
'
輸
入
綿
糸
と

の
競
争
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
趨
勢
は
'
二
年
ほ
ど
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
お
く
と
は
い
え
､
第
七
園
に

も
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
揚
子
江
中
流
域
で
の
銀
鏡
比
債
の
代
表
例
と
し
て
'
沙
市
で
の
比
債
を

第7圃 上海綿糸の移出高と沙市の銀鏡比債

(単位 :綿糸は捺,比債は 1海関爾皆り文)
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1150
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出典)上海綿糸移出高は ReturnsofTradeandTrade

Reborts1897-1919,PartⅡ,Shanghai.Foreign

TradeofChina1920,21,PartI.沙市銀鏡比債は

DecennialReports1892-1901,1902-ll,1912-21.

中
国
近
代
に
お
け
る
株
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

賓
線
で
あ
ら
わ
し
'
上
海

か
ら
ほ
か
の
地
方
'
お
お

く
は
揚
子
江
中
へ
上
流
域

へ
お
く
り
だ
さ
れ
た
国
産

機
械
製
綿
糸
(上
海
綿
糸
)

の
移
出
高
を
鮎
線
で
示
し

て
い
る
｡

1
九
〇
六
年
ま

で
は
最
高
で
も
二
六
寓
七

千
捺
に
す
ぎ
ず
'
鏡
高
の

ピ
ー
ク
で
あ
る

1
九

〇
三

年
に
は
十
寓
捨
に
ま
で
低

下
し
て
い
た
の
が
'

一
九

〇
六
年
を
底
に
〇
七
年
か

五
二

一



第8表 香港輸入のインド綿糸番手別構成

出典) 『通商垂簾』明治28年第13競 28-29頁O

備考) *印は18番手もふ くむ｡

第9表 上海におけるインド綿糸の番手別取引高 (単位-梱,カッコ内は%)

､盲訂､-1竺｣lO番手以下 L12 番 .宇 目 6 番 手 i20 番 手 l合 計

1892年11･12月

1897年 5･6月

1917年 1- 6月

6,583(27.7)

2,440(23.1)

17,348(52.4)

162(0.7)

163(1.5)

15,245(46.1)

5,797(24.4)

2,149(20.3)

496(1.5)

ll,217(47.2)

5,818(55.0)

出典)1892年は 『大日本綿糸紡績同業聯合食報告』第4,5競 (明治25年12月20日,26年 1月31日),1
1897年は, 『通商桑某』第68-71艶｡

1917年は ｢上海に於ける本年上半期の綿糸状況｣- 『大日本紡績聯合昏月報』第 302戟 (大正

6年10月25日)0

第10表 上海に輸入された日本綿糸の番手別割合 (%)

番 手時期 14番手以下 16 番 手 20 番 手 . 30番手以上

1904-06年三年平均 1.8 88.5 8.3 1.4

1911-13上牛年二年六月平均 0.7 63.7 26.0 '9.6

出典)1918年は第31次,第32次 『綿綿紡績事情参考書』(大正7年上半期,.同下牛期)｡其他は東fE同

文合調査編纂部 『支部之工業』大正 6年 2月 162頁 (原我は拙著 『五四時期の民族紡績業』

135京)0

五



ら
は
急
上
昇
に
轄
じ
､
第

一
次
世
界
大
戦
の
好
景
気
も
-
わ
わ
っ
た

一
九
二
〇
年
に
は

二

〇
寓
捨
に
ま
で
蓮
し
た
O

二
十
年
に
も
お
よ
ぶ
機
械
製
綿
糸
総
供
給
高
に
お
け
る
停
滞
期
の
間
に
､
上
海
紡
績
業
を
先
頭
と
す
る
中
国
紡
績
業
は
､
揚
子
江
流
域
を
主
と
す

る
全
図
市
場
に
お
い
て
､
急
激
な
鏡
安
傾
向
を
て
こ
に
し
て
輸
入
綿
糸
に
対
抗
し
う
る
賓
力
を
た
-
わ
え
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

停
滞
期
に
お
け
る
第
二
の
襲
化
は
'
輸
入
分
に
お
け
る
日
本
綿
糸
の
進
出
で
あ
っ
た
｡
日
清
戦
争
以
降
､
イ
ン
ド
綿
糸
の
後
塵
を
拝
し
て
中
国
市

場
に
参
入
し
た
日
本
綿
糸
も
'
最
初
の
う
ち
は
'
イ
ン
ド
綿
糸
の
き
り
ひ
ら
い
た
土
糸
の
代
替
品
と
い
う
用
途
に
､
需
要
先
を
も
と
め
た
｡
イ
ン
ド

綿
糸
が
お
も
に
'
十
番
手
と
二
十
番
手
で
市
場
を
開
拓
し
て
い
た
の
に
対
し
､
日
本
綿
糸
は
そ
の
中
閲
の
十
六
番
手
に
'
ほ
と
ん
ど

一
鮎
集
中
し
て

い
た
｡
ま
た
勢
力
範
囲
で
も
'
華
南
へ
揚
子
江
上
流
域
を
お
さ
え
る
イ
ン
ド
綿
糸
に
対
し
､
日
本
綿
糸
は
揚
子
江
中
流
域
か
ら
華
北
'
東
北
を
市
場

(29
)

と
し
た
｡

し
か
し
､
植
民
地
工
業
の
足
伽
を
は
め
ら
れ
て
い
た
イ
ン
ド
紡
績
業
が
'
長
-
低
番
手
綿
糸
の
生
産
に
甘
ん
じ
て
い
た
閲
に
'
原
綿
を
海
外
に
あ

お
が
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日
本
紡
績
業
は
､
原
綿
コ
ス
ト
の
割
合
が
相
対
的
に
ひ
-
-
生
産

コ
ス
ト
の
割
合
が
相
封
的
に
た
か
い
高
番
手
綿
糸
の
生

産
割
合
を
徐
々
に
た
か
め
て
い
っ
た
｡
第
八
表
は
イ
ン
ド
綿
糸
が
本
格
的
に
中
国
市
場
へ
進
出
し
は
じ
め
た
時
期
の
香
港
輸
入
分
の
番
手
別
構
成
で

あ
る
｡
日
本
へ
の
再
輸
出
'
香
港
で
の
消
費
分
も
ふ
-
ん
で
い
る
の
で
'

一
概
に
中
国
市
場
の
消
費
を
反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
'

一

つ
の
参
考
に
は
な
る
｡
二
十
番
手
超
過
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
鮎
'
二
十
番
手
が
わ
ず
か
五
年
で
四
五

･
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
'
二
七

･
五
パ
ー

セ
ン
ト
へ
急
降
下
し
て
い
る
鮎
な
ど
が
目
を
ひ
-
｡
純
粋
に
中
国
だ
け
と
限
定
す
れ
ば
'
第
九
表
が
'
上
海
に
お
い
て
取
引
さ
れ
た
イ
ン
ド
綿
糸
の

番
手
別
梱
教
を
示
し
て
い
る
｡
比
較
す
る
月
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
'
二
十
番
手
'
二
分
の
一
'
十
番
手
'
十
六
番
手
'
各
四
分
の
一
と
い
う

割
合
で
､
中
国
市
場
に
浸
透
し
は
じ
め
た
イ
ン
ド
綿
糸
が
､
急
伸
期
の
一
八
九
七
年
に
や
や
高
番
手
化
の
傾
向
を
み
せ
な
が
ら
､
最
終
的
に
は
十
番

手
と
十
二
番
手
に
後
退
し
て
い
っ
た
筋
道
が
み
て
と
れ
る
｡
現
象
だ
け
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
'
イ
ン
ド
綿
糸
は
､
年
を
へ
る
に
つ
れ
て
'
土
糸
の

代
替
品
と
い
う
性
格
を
ま
す
ま
す
つ
よ
め
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

一
方
へ
上
海
に
輸
入
さ
れ
た
日
本
綿
糸
は
､
第
十
表
の
よ
う
に
､
最
初
の
内
こ
そ
'
十
六
番
手
と
い
う
土
糸
の
代
替
品
に
集
中
し
て
い
た
も
の
の
､

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

五
二
三



東

方

学

報

五
二
四

短
期
間
の
う
ち
に
'
二
十
番
手
か
ら
､
さ
ら
に
二
十
番
手
超
過
の
分
野
へ
シ
フ
ト
L
へ

一
九

一
八
年
に
は
二
十
番
手
超
過
が
す
で
に
四
分
の
一
を
し

め
る
に
い
た
っ
て
い
た
｡
さ
ら
に
中
国
全
鰻
へ
の
輸
出
傾
向
で
い
っ
て
も
'
二
十
番
手
超
過
が

1
九

一
九
年
に
三
分
の
一
を
こ
え
へ
二
四
年
に
は
ほ

(訓
)

と
ん
ど
六
割
を
し
め
る
状
況
で
あ
っ

た

｡

周
知
の
よ
う
に
'

一
九
〇
五
年
を
さ
か
い
に
､
直
隷
な
ど
新
興
織
布
地
帯
で
は
､
日
本
か
ら
導
入
し
た
織
輪
織
機
と
い
う
新
し
い
生
産
手
段
で
'

四
十
番
手
以
上
の
綿
糸
を
用
い
た
､
幅
贋
の
精
巧
な
綿
布
の
生
産
が
開
始
さ
れ
た
｡
折
か
ら
お
こ
っ
た
対
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
の
過
程
で
'
こ
の
綿

布
に
は

｢愛
国
布
｣
と
い
う
名
桐
が
冠
せ
ら
れ
る
が
'
要
は
'
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
機
械
製
綿
布
に
括
抗
し
う
る
品
質
を
そ
な
え
て
い
た
こ

((7;)

と
で
'
外
国
製
品
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
象
徴
的
国
産
品
と
い
っ
た
呼
稀
を
え
た
わ
け
で
あ
る
｡
啓
土
布
の
代
替
品
と
し
て
機
械
製
太
糸
で
織
ら
れ
た
土
布

を
新
土
布
と
よ
ん
だ
の
に
対
し
'
機
械
製
綿
布
の
代
替
品
を
め
ざ
し
'
機
械
製
綿
糸
を
原
糸
に
し
て
織
輪
機
で
織
ら
れ
た
幅
虞
の
精
巧
な
土
布
を
改

良
土
布
と
よ
ん
で
区
別
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
｡
こ
の
改
良
土
布
が
日
本
綿
糸
の
中
国
市
場
へ
の
本
格
的
な
参
入
と
前
後
し
て
生
産
さ
れ
は
じ
め
た
の

は
'
け
っ
し
て
偶
然
の
な
せ
る
わ
ざ
で
は
な
い
｡

つ
ま
り
へ
日
本
綿
糸
は
最
初
は
'
イ
ン
ド
綿
糸
と
同
じ
-
土
糸
の
代
替
品
す
な
わ
ち
新
土
布
の
原
糸
と
し
て
'
中
国
市
場
に
参
入
し
た
の
で
あ
る

が

､

一
九
〇
五
年
以
降
は
機
械
製
綿
布
の
代
替
品
で
あ
る
改
良
土
布
の
原
糸
と
い
う
'
新
た
な
需
要
の
分
野
を
獲
得
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
.
い
さ

さ
か
単
純
に
す
ぎ
る
区
別
で
は
あ
る
が
t
か
り
に
二
十
番
手
以
下
の
機
械
製
綿
糸
を
新
土
布
の
原
糸

(
こ
こ
で
は
機
械
製
綿
糸
が
新
土
布
の
経
糸
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
事
情
を
考
慮
し
て
'
二
十
番
手
ま
で
を
土
糸
の
代
替
品
と
み
な
し
て
お
-
)
'

二
十
番
手
超
過
の
そ
れ
を
改
良
土
布

の
原
糸
と
分
類
す
る
な
ら
ば
'
日
本
綿
糸
は

一
九
二
四
年
を
さ
か
い
に
'
蕃
土
布
の
代
替
品
生
産
よ
り
も
機
械
製
綿
布
の
代
替
品
生
産
の
分
野
に
t

よ
り
多
-
の
需
要
先
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
｡
こ
の
意
味
で
'
日
本
綿
糸
と
イ
ン
ド
綿
糸
は
､
同
じ
輸
入
綿
糸
と
は
い
え
'
あ
る
時
鮎
か

ら
中
国
市
場
に
お
け
る
機
能
に
は
あ
き
ら
か
な
蔀
離
が
生
じ
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
｡

中
国
紡
績
業
の
全
図
市
場
進
出
と
'
日
本
綿
糸
の
急
伸
と
高
番
手
化
と
い
う
'
以
上
二
つ
の
大
き
な
変
化
は
'
孤
立
し
た
二
つ
の
現
象
と
し
て
あ

っ
た
の
で
は
な
く

た
が
い
に
相
互
作
用
を
お
よ
ほ
し
あ
い
な
が
ら
'
中
国
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
需
要
構
造
を
か
え
て
い
っ
た
.
そ
の
需
要
構



第11表 上海在華紡綿糸番手別月産高

∵ 14番手以下 16 番 手 2*Ow 番15%卜票 芋&% 合 計梱 1E% 梱 l%

1920年1月 300 1.8 13,160 76.8 3,668 21.4 2,025 5.9 17,128

1926年10月 1,650 4.0 18,000 43.1 18,700 44.8 3,400 8.1 41,750

1926年12月 1,950 4.5 17,300 40.2 19,320 44.8 4,510 10.5 43,080

1927年 5月 1,059 2.8 13,000 35.0 16,200 43.7 6,850 18.5 37,100

1927年8月 1,100 3.0 ll,050 29.6 18,348 49.2 6,788 18.2 37,286

出典)1920年 1月は拙著 『五四時期の民族紡績業』139頁.1924年夏は,産山正一 ｢上海に於ける邦

人紡績業｣-紳声高等商業撃校 『大正十三年夏期海外施行調査報告』240-241貢01926年10月,

1927年10月は ｢日廠方面之棉紗成本計算｣- 『紡織時報』欝458競 (民国16年11月14日)01926

年12月,1927年 8月は ｢上海日廠均荘全力改紡細砂｣- 『紡織時報』第441琉 (民国16年 9月

15日)O1927年 5月は ｢特殊権利下之在華日商紡績勢力｣- 『紡織時報』第424軟 (民国16年7

月18日)｡1929年は東盃経済調査局編 『支部紡績業の吏達とその格来』29頁｡

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

造
の
奨
化
は
'
お
も
に
改
良
土
布
生
産
の
摸
大
と
､
紡
績
工
場
に
お
け
る
兼
営
織

布
の
襲
展
と
い
う
二
つ
の
鮎
に
求
め
ら
れ
る
｡
ま
ず
'
改
良
土
布
の
原
糸
で
あ
る

中
糸
､
純
系
の
供
給
状
況
か
ら
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

周
知
の
よ
う
に
第

1
次
世
界
大
戦
を
は
さ
ん
で
'
日
本
綿
糸
は
急
速
に
中
国
市

場
で
の
輸
出
競
争
力
を
喪
失
し
て
い
っ
た
｡
と
-
に
'
原
稿
コ
ス
ト
の
割
合
が
た

か
い
低
番
手
綿
糸
で
は
'
す
で
に
第

一
次
大
戦
前
か
ら
競
争
力
を
つ
け
た
中
国
綿

糸
に
た
ち
う
ち
で
き
な
い
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
た
｡

｢在
華
紡
｣
と
い
う
か
た

ち
の
資
本
輸
出
の
動
機
の
一
つ
は
'

｢大
系
工
場
を
支
那
に
興
す
べ
し
｣
と
い
う

富
士
瓦
斯
紡
績
社
長
和
田
豊
治
の
主
張
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
へ
こ
の
劣
勢
を
挽

回
す
る
た
め
'
日
本
の
園
内
工
場
と
現
地
工
場
と
の
閲
で
垂
直
分
業
を
お
こ
な
う

｢32
)

と
い
う
構
想
に
あ
っ
た
｡

か
く
し
て

｢在
華
紡
｣
は
土
糸
の
代
替
品
で
あ
る
大
系
の
生
産
を
う
け
も
ち
'

日
本
国
内
の
紡
績
工
場
は
改
良
土
布
の
原
糸
と
な
る
は
ず
の
中
糸

･
細
糸
を
う
け

も
つ
と
い
っ
た
垂
直
分
業
の
確
立
を
め
ざ
し
て
'
大
規
模
な
資
本
輸
出
が
は
じ
ま

っ
た
｡
し
か
し
そ
れ
も
つ
か
の
ま
'
二
〇
年
代
に
は
い
る
と
'
中
国
と
日
本
の
生

産
コ
ス
-
は
さ
ら
に
大
き
な
開
き
を
生
じ
'
二
十
番
手
超
過
の
中
糸

･
綿
糸
の
分

野
で
も
日
本
綿
糸
は
輸
出
競
争
力
を
う
し
な
い
'
そ
の
生
産
は

｢在
華
紡
｣
に
よ

っ
て
肩
が
わ
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
第
十

1
表
か
ら
は
'
季
節
襲
動
を
考
慮

に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
､
二
〇
年
代
を
通
じ
て

｢在
華
紡
｣
が
'
二
十

五
二
五



第12蓑 1923年山東に於ける青島綿糸の番手別販茸高

東

方

単

級

出典)佐々木藤一 ｢青島紡績業に就きて｣一紳声高等商業学校 『大正十三年夏期海外旋行調査報告』

269-270貢｡

備考)※印は他省｡太字は改良土布の生産触 手護については未詳｡

五
二
六

番
手
超
過
の
分
野
に
お
け
る
輸
入
日
本
綿
糸
急
減
の
あ
と
を
う
め
る
よ

ぅ
に
'
高
番
手
牝
を
お
し
す
す
め
て
い
っ
た

一
定
方
向
の
状
況
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
｡

一
九
二
〇
年
に
は
'

｢在
華
紡
｣
の
綿
糸
は
'

か
つ
て
の
輸
入
日
本
綿
糸
と
同
じ
-
'
十
六
番
手
綿
糸
に
ほ
と
ん
ど
集

中
し
､
二
十
番
手
も
少
し
は
あ
っ
た
も
の
の
'
二
十
番
手
超
過
は
皆
無

で
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
'
輸
入
日
本
綿
糸
の
凋
落
が
決
定
的
と
な
っ
た

一

九
二
四
年
を
さ
か
い
に
'
高
番
手
化
が
,一
撃
に
加
速
し
､

一
九
二
九
年

に
は
二
十
番
手
超
過
が
三
分
の
一
を
し
め
る
に
い
た
っ
た
｡
こ
の
年
の

｢在
華
紡
｣
綿
糸
の
番
手
別
構
成
は
､
ち
ょ
う
ど
十
年
ま
え
の
一
九

一

九
年
に
お
け
る
輸
入
日
本
綿
糸
の
番
手
別
構
成

(十
四
番
手
以
下
'
〇

･
八
パ
ー
セ
ソ
ー
'
十
六
番
手
'
二
四

･
四
パ
ー
セ
ン
ト
'
二
十
番
手
'

(33
)

三
七

･
1
パ
ト
セ
ソ
ー
'
三
十
番
手
以
上
'
三
七

･
六
パ
ー
セ
ン

ト

)

に
近
似
し
て
い
る
｡
輸
入
日
本
綿
糸
撤
退
の
あ
と
を
:

｢在
華
紡
｣
綿

糸
が
完
全
に
う
め
た
と
い
え
る
｡
輸
入
日
本
綿
糸
が
き
り
ひ
ら
い
た
改

良
土
布
の
原
糸
と
い
う
新
た
な
需
要
先
も
'
も
ち
ろ
ん

｢在
華
紡
｣
綿

糸
が
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
｡

第
十
二
表
は
､

一
九
二
三
年
に
お
い
て
'
青
島
か
ら
出
荷
さ
れ
た
機

械
製
綿
糸

(輸
入
日
本
綿
糸
､
青
島
の

｢在
華
紡
｣
綿
糸
)
が
'
山
東

省

(隣
接
の
省
も

1
部
ふ
-
む
)
の
ど
の
地
方
で
､
ど
の
よ
う
な
番
手



第13表 民族紡の綿糸番手別生産比率の襲化 (%)

出典)1932年は王子建,王鏡中 『七省華南紗廠調査報告』国立中央研究院社台科挙研究所叢刊第 7種

商務印書館 民図24年11月 附録Ⅰ頁｡1917-20年は拙著 『五四時期の民族紡績業』138-139

貢｡

別
構
成
で
消
費
さ
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
.

一
九
二
三
年
と
い
え
ば
､
第

一
次
世
界
大
戦
後
｢
族
生

し
た
青
島
の

｢在
華
紡
｣
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
た
時
期
で
あ
り
'
輸
入
日
本
綿
糸
か
ら

｢在
華
紡
｣
綿

糸

へ
の
韓
換
が
は
じ
ま
っ
た
過
渡
期
に
位
置
す
る
｡
二
十
番
手
超
過
の
絶
対
量
'
あ
る
い
は
比
率
が

と
び
ぬ
け
て
た
か
い
の
ほ
'
済
南
､
准
願
'
昌
邑
､
そ
し
て
隣
省
'
直
隷
の
高
陽
で
あ
る
｡
い
ず
れ

(I);)

も
'
織
輪
機
に
よ
る
改
良
土
布
の
織
布
で
有
名
な
地
方
で
あ

る

｡

と
-
に
三
〇
年
代
に
'
高
陽
を
ぬ

き
さ
っ
て
全
国
屈
指
の
改
良
土
布
の
産
地
と
な
っ
た
離
解
'
昌
邑
は
､
青
島
の

｢在
華
紡
｣
か
ら
提

供
さ
れ
る
安
慣
な
高
番
手
綿
糸

(謬
酒
鉄
道
の
沿
線
で
青
島
に
近
い
の
で
'
流
通
経
費
が
ほ
と
ん
ど

｢3
)

か
か
ら
な
い
)
を
原
動
力
に
､
そ
の
地
位
を
き
ず
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

他
方
'
民
族
紡
績
業
も
へ
そ
の
誕
生
以
来
な
が
-
'
土
糸
の
代
替
品
た
る
太
糸
を
手
が
け
'
イ
ン

ド
綿
糸
も
日
本
綿
糸
も
も
た
な
い
十
四
番
手
と
い
う
滞
日
の
領
域
も
開
拓
し
て
い
た
｡
し
か
し

｢黄

金
時
期
｣
を
経
過
し
て

｢在
華
紡
｣
の
雪
崩
れ
的
な
進
出
が
は
じ
ま
る
と
､

｢在
華
紡
｣
と
あ
ま
り

市
場
圏
の
か
さ
な
ら
な
い
地
方
の
民
族
紡
ほ
ま
だ
し
も
'

｢在
華
紡
｣
と
競
合
す
る
沿
海
地
方
'
と

り
わ
け
上
海
の
民
族
紡
ほ
へ

｢在
華
紡
｣
と
の
対
抗
上
､
た
と
え
後
手
に
ま
わ
る
う
ら
み
は
の
こ
し
/

つ
つ
も
､
や
は
り
高
番
手
化
を
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡

い
ま
'

一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
民
族
紡
の
高
番
手
化
の
趨
勢
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
る
数
字
は
も

ち
あ
わ
せ
な
い
も
の
の
､
十
年
あ
ま
り
の
閲
の
襲
化
を

一
瞥
す
る
資
料
と
し
て
'
第
十
三
表
を
作
成

し
た
｡
後
牛
の
一
九
三
二
年
の
数
値
は
'
三
二
年
十

一
月
か
ら
三
三
年
六
月
に
か
け
て
七
ケ
月
あ
ま

り
を
つ
い
や
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
中
国
人
の
貴
地
調
査
に
も
と
づ
い
て
い
る
｡
そ
れ
に
反
し
て
前
牛

は
､

l
九

一
七
年
の
地
方
は
董
麿
銀
行
調
査
課
'

一
九
二
〇
年
の
上
海
は
上
海
日
本
綿
糸
同
業
脅
'

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程



東

方

畢

報

五
二
八

と
そ
れ
ぞ
れ
日
本
人
が

一
部
推
計
を
ま
じ
え
て
わ
り
だ
し
た
比
率
で
あ
る
｡
と
-
に

一
九
二
〇
年
の
上
海
は
'

1
月
だ
け
の
数
値
に
も
と
づ
い
て
い

る
の
で
'
と
う
ぜ
ん
季
節
的
な
偏
り
が
想
定
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
精
粗
ま
ち
ま
ち
の
数
値
で
は
あ
る
も
の
の
'
そ
れ
ら
の
比
較
か
ら
は
'
二
〇
年

代
に
お
け
る
襲
化
が

1
定
の
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
｡

一
九
二
〇
年
以
前
に
お
い
て
ほ
'

｢在
華
紡
｣
で
す
ら
二
十
番
手
超
過
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ

っ
た
｡
民
族
紡
で
も
事
情
は
同
じ
で
､
二
十
番
手

超
過
の
分
野
は
輸
入
日
本
綿
糸
の
ほ
ぼ
猫
占
市
場
で
あ
っ
た
｡
民
族
紡
は
地
方
'
上
海
を
と
わ
ず
'
か
つ
て
の
輸
入
日
本
綿
糸
の
猫
壇
場
で
あ
っ
た

十
六
番
手
に
生
産
の
主
力
を
お
い
て
い
た
｡
地
方
で
は
十
四
番
手
以
下
を
三
分
の
一
ほ
ど
生
産
し
て
'
イ
ン
ド
綿
糸
と
対
抗
し
て
い
た
の
に
た
い
L
t

上
海
で
は
二
十
番
手
を
十
五
パ
ー
セ
ソ
ー
生
産
し
て
､
さ
き
の
第
十

丁
表
の

｢在
華
紡
｣
に
ち
か
い
番
手
別
構
成
で
あ
っ
た
｡
こ
の
時
鮎
で
す
で
に
'

地
方
と
上
海
の
格
差
は
明
瞭
で
あ
っ
た
｡

一
九
三
二
年
に
な
る
と
'
地
方
で
は
'
十
四
番
手
以
下
の
比
率
は
さ
ほ
ど
か
わ
ら
な
い
も
の
の
､
十
六
番
手
が
牛
減
し
て
'
二
十
番
手
'
四
分
の

1
㌧
さ
ら
に
わ
ず
か
三
パ
ー
セ
ソ
ー
な
が
ら
二
十
番
手
超
過
も
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

1
万
上
海
で
は
'
生
産
の
主
力
は
完
全
に
二
十
番
手
に

う
つ
っ
て
四
割
以
上
を
し
め
'
二
十
番
手
超
過
も
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
､
二
〇
年
の
二
十
番
手
の
比
率
が

一
段
上
昇
し
た
か
た
ち
に
な
っ
た
｡
番
手

別
構
成
が

｢其
他
｣
も
ふ
-
め
て
分
散
し
て
し
ま
っ
た
分
'
上
海
と
地
方
の
格
差
は
い
さ
さ
か
不
分
明
に
な
っ
た
感
も
あ
る
が
'
二
十
番
手
に
お
け

る
十
七
パ
ー
セ
ソ
-
の
差
'
二
十
番
手
超
過
に
お
け
る
十

1
パ
ー
セ
ン
ト
の
差
は
､
両
者
の
格
差
が
二
〇
年
代
を
通
じ
て
t
よ
り
い
っ
そ
う
ひ
ろ
ま

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

民
族
紡
全
鰹
で
は
'
二
十
番
手
が
三
分
の
一
以
上
で
主
力
と
な
り
'
二
十
番
手
超
過
も

1
割
ち
か
-
を
し
め
る
に
い
た
っ
た
｡
こ
の
大
き
な
襲
化

が

'
1
九
二
〇
年
代
の
ど
の
時
鮎
か
ら
は
じ
ま
っ
た
か
は
､
い
ま
の
と
こ
ろ
詳
ら
か
に
で
き
な
い
も
の
の
'

1
九

一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
前
年
に

か
け
て
の
輸
入
日
本
綿
糸
'
二
〇
年
代
後
年
か
ら
の

｢在
華
紡
｣
綿
糸
が
た
ど
っ
た
高
番
手
化
の
道
を
'
民
族
紡
も
ま
た
お
-
れ
ば
せ
な
が
ら
あ
ゆ

み
は
じ
め
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
'
お
そ
ら
-

一
九
二
〇
年
代
後
年
か
ら

｢在
華
紡
｣
に
追
随
す
る
か
た
ち
で
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
民
族
紡
綿
糸
の
高
番
手
化



第14表 1932-35年各国籍紡績工場番手別綿糸出荷高 (単位-公捻)

出典)厳中平 『中国棉紡織史稿』365-366頁より作成｡

備考)出荷高には,兼営織布の原糸はふくまない｡20番手超過には,ごく少量の未詳分もふくむ｡

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

は
'
上
海
と
地
方
と
の
閲
で
か
な
り
大
き
な
格
差
を
と
も
な
い
な
が

ら
'
改
良
土
布
の
原
糸
供
給
に
新
た
な
培
い
手
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
.
そ
の
l
鷹
の
締
結
が
'

1
九
三
〇
年
代
前
年
に
お
け
る

5配
血

資
本
国
籍
別
の
番
手
別
綿
糸
出
荷
高
を
示
し
た
第
十
四
表
で
あ
る
｡

イ
ギ
リ
ス
紡
は
絶
対
量
が
す
-
な
い
の
で
無
税
す
る
と
し
て
'
二
十

番
手
超
過
の
出
荷
高
で
は
'
や
は
り

｢在
華
紡
｣
が
教
歩
リ
ー
ド
し

て
い
た
｡
番
手
別
比
率
で
も

｢在
華
紡
｣
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
前
後

に
及
び
へ
し
か
も
年
を
お
う
ご
と
に
着
賓
に
比
率
を
上
昇
さ
せ
て
い

る

(四
年
で
約
五
パ
ー
セ
ソ
ー
上
昇
)
の
に
対
し
'
民
族
紡
ほ
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
の
線
を
は
さ
ん
で
足
ぶ
み
し
て
い
る
｡
さ
き
の
第
十
三

表
の
民
族
紡
に
お
け
る
上
海
と
地
方
の
格
差
と
か
さ
ね
て
み
る
と
'

｢在
華
紡
｣
'

上
海
民
族
紡
'
地
方
民
族
紡
と
い
う
三
者
の
閲
に
'

垂
直
分
業
態
勢
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の
よ
う
な
垂
直
分
業
か
ら
生
産
さ
れ
た
中
開
綿
糸
は
い
か
に
消

費
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
九
三
四
年
に
お
け
る
需
襲
状
況
を
山

東
'
湖
南
､
四
川
の
三
省
に
つ
い
て
み
る
と
､
第
十
五
表
の
よ
う
に

な
る
｡
山
東
は
'
青
島
の

｢在
華
紡
｣
の
ほ
ぼ
猫
占
市
場
で
あ
る
の

に
対
し
'
湖
南
､
四
川
は
と
も
に
'
上
海
'
漢
ロ
'
長
抄
の
各
民
族

紡
が
番
手
別
に
勢
力
分
野
を
わ
か
ち
あ
っ
て
い
た
市
場
で
あ
る
｡
改

五
二
九



第15蓑 1934年綿糸番手別消費高

東

方

翠

級

出典)山東は 『山東紡績業の概況』北支経済資料第12輯 満城天津事務所調査課 昭和11年 3月 27

貢O湖南は孟撃思編 『湖南之棉花及棉紗』下霜 湖南省経済調査所叢刊 民国24年 7月 21貢｡

四川は ｢四川之棉紗業｣- 『四川月報』第5巻第1競 (民図23年 7月)18-22頁｡

五
三
〇

良
土
布
の
生
産
で
は
'
つ
ね
に
一
歩
を
先
ん
じ
て
い
た
山
東
で
は
'
二
十
番
手
超
過
が
す
で
に
三
分
の
一
に

せ
ま
っ
て
い
た
｡
か
つ
て
イ
ン
ド
綿
糸
の
猫
占
市
場
で
あ
っ
た
四
川
で
は
'
十
四
番
手
以
下
と
二
十
番
手
に

両
極
分
解
し
て
い
る
が
'
な
お
土
糸
の
代
替
品
を
求
め
る
需
要
傾
向
が
濃
厚
で
あ
る
｡
湖
南
で
も
'
二
十
番

手
超
過
の
割
合
は
や
や
高
ま
っ
て
い
る
も
の
の
'
四
川
と
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
の
市
場
で
あ
っ
た
｡

か
か
る
地
域
差
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
､
中
国
全
鰹
で
は
'
第
十
四
表
の
よ
う
に
'

一
九
三
三
年
に
'
二

十
番
手
超
過
の
綿
糸
を
'
七
九
寓
三
千
公
捨
-
一
三

l
寓

1
千
槍

(
一
据
=
〇

二
ハ
〇
四
八
公
港
で
換
算
)

も
出
荷
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
あ
と
の
計
算
と
の
関
係
か
ら

一
九
三
四
'
三
五
年
の
平
均
を
だ
す

と
'
七
五
寓
二
千
公
捧
=

l
二
四
寓
三
千
括
に
な
る
｡

一
九

一
九
年
に
は
二
十
番
手
超
過
の
綿
糸
は
､
中
国

閣
内
で
は

一
切
生
産
せ
ず
'
日
本
綿
糸
と
イ
ギ
リ
ス
綿
糸
の
み
が
供
給
し
て
い
た
と
慣
定
す
れ
ば
'
そ
の
供

給
高
は
'
十
八
寓
八
千
捨

(
た
だ
し
イ
ギ
リ
ス
綿
糸
は
六
六
籍
に
す
ぎ
な
い
)
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

一
方
'

1
九
三
四
､
三
五
年
の
平
均
供
給
高
は
'
二
寓

一
千
接
の
輸
入
綿
糸
が
す
べ
て
二
十
番
手
超
過
で
あ
っ
た
と

慣
定
す
る
と
'
出
荷
高
と
あ
わ
せ
て

二

一六
寓
四
千
据
と
な
り
'

1
九

一
九
年
に
比
べ
て
t

l
〇
七
寓
六
千

捨
ふ
え
た
計
算
に
な
る
｡
機
械
製
綿
布
の
代
替
品
た
る
改
良
土
布
の
生
産
披
大
が
'
こ
の
新
た
な
機
械
製
綿

糸
の
中
糸
､
綿
糸
の
分
野
で
の
需
要
増
加
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
｡

い
ま
ひ
と
つ
の
需
要
構
造
の
襲
化
を
し
め
す
紡
績
工
場
の
乗
督
織
布
に
つ
い
て
は
､
も
は
や
多
-
を
述
べ

る
必
要
は
あ
る
ま
い
｡
紡
績
の
高
番
手
化
が
t
よ
り
附
加
慣
値
の
た
か
い
製
品
を
生
産
す
る
と
い
う
鮎
で
､

紡
績
業
顎
展
の
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
る
と
す
れ
ば
'
紡
績
工
場
の
兼
営
織
布
へ
の
進
出
は
'
綿
糸
と

い
う
牛
製
品
よ
り
も
､
い
っ
そ
う
附
加
慣
値
の
た
か
い
綿
布
と
い
う
全
製
品
を
生
産
す
る
と
い
う
意
味
で
'

さ
ら
に
い
ち
だ
ん
高
い
考
展
段
階
を
し
め
す
'''1
ロ
メ
ー
タ
ー
と
い
え
る
o

｢在
華
紡
｣
は
'

1
九
二
〇
年
代



牛
ば
の
高
番
手
化
開
始
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
-
し
て
'
兼
営
織
布

へ
の
進
出
の
歩
調
も
ほ
や
め
は
じ
め
た
｡

第
八
園
は
'

｢在
摩
紡
｣
の
紡
錘
教

(太
い
賓
線
)
と
織
機
教

(太
い
鮎
線
)
'

民
族
紡
の
紡
錘
敷

(細
い
音
線

)
と
織
機
数

(細
い
鮎
線
)
に

つ
い
て
､

一
九

一
九
年
を

l
O
O
と
す
る
指
数
を
-
ら
べ
た
も
の
で
あ
る
.

｢在
華
紡
｣
と
民
族
紡
の
封
比
で
い
え
ば
'
｢民
族
工
業
の
黄
金
時
期
｣

の
飴
熱
が
の
こ
っ
て
い
た

一
九
二
三
年
ま
で
ほ
､
民
族
紡
の
方
が
護
展
の
速
度
が
ほ
や
い
が
､
そ
の
後
は

｢在
華
紡
｣
が
大
き
-
水
を
あ
け
る
こ
と

に
な
る
｡
と
り
わ
け
'
織
機
数
で
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
｡

｢在
華
紡
｣
も
民
族
紡
も
'
二
〇
年
代
牛
ば
ま
で
は
､
紡
錘
数
の
増
加
が
織
機
数

の
そ
れ
を
上
ま
わ
っ
て
い
た
の
が
､
二
五
年
か
ら
二
六
年
に
か
け
て
逆
韓
し
た
｡
乗
薯
織
布

へ
の
進
出
を
加
速
し
た
状
況
が
う
か
が
え
る
｡

｢在
華

紡
｣
の
場
合
'
織
機
教
は
わ
ず
か
十
年
で
､
十
倍
に
ふ
え
た
わ
け
で
あ
る
｡

第8圃 ｢在華紡｣と民族紡の紡錘教 ･織機数の指数

(1919年-100)

JJ∫
r在華紡｣JJ
織機敷 J

J
JJJJ′J■■■■■■

′

/民族紡
/織機数

1,000

中
閥
近
代 800
ここ
お
汁
る
機
械 600
製
棉
糸
の
I･uJ.

最 500
過
程

300

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

出典)丁誕賢 ｢中国近代政器棉紡工業設備,資本,産量,塞

億的統計和低量｣- 『中国近代経済史研究資料』(6)

(1987年4月)

あ
る
推
計
に
よ
れ
ば
'

一
九

1
九

年
の
兼
営
織
布
の
生
産
高
は
'
三
五

三
寓
四
千
疋
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
い

(i,:)
う
｡

一
疋
あ
た
り
十

一
･
二
ポ
ン
ド

の
綿
糸
を
も
ち
い
る
と
す
れ
ば
'
合

計
二
九
寓
七
千
接
の
綿
糸
を
滑
費
し

た
計
算

に

な

る
｡

一
方
巌
中
平
氏
の

紹
介
す
る
統
税
署
の
報
告
に
よ
れ
ば
､

一
九
三
四
㌧
三
五
年
の
平
均
で
は
'

一
四
三
寓

一
千
公
揖
=

二
三
六
寓
六

千
槍
の
綿
糸
が
乗
督
織
布
に
消
費
さ

(
38)

れ
た
と
い

う｡
両
者
の
差
､
二
〇
六

五
三

一



東

方

畢

報

寓
九
千
捨
が
'
二
〇
年
代
に
お
い
て
乗
皆
織
布
が
う
み
だ
し
た
機
械
製
綿
糸
の
新
た
な
需
要
増
加
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

以
上
の
よ
う
に
わ
り
だ
さ
れ
た
改
良
土
布

(
よ
-
正
確
に
は
二
十
番
手
超
過
綿
糸
を
原
糸
と
す
る
土
布
)
の
増
加
分
'

一
〇
七
寓
六
千
捨
'
乗
薯

織
布
の
増
加
分
'
二
〇
六
寓
九
千
櫓
を
あ
わ
せ
る
と
'
三

一
四
寓
五
千
塘
と
な
り
'
第
二
次
急
増
期
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
総
供
給
高
の
増
加
分
'

(39
)

三
〇
八
寓
三
千
槍
を
十
分
に
吸
収
し
う
る
量
に
連
す
る
.
第
二
次
急
増
期
の
需
要
増
加
は
'
中
開
市
場
に
お
け
る
改
良
土
布
と
乗
薯
織
布
の
襲
展
に

起
因
す
る
も
の
と
み
な
し
て
も
'
大
過
は
あ
る
ま
い
｡

兼
営
織
布
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
機
械
製
綿
布
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
改
良
土
布
も
､
そ
の
誕
生
の
経
緯
か
ら
し
て
す
で
に
'
榛
械
製
綿

布
の
代
替
品
と
い
う
役
割
を
に
な
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
.

一
九

1
九
年
か
ら

1
九
三
四
､
三
五
年
ま
で
の
両
者
の
増
加
分
は
'
と
も
に
一
疋
嘗
り

十

一
･
二
ポ
ン
ド
の
綿
糸
を
つ
か
う
と
す
る
と
'
兼
営
織
布
は
二
'
四
六
三
寓

一
千
疋
､
改
良
土
布
は
二

二
八

1
寓
疋
'
合
計
で
三
'
七
四
四
寓

1
千
疋
と
計
上
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
機
械
製
綿
布
の
輸
入
高
は
'

1
九
〇
五
年
日
露
戦
争
時
の
≡
'
五
七
六
寓
疋
､

1
九

一
三
年
の
三
'
〇
七
五

(40
)

寓
四
千
疋
な
ど
極
端
に
多
い
年
も
あ
っ
た
が
'

1
九

7
0
年
代
は
平
均
で
二
千
四
百
寓
疋
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡

一
九

一
九
年
の
二
へ
四
八
七
寓
九
千
疋

と
い
久

は
ぼ
平
均
に
ち
か
い
数
値
を
'

一
九
三
四
'
三
五
年
の
換
算
平
均
'
二
六
八
寓
九
千
疋
と
-
ら
べ
る
と
'
機
械
製
綿
布
の
輸
入
高
は
こ
の

間
に
'
二
'
二

1
九
寓
疋
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
｡

一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
改
良
土
布
と
兼
営
織
布
の
生
産
増
加
は
'
兼
営
織
布
だ
け
で
も
輸
入

綿
布
を
ほ
ぼ
完
全
に
駆
逐
し
て
､
な
お
あ
ま
り
あ
る
供
給
増
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
｡

第
二
次
急
増
期
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
供
給
増
加
分
は
'
兼
営
織
布
に
よ
る
機
械
製
綿
布
と
改
良
土
布
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
､
輸
入
綿
布

の
駆
逐
に
寄
興
し
た
｡

1
八
七
〇
年
前
後
か
ら
'
牛
世
紀
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
'
中
国
綿
布
市
場
の
ほ
ぼ
二
割
を
し
め
つ
づ
け
て
き
た
輸
入
綿

(41
)

布
を
'

一
九
l二
〇
年
代
に
い
た
っ
て
'
中
国
の
近
代
的
綿
工
業
が
駆
逐
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
｡
し
か
し
'
そ
の
過
程
で
つ
ね
に
先
端
を
き
っ

て
い
た
の
ほ
'

｢在
華
紡
｣
と
い
-
'
商
品
輸
出
か
ら
資
本
輸
出
に
姿
を
か
え
た
日
本
紡
績
業
の
落
し
子
で
あ
っ
た
鮎
は
'
-
れ
ぐ
れ
も
銘
記
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
｡



む

最
後
に
'
本
稿
で
た
ど
っ
て
き
た
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程
を
'
中
国
近
代
に
お
け
る
綿
製
品
供
給
の
動
向
を
さ
ぐ
っ
た
第
十
六
表
の
絹
業
推
計

で
再
鮎
検
す
る
こ
と
を
以
て
'
む
す
び
に
か
え
た
い
｡

開
園
前
夜
の
一
八
四
〇
年
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
｡
土
糸
の
生
産
高
六

一
〇
寓
据
あ
ま
り
の
中
'
商
品
生
産
用
の
土
糸
が
三
二
〇
寓
捨
あ
ま

り
も
あ
っ
た
と
推
計
さ
れ
る
鮎
に
再
度
'
注
意
を
う
な
が
し
て
お
き
た
い
｡

l
八
八

一
-
九

〇
年
に
は
ま
ず
外
囲
綿
布
の
流
入
が
目
立
ち
へ
都
市
部

を
中
心
に
晴
れ
着
用
と
し
て
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ち
か
-
の
シ
ェ
ア
を
し
め
た
｡
輸
入
機
械
製
綿
糸
に
よ
る
織
布

(新
土
布
)
は
ま
だ

一
割
に
も
み
た

な
い
｡
両
者
あ
わ
せ
て
'
奮
土
布
の
市
場
を
四
分
の

一
ほ
ど
侵
蝕
し
た
｡
次
の
一
九
〇
l
･1
1
0
年
に
移
行
す
る
前
の
十
年
は
'
銭
高
を
背
景
と
す

る
機
械
製
綿
糸
の
第

1
次
急
増
期
で
あ
っ
た
｡
国
産
分
が

1
0
0
寓
蜂
を
突
破
し
'
輸
入
分
を
あ
わ
せ
た
機
械
製
綿
糸
の
供
給
高
は
'
三
五
〇
寓
捨

ち
か
-
に
急
上
昇
L
t
開
園
前
夜
の
商
品
生
産
用
土
糸
に
完
全
に
と
っ
て
か
わ
り
う
る
量
に
達
し
た
.
そ
の
分
土
糸
の
生
産
は
お
ち
こ
み
､
開
園
前

夜
の
四
割
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
う
し
て
新
土
布
は
ミ
ニ
マ
ム
の
仮
定
で
も
三
〇
〇
寓
捨
'

マ
ク
シ
マ
ム
の
慣
定
で
は
四
五
〇
寓
接
を
し
め

(胡
)

る
ま
で
に
な
っ
た
.
し
か
し
'
機
械
製
綿
糸
に
封
す
る
需
要
は
第

一
の
臨
界
鮎
に
さ
し
か
か
り
'
鏡
安
の
お
い
う
ち
を
う
け
て
停
滞
的
で
あ
っ
た
｡

一
九
二

t
-
三
〇
年
は
'
第
二
次
急
増
期
に
あ
た
る
o
第

一
の
臨
界
鮎
を
の
り
こ
え
る
新
し
い
需
要
が
兼
営
織
布
と
改
良
土
布
に
よ
っ
て
は
り
お

こ
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
｡

｢黄
金
時
期
｣
を
経
過
し
た
中
国
紡
績
業
は
'

｢在
華
紡
｣
の
雪
崩
れ
的
な
進
出
も
-
わ
わ
っ
て
'
生
産
高
を
ほ
ぼ
五
倍
に

ひ
き
あ
げ
た
｡
輸
入
綿
糸
は
競
争
力
を
う
し
な
っ
て
'
凋
落
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
｡
土
糸
は
自
家
滑
費
用
あ
る
い
は
商
品
用
で
も
終
糸
の
分
野

で
頑
強
に
存
績
L
へ

｢黄
金
時
期
｣
の
機
械
製
綿
糸
暴
騰
の
折
に
は
'
失
地
回
復
の
兆
し
さ
え
あ
っ
た
｡

第
二
次
急
増
期
を
す
ぎ
た

一
九
三
四
'
三
五
年
に
は
'
輸
入
綿
糸
に
つ
づ
い
て
輸
入
綿
布
も
駆
逐
さ
れ
'
ほ
と
ん
ど
無
税
し
て
よ
い
存
在
に
な
っ

た
o
国
産
機
械
製
綿
糸
の
国
内
向
供
給
高
は
七
八
〇
寓
鱈
を
こ
え
た

(輸
出
は
三
四
寓
四
千
揺
)｡

厳
中
平
氏
の
推
計
で
は
'
三

二

寓
三
千
糖
が

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程

五
三
三



第16表 中園近代綿業推計 (単位-寓槍,カッコ内は%)

東

方

畢

出典)(1)は許濫新 ･呉承明『中国資本主義登展史i第 1巻 318-325頁等O(2)は AlbertFeuerwerker,

"Handicraftand Manufactured Cotton Textilesin China,1871-1910" Journalof
EconomicHistoryVo1.30No･2,June1970の1871-80年について行った推計方法 を 1881
-90年に慮用｡棉産は同じく700嵩槍とした｡(3)は同じくFeuerwerkerの推計 に よる｡た

だし,(4),(5)と整合性をもたせるため,機械製綿糸の落棉率を15%から10%に下げ,国産分の

機械製綿糸を105.5甫槍から113.4甫槍に上げた｡また,1905年の輸入綿布は日露戦争の特需を

みこんだ思惑輸入で異常に多いので,除外して9年間の平均にした｡(4)は筆者の推計｡棉産額

を1,079.4菌捨 (『中国棉紡統計史料』116-117貢所載の棉産統計の中,1921-30年の10年平均

を1.5倍した),闘産分の機械製綿糸を580.3甫槍 (基本的には趨岡,陳鍾毅 『中国棉業史』295

-296貢の推計による｡ただし,22年だけは不自然な数字なので,錘数に1.9槍をかけて算出)

とした.(5)は厳中平の推計を修正した中井英基 ｢中国農村の在来綿織物業｣一宏場保吉,斎藤

修編 『プロト工業化期の経済と社食 国際比較の試み』による｡ただし土糸の計算の結果はこ

となるO(2)～(4)の散人綿布量は DecennialReports,1922-1931 I,pp.113,182.(5)は厳

中ZP『中国棉紡織史稿』368京の方嘱表示を297貫の換算方法で槍になおした｡

備考)1 輸入綿布の綿糸への換算は1疋-ll.2ポンドで計算した｡

2 機械製綿糸の落棉率は10%,土糸の落棉率は5%で計算した｡

3 語根等の棉花滑費量は,1人常 りの綿布消費量 1.5匹を推計の出費鮎とした(1)の0.52斤を

除いて,ほかはすべて1人普 り0.6斤とする｡

4 (1)の土糸は商品生産用323.1寓措,自家消費用288.8甫按と推計される｡

5 (4)(5)の国産分機械製綿糸からは,それぞれ19.2常槍,34.4菌槍の輸出分をさしひいてある0

6 (5)の国産分機械製綿糸は機械織の原糸311.3菌槍,メ1)ヤス織等の原糸78.1寓槍,土布の

原糸392寓槍の内詳となる｡

7 中園からの輸出綿布は推計から除外した｡

以上の数値を綿布によみかえて,簡単に囲式化すると,以下のようになる｡ (数字の単位は寓捨)

蕃土布

1901-log

1934･35年

級

計1,058.4五
啓土布 新土布 改良土布 国産機械製綿布 メリヤス 輸入綿布
256.3 267.7 126.4 311.3 78･1 18,6

備考)圏中では,新土布を経緯とも機械製綿糸として計上したが,もし新土布をすべて混織と慣定す

ると,1901-10年は,機械製綿糸302.8寓据 (残 りは乗普織布11.8寓潅,メl)ヤス等35寓槍と

計上),土糸151.4寓蜂,計454.2寓塘が混織布に,土糸の洩り91.8寓槍が菖土布に使用され,

1934･35年は機械製綿糸267.7寓掠,土糸133.9寓猪,計401.6寓捨が混織布に,土 糸 の洩 り

122.4寓権が蕃土布に使用されたことになる｡したがって20世紀にはいってからは,奮土布 が

最少で100寓揺前後,最多で250寓捨前後,洩存していたと推計される｡



磯
械
製
綿
布
の
原
糸
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
｡
輸
入
綿
布
分
と
あ
わ
せ
て
'
三
二
九
高
九
千
括
'
比
率
で
三

l
･
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
機
械
製
綿
布
と

し
て
供
給
さ
れ
た
｡
国
産
機
械
製
綿
糸
の
中
'
土
布
の
生
産
に
供
給
さ
れ
た
の
は
'
機
械
織
の
原
糸
三

二

寓
三
千
接
と
メ
リ
ヤ
ス
業
等
の
原
糸
七

(必
)

八
寓

一
千
捨
と
を
さ
し
ひ
い
た
の
こ
り
の
三
九
二
寓
括
と
い
う
計
算
に
な
る
｡
こ
れ
に
輸
入
綿
糸
二
寓

1
千
措
､
さ
ら
に
板
づ
よ
-
の
こ
る
土
糸
の

(也
)

二
五
六
寓
三
千
港
を
あ
わ
せ
て
'
六
五
〇
寓
四
千
跨
が
土
布
生
産
の
原
糸
に
な
っ
た
と
す
る
と
'
機
械
製
綿
糸
六
割
'
土
糸
四
割
の
割
合
に
な
る
.

こ
の
一
九
三
四
'
三
五
年
の
綿
業
推
計
か
ら
は
'
機
械
製
綿
布
の
供
給
量
が
三
割
を
こ
え
た
こ
と
'
土
布
の
原
糸
と
し
て
土
糸
が
な
お
四
割
を
し

め
て
い
た
こ
と
､
と
い
っ
た
二
つ
の
全
鰭
像
が
う
か
ん
で
-
る
｡
そ
れ
か
ら
五
年
ほ
ど
後
の
個
別
的
な
例
で
は
'
四
川
省
巴
粁
興
隆
郷
で
機
械
製
綿

布
の
消
費
量
が
二
割
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
'
江
蘇
省
南
通
牒
金
沙
地
区
頭
絶
廟
で
土
布
生
産
の
原
糸
に
三
割
ち
か
-
の
土
糸
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
'
本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
｡
こ
の
ミ
ク
ロ
の
数
字
は
'
前
者
が
比
較
的
開
け
た
地
区
と
い
っ
て
も
や
は
り
農
村
で
'
都
市
に
-
ら
べ
れ
ば

消
費
類
型
が
土
布
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
､
ま
た
後
者
が
有
名
な
織
布
地
帯
で
土
布
の
商
品
化
率
が
た
か
-
､
そ
の
分
磯
械
製
綿
糸
へ
の
依
存
が
た

か
ま
る
こ
と
､
さ
ら
に
両
者
と
も
情
況
は
異
な
る
と
は
い
え
'
抗
日
戦
争
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
い
-
つ
か
の
事
情
を
考
慮
に
い
れ
る
な
ら

ば
へ
五
年
ほ
ど
前
の
全
図
的
な
情
況
と
比
較
し
て
整
合
的
に
理
解
で
き
な
い
数
字
で
は
な
い
｡

･-
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
'
南
面
か
ら
の
観
察
は
1
致
し
て
､
中
国
農
村
の
土
布
生
産
は
'
開
国
前
夜
の
l
八
四
〇
年
か
ら

一
世
紀
の
長
き
に
わ
た
っ
て
'

若
干
の
消
長
は
と
も
な
い
な
が
ら
も
そ
の
生
産
規
模
を
維
持
し
っ
づ
け
た
こ
と
を
謹
明
し
て
い
る
.
し
か
し
'
そ
の
生
産
規
模
の
維
持
は
'
お
も
に

商
品
生
産
用
の
分
野
に
お
け
る
土
糸
か
ら
機
械
製
綿
糸
へ
の
韓
換
と
い
う
大
き
な
襲
動
を
と
も
な
っ
た
｡
し
か
も
そ
の
韓
換
の
過
程
は
t

l
世
紀
に

わ
た
っ
て
徐
々
に
ま
ん
べ
ん
な
く

進
行
し
た
の
で
は
な
く

十
九
世
紀
末
の
十
数
年
閲
に
銀
鏡
比
債
の
激
動
と
歩
調
を
あ
わ
せ
な
が
ら

一
撃
に
完

了
し
て
し
ま
っ
た
O
二
十
世
紀
に
は
い
る
と
､
農
村
織
布
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
需
要
は
､
改
良
土
布
の
登
場
に
よ
る
高
番
手
綿
糸
の
比
率
上
昇

と
い
っ
た
質
的
な
襲
化
は
み
ら
れ
る
も
の
の
､
量
的
に
は
さ
ほ
ど
の
び
ず
､
機
械
製
綿
糸
の
新
し
い
需
要
塔
加
は
'
都
市
の
近
代
的
織
布
工
場
が
に

な
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
第

1
次
急
増
期
の
需
要
を
さ
さ
え
た
の
が
'
ほ
と
ん
ど
農
村
の
在
来
セ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
の
に
封
し
､
第
二
次
急

増
期
の
そ
れ
は
'
お
お
-
ほ
都
市
の
近
代
セ
ク
タ
ー
が
き
り
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
｡

中
国
近
代
に
お
け
る
機
械
製
綿
糸
の
普
及
過
程



(

2
)

(
3
)

東

方

学

報

本
文
の
仮
定
と
は
反
封
に
'
土
糸
は
す
べ
て
混
織
の
終
糸
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る

と
'
綿
糸
使
用
量
比
を
緯

一
'
経
二
と
し
て
'
土
糸
八
一
七
斤
'
政
枕
製
綿
糸

一
～

六
三
四
斤
､
計
二
'
四
五
一
斤
が
混
織
新
土
布
に
'
機
械
製
綿
糸
の
残
り
五
〇
三

斤
が
混
織
で
な
い
新
土
布
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
奮
土
布
の
割
合
は
'
本

文
の
仮
定
で
三
割
薪
'
本
注
の
慣
定
で
ゼ
ロ
と
算
定
さ
れ
た
｡
賓
際
の
割
合
は
こ

の
閲
の
1
鮎
に
措
定
で
き
る
.
頭
聴
廟
の
紡
織
状
況
に
つ
い
て
は
､

(満
鉄
)
上

海
事
務
所
調
査
室
編

『
江
蘇
省
南
通
取
農
村
貴
態
調
査
報
告
書
』
昭
和
十
六
年
三

月
三
二
.

二

八
-
1
二
四
頁
'
附
第
十

1
表
'
ま
た
甫
通
全
隆
に
つ
い
て
は
'

林
拳
盲

『近
代
甫
通
土
布
史
』
張
替
輿
南
通
研
究
叢
刊
之

1

南
京
大
挙
寧
報
前

垂
部

一
九
八
四
年

一
月
序

参
照
｡

輸
入
分
の
内
辞

は
t

R
eu
trn
s
of

T
ra
d
e

and
T
ya
d
e
R
eP
oyts

]
900,

P
a
rt
I.
国
産
分
は
丁
対
質
｢中
国

妊

代
株
券

棉
紡工
業
設
備
'
資
本
'
産

量
､

産
値
的
統
計
和
倍
量
｣
1

『中
国
近
代
経
済
史
研
究
資
料
』
的

(
1
九
八
七
年

四
月
)
の
常
該
年
錘
教
に

一

･
九
槍
を
か
け
て
算
出
｡

小
山
正
明

｢
清
宋
中
国
に
お
け
る
外
囲
綿
製
品
の
流
入
｣
-

『近
代
中
国
研
究
』

弟
四
韓

東
京
大
学
出
版
合

一
九
六
〇
年
七
月
刊
行
｡
同
書

三
1
頁
の

｢外

国
綿
糸
湛
輸
入
量
と
そ
の
各
地
匿
へ
の
配
分
｣
と
い
-
表
に
ょ
っ
て
'

1
八
八
九

年
と
九
九
年
の
地
区
比
率

(パ
ー
セ
ン
ト
)
杏
-
ら
べ
る
と
へ
C
地
区

(揚
子
紅

中
'
上
流
域
)
は
'
六
二
二
か
ら
二
九

･
九
へ
急
増
t
B
地
匝

(お
も
に
華
北
)

は
'

一
八
･
〇
か
ら
二
二
二

へ
漸
増
t
F
地
区

(華
南
)
は
'
六
五
二

か
ら

二
四
･
七
へ
急
減
し
た
｡

1
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
輸
入
綿
糸
の
激
増
は
'
揚
子

江
中
へ
上
流
域
が
先
顕
に
た
ち
'
華
北
が
追
随
し
て
賛
現
し
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

小
山
正
明

前
掲
論
文

七
九
頁
｡

巌
中
平

『中
国
棉
紡
織
史
稿
』
科
挙
出
版
社

1
九
五
五
年
九
月
刊

五
七
'
七

二
頁
｡
厳
中
平
氏
は
ま
た
､

一
八
六
七
～
九

一
年
の
長
期
に
わ
た
り
'
中
国
棉
花

の
償
格
が
､

1
槍
留
り
十
両
前
後
で
は

ぼ
一
定
し
て
い
た
こ
と
も
'
イ
ン
ド
綿
糸

の
相
封
債
格
を
い
っ
そ
う
低
-
L
へ
土
糸
に
封
す
る
優
位
性
を
ま
し
た
鮎
を
指
摘

し
て
い
る

(同
書

六
五
頁
)｡

海
関
丙
と
ポ
ン
ド
の
レ
ー
ト
は
'
楊
端
六
､
侯

(
‖

)

五
三
六

厚
培
等

『
六
十
五
年
末
中
国
国
際
貿
易
統
計
』
国
立
中
央
研
究
院
社
食
科
挙
研
究

所
専
刊
第
四
窮

民
図
二
十
年
刊

1
五
一
頁
.
イ
ン
ド
綿
糸
と
中
国
市
場
の
問

題
に
つ
い
て
は
､
小
池
賢
治

｢
イ
ン
ド
綿
業
と
市
場
問
題
I

十
九
世
紀
後
年
期

の
ボ
ン
ベ
イ
を
中
心
に
｣
-

『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
十
六
巻
第
九
既

(昭
和
五
十

年
九
月
十
五
日
)
が
示
唆
的
で
あ
る
｡

以
上
､
｢草
市
二
於
ケ
ル
綿
糸
商
況
｣
1

『通
商
臭
素
』
明
治
四
十
年
第

二
十

六
戟

九
頁
｡

以
上
､

｢沙
市
二
於
ケ
ル
織
物
商
況
｣
1

『通
商
嚢
纂
』
明
治
三
十
九
年
第
三

十
四
競

七
～
九
貢
O

楊
端
六

『清

代
貨
幣
金
融
史
稿
』
三
聯
書
店

1
九
六
二
年
七
月
刑

二
二
四
～

二
二
六
京
に
ょ
る
と
､
中
国
で
の
銅
地
金
債
格
は
､
一
括
嘗
り
一
八
八
七
年
の
九

･
六
一
海
関
繭
か
ら
一
九
〇
二
年
の
三
六
･
〇
五
海
関
雨
へ
､
十
五
年
で
ほ
ぼ
四

倍
に
暴
騰
し
'
こ
れ
が
鏡
高
の
大
き
な
原
因

に
な
っ
た
と
い
う
｡

｢沙
市
八
月
商
況
｣
-

『通
商
桑
纂
』
第
百
四
十
八
東

(明
治
三
十
二
年
)

三
三
頁
｡

『支
部
経
済
全
書
』
第
六
帝

京
重
岡
交
合

明
治
四
十
二
年
五
月
四
版

五
一

九
～
五
二
二
京
'
久
重
撃
二
郎

｢銅
元
問
題
｣
-

『支
部
研
究
』
第
十
戟

(大

正
十
五
年
五
月
)
五
五
～
六
三
京
な
ど
参
照
｡

銀
南
表
示
の

｢
涯
票
｣

の
代
金
を
'
鏡
で
返
済
す
る
際
の
レ
ー
ト
は
､
ど
の
時
鮎

で
の
レ
ー
ト
に
よ
る
の
か
が
､
常
然
問
題
に
な
る
｡

｢
涯
票
｣
と
り
く
み
の
時
鮎

の
レ
ー
ト
に
ょ
る
の
で
あ
れ
ば
､
疋
頭
舘
に
鏡
高
の
メ
リ
ッ
ト
･
鏡
安
の
デ
メ
リ

ッ
J･は
な
い
O

｢
涯
票
｣
代
金
返
済
時
に
適
用
す
る
レ
ー
ト
を
直
接
､
説
明
し
て

い
る
資
料
は
い
ま
の
と
こ
ろ
み
あ
た
ら
な
い
が
､

1
般
1商
店
が
鏡
舘
に
預
金
す
る

際
､

｢銅
鏡
ヲ
預
ケ
入
ル
ル
場
合
ニ
ハ
時
債
二
依
テ
銀
爾
二
換
算
｣
(｢沙
市
金
融

事
情
｣
-

『通
t南
東
纂
』
明
治
四
十
年
第
二
十
親

二
六
京
)
し
た
と
い
う
事

例
か
ら
み
て
'
返
済
時
鮎
の
レ
ー
ト
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
以
下

の
本
文
で
紹
介
す
る
鏡
安
の
時
の
事
例
も
､
そ
の
傍
産
と
な
る
O

前
掲

｢
沙
百
二
於
ケ
ル
織
物
商
況
｣

八
頁
｡

｢鏡
票
'
及
湖
北
銀
通
用
ノ
現
況
井
銅
鏡
騰
貴
之
状
況
L
I

『通
一商
嚢
纂
』
第



六
十
九
磨

(明
治
三
十
年
)

四
三

～
四
六
文
.

(
14

)

｢清
国
沙
市
])
於
ケ
ル
流
通
貸
ノ
情

況
｣
-

『塗
面
嚢
纂
』
第
四
十
六
戟

(明
治

二
十
九
年
)

二
頁
｡

(
1

)

以
上
'
｢清
園
に
於
け
る
銅
鏡
下
落
と
貿
易
｣

-
『大
日
本
紡
績
聯
合
食
月
報
』

第
首
九
十
九
窮

(明
治
四
十
二
年
三
月
二
十

五
日
)
二
二
～
二
三
頁
｡

(
16
)

以
上
､

｢
湖
南
省
常
確
工
於
ケ
ル
本
邦
綿
糸
商
況
｣
1

『
通
高
桑
纂
』
明
治
四

十
年
第
五
十
二
親

1
六
貢
｡

(
17
)

前
掲

｢
沙
市
二
於
ケ
ル
織
物
商
況
｣

九
頁
｡

(18
)

｢
沙
市
三
月
商
況
｣
1

『通
商
桑
纂
』
第
百
三
十
二
親

(明
治
三
十
二
年
,)

二
二
頁
｡

(
19

)

以
上
'
宜
昌
で
の
例
は

｢
宜
昌
二
於
ケ
ル
棟
撤
業
｣
1

『通
南
桑
纂
』
明
治
三

十
九
年
第
五
十
九
戟

三
二
京
｡
河
北
省
定
麻
で
の
例
は
河
北
省
願
政
建
設
研
究

院

『定
願
経
済
調
査
1
部
扮
報
告
』
民
国
二
十
三
年
十
月

二
四
六
貫
o
た
だ
し
､

原
数
字
は
重
量
単
位
が
ま
ち
ま
ち
ま
ち
な
の
で
'
土
糸
一
市
斤
=
〇

･
八
五
斤
'

横
桟
製
錦
糸

一
塊
=
七
･
八
七
五
斤
で
､
斤
に
換
算
し
た
｡
第

1次
世
界
大
戦
期

に
お
け
る
土
糸
の
競
争
力
回
復
に
つ
い
て
は
､
拙
著

『
五
四
時
期
の
民
族
紡
績

業
』
1

『
五
四
運
動
の
研
究
』
第
二
函

同
朋
舎

一
九
八
三
年
十
二
月
刊
所

収

一
一四
～

一
〓
ハ
京
参
照
の
こ
と
｡

(
20
)

小
山
正
明

前
掲
論
文

一
〇
四
真
｡

(
21
)

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
綿
製
品

の
滑
費
類
型

(大
系
-
厚
地
綿
布
)
を
特
に
強
調
す

る
論
考
に
'
州
勝
平
太

｢
十
九
世
紀
末
葉
に
お
け
る
英
国
綿
業
と
東

ア
ジ

ア
市

場
L
I

『社
食
挺
帝
史
学
』
第
四
十
七
巻
第
二
戟
(
1
九
八
一
年
八
月
三
十
日
)､

同

｢
ア
ジ
ア
木
綿
市
場
の
構
造
と
展
開
｣
～

『社
食
経
済
史
学
』
第
五
十

一
餐

第

1
戟

(
1
九
八
五
年
六
月
十
日
)
な
ど

がある
o
中
国
に
も
有
数
な
1
つ
の
敢

鮎
で
あ
る
｡

(
22
)

小
山
正
明

前
掲
論
文

七
一
～
七
六
頁
｡

(
23
)

許
源
新
､
呉
東
明
主
編

『中
国
資
本
主
義
空
展
史
』
第

1
巻
中
国
資
本
主
義
的
萌

芽

人
民
出
版
社

一
九
八
五
年
九
月
刑

111二
二
-
1二
二
四
貫
｡
土
糸
生
産
量

は
'
棉
花
油
費
量
か
ら
落
梅
率
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
わ

り
だ
し
､
そ
れ
を
綿
布
の
商

中
開
近
代
に
お
け
る
政
枕
製
綿
糸
の
普
及
過
程

品
位
率
五
二
･
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
商
品
用
と
自
家
用
に
わ
け
た
｡

(
24
)

前
掲
拙
著

二
二
四
貢
｡

(25
)

厳
中
平

前
掲
書

一
〇
七
貢
｡
方
薪
廷

『中
国
之
棉
紡
織
業
』
国
立
編
詳
館

民
国
二
十
三
年
十
一
月
刊

五
貢
'
金
国
賓

『中
国
棉
業
問
題
』
商
務
印
書
鰭

民
国
二
十
五
年
十
二
月
再
版

一
四
-
1
五
貢
な
ど
｡

(
26
)

中
井
英
基

｢
清
末
中
国
綿
紡
績
業
に

つい
て
-

民
族
紡
不
振
の
原
因
再
考
｣

-

北
海
道
大
学
文
学
部

『
人
文
科
学
論
集

』
第十
六
競

(
一
九
七
九
年
)
六
三

真
｡

(
27

)

橋
本
奇
策

『清
園
の
棉
業
』
貴
国
繁
文
館

明
治
三
十
八
年
十

1
月
二
版

六
九

頁
｡

一
九
〇
五
年
以
前
の
｢
花
真
砂
暁
｣
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
､
中
井
英

基

｢
清
未

の
綿
紡
績
企
業
の
鮭
皆
と
市
場
僕
件
-

中
開
民
族
紡
に
お
け
る
大
生

砂
廟
の
位
置
｣
I

『政
令
経
済
史
学
』
第
四
十
五
巻
第
五
壊

(
1
九
八
〇
年
二

月
二
十
九
日
)
六
〇
～
六
1
頁
参
照
｡

(
28
)

橋
本
奇
策

前
掲
書

七
〇
貫
｡

(2

)

日
本
綿
糸
の
中
国
市
場
進

出
に
つ
い
て
は
､
副
島
囲
願

｢
日
本
紡
績
業
と
中
国
市

場
｣
1

『人
文
学
報
』
第
三
三
競

(
1
九
七
二
年
)
を
参
照
.

(
30

)

前
掲
拙
著

1
四
六
貢
参
照
の
こ
と
O

(
31

)

愛
国
布
に
つ
い
て
は
へ
林
原
文
子

『宋
則
久
と
天
辞
の
園
貨
提
唱
運
動
』
I

『
五
四
運
動
の
研
究
』
第
二
函
所
収
､
第
三
章
お
よ
び
同

｢
愛
国
布
の
誕
生
に
つ

い
て
｣
-

『神
戸
大
学
史
学
年
報
』
創
刊
競

(
一
九
八
六
年
五
月
)
が
周
到
で

あ
る
｡

(
32

)

日
中
間
の
綿
糸
債
格
に
つ
い
て
は
'
前
掲
拙
著

二
八
頁
参
照

の
こ
と
｡
ま
た

｢
在
華
紡
｣
の
進
出
と
中
国
綿
製
品
市
場
の
襲
化
に
つ
い
て
は
､
西
川
博
史

『
日

本
帝
国
主
義
と
綿
業
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

一
九
八
七
年

一
月

第
四
章
が
詳
し

い
｡

(
33
)

前
掲
拙
著

)
四
六
文
｡

(
3
)

高
陽
に
つ
い
て
は
呉
知
者
'
蒙
智
善
次
郎
等
詳

『郵
相
織
布
工
業
の
一
研
究
』
東

亜
研
究
叢
書
第
九
巻

岩
波
書
店

昭
和
十
七
年
刊
を
は
じ
め
と
し
て
'
汗
牛
充

棟
の
感
が
あ
る
の
で
､

1
々
ほ
記
さ
な
い
.
弁
解
に
つ
い
て
は
'

｢山
東
灘
解
之

五
三
七



(
35
)

(
36

)

39 38 37

東

方

畢

報

織
布
業
｣
-

『紡
織
時
報
』
第

7
0
〇
六
親
(民
国
二
十
二
年
七
月
二
十
四
日
)､

｢
山
東
推
麻
之
織
布
業
｣
-

『
エ
商
牛
月
刊
』
第
六
巻
算

1
競

(民
国
二
十
三

年

1
月
1
日
)､

鏡
東
緒

｢
硯
察
山
東
離
解
鍋
紗
報
告
｣
-

『紡
織
時
報
』
第

一
〇
七
1
競

(民
堅

1十
三
年
三
月
二
十
六
日
)､

潰
正
雄

｢
山
東
省
揮
麻
地
方

の
棟
業
に
就
て
｣
-

『東
亜
』
第
八
巻
蟹

ハ
暁

(昭
和
十
年
六
月

1
日
)'

郭

秀
峰

｢
山
東
酔
櫛

土
布
業
概
況
｣

1
-
≡
-

『紡
織
時
報
』
第

一
二
二
ハ
親

(氏

国
二
十
四
年
九
月
六
日
)'
第

一
二
一
七
溌

(九
月
九
月
)'
第

一
二
一
九
競

(九

月
十
六
日
)'
｢鞭
願
織
布
業
之
過
去
及
洛
乗
｣

1
-
三
1

『紡
織
時
報
』
第

一

三
〇
六
～

一
三
〇
八
東

(民
国
二
十
五
年
八
月
六
日
～
八
月

十
三
日
)'

堀
内
清

雄
'
富
,謙二
雄

｢山
東
省
鞭
願
に
於
け
る
織
布
業
の
襲
蓮
｣
I

『満
銭
調
査
月

報
』
第
二
十
二
巻
第

1
戟

(昭
和
十
七
年

1
月

1
日
)､

後
藤
文
治

｢鞭
願
に
於

け
る
線
荘
業
｣
上
､
中
､
下
-

『繍
蔵
調
査
月
報
』
第
二
十
三
巻
第
六
～
八
東

(昭
和
十
八
年
六
月

1
日
～
八
月

1
日
)
な
ど
が
あ
る
｡

青
島

｢在
華
紡
｣
綿
糸
の
高
番
手
化
に
つ
い
て
は
､
前
掲
拙
著

1
六
八
～
一
六

九
貢
参
照
の
こ
と
｡
滞
願
で
の
高
番
手
綿
糸
使
用
に
閲
し
て
は
'
趨
岡
､
陳
鍾
毅

『中
国
棉
業
史
』
聯
経
出
版
事
業
公
司

民
国
六
十
六
年
七
月
刑

二
二
一
貫
参

照
｡

二
十
番
手
超
過
で
い
う
と
'
第
十
三
表
の
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
封
し
､
第
十
四
表
の

1
九
三
二
年
は
八
･
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
'
若
干
ひ
く
い
0
第
十
三
表
は
生
産
高
比

率
で
'
第
十
四
表
は
出
荷
高
比
率
で
あ

っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
'
こ
の
差
は
乗

薯
織
布
の
原
糸
に
出
荷
分
よ
り
も
多
い
比
率
の
二
十
番
手
超
過
が
使
用
さ
れ
た
結

果
と
解
樺
で
き
る
｡

趨
岡
'
陳
鍾
毅

前
掲
書

三
〇
〇
頁
｡

巌
中
平

前
掲
書

二
九
三
貢
｡

喜
督
織
布
工
場
の
自
動
織
磯
の
埠
加
'
メ
リ
ヤ
ス
業
の
諌
展
な
ど
と
い
っ
た
要
因

も
､
普
然
観
野
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
が
'
い
ま
は
計
上
し
な
い
｡

D
e
c
e
nn
ia
l
R
ep
orts

L922よ

),

I
p
.
)82.

周

知

の

と

う

り

'

1
九

三

〇

年

代

に

お

け

る

輸

入
綿

布
の
急
激
な
減
少
は
､
関
税

五
三
八

自
主
権
獲
得
に
と
も
な
う
閲
税
の
数
次
に
わ
た
る
大
幅
な
引
上
げ
が
直
接
の
原
因

で
あ

っ
た

(厳
中
平

前
掲
章

二
一
九
頁
)｡

し
か
し
'
見
落
し
て
な
ら
な
い

の
は
､
輸
入
綿
布
激
減
の
あ
と
を
う
め
る
園
内
朱
鷺
織
布
の
態
勢
が
､
す
で
に
一

九
二
〇
年
代
後
牛
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
鮎
で
あ
る
｡

(

42

)

土
糸

の
十
九
世
紀

に
お
け

る
半
減

つ
い
て
は
､

A
lber
t
F

euerw
erk
e
r

..H
a
n
d
ic
ra
ft
a
n
d
M
a
n
u
fa
ctu
red
C
o
tton
T
ex
tiles
in

China
}
187
1

-
)9
)0
"J
ou
rn
a
l
of
E
con
om
ic
H
istory
V
o
t,30
N
o
12
.1
u
ne
]970
が

先
駆
的
で
あ
り
'
中
井

英
基

｢中
国
農
村

の

在
来
綿
織
物
業
-

清
末
民
国
期
を

中
心
に
｣
-

安
場
保
舌
r
斎
藤
修
福

『プ
ロ
ト
工
業
化
期

の
経
済
と
社
食

国

際
比
硬
の
試
み
』
数
量
経
済
史
論
集
三

日
本
経
済
新
聞
社

昭
和
五
十
八
年
四

月
刊
が
こ
れ
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
変
展
さ
せ
'
さ
ら
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
土

糸
の
絶
対
量
不
轡
を
推
計
し
て
い
る
｡

(

43

)

厳
中
平

前
掲
書

一
一
九
貢
の
推
計
は
'
メ
リ
ヤ
ス
業
等
の
原
糸
を
七
二
甫
四

千
公
捨
-
一
一
九
寓
七
千
槍
と
み
つ
も

っ
て
い
る
が
'
こ
こ
で
は
趨
岡
等

前
掲

書

二
四
八
貢
の
推
計
を
援
用
し
て
､
メ
リ
ヤ
ス
業
等
の
原
糸
を
'
機
械
製
綿
糸

園
内
総
供
給
高
の
1
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
み
な
し
て
計
算
す
る
.

(

44

)

一
九
二
九
年
の
河
北
省
を
例
に
と
る
と
､
土
糸
の
残
存
率
は
､
商
品
用
土
布
を
ほ

と
ん
ど
生
産
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
御
河
匡
'
山
菜
郷
接
匿
で
は
､

そ
れ
ぞ
れ
九
八
･
三
パ
ー
セ
ン
ト
'

一
〇
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
と
非
常
に
た
か
-
'
高

陽
を
ふ
く
む
西
河
匠
､
賛
喝
を
ふ
く
む
西
北
河
匠
と
い
う
二
つ
の
代
表
的
な
商
品

用
織
布
地
帯
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
三
八
･
八
パ
ー
セ
ン
ト
'
六
二
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
と

か
な
り
低
い
｡
河
北
省
全
鰹
の
消
費
量
で
は
'
機
械
製
綿
糸
の
六
三
寓
五
千
市
槍

に
対
し
､
土
糸
は
四
二
寓
三
千
市
槍
で
'
六
封
四
と
'

1
九
三
四
､
三
五
年
の
全

国
平
均
に
ほ
ぼ

1
致
す
る

(宰
相
輝

｢
高
陽
及
資
抵
爾
個
棉
織
匠
在
河
北
省
郵
相

棉
織
工
業
上
之
地
位
｣
I

『
天
津
大
公
報
』
民
図
二
十
三
年
十
月
十
七
日
O
の

ち

『紡
織
時
報
』
第

二

三
九
'

二

四
〇
親
に
韓
載
)0

こ
の
論
文
は
'
｢民
国
初
期
の
文
化
と
社
食
｣
共
同

研
究
班

(狭
聞
直
樹
班
長
)
の
報
告
で
あ
る
O




