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、
の
形
に書
直
せ
ば
、
f

t
^

0
姿
0
<の
計
算
過
程
は
、
パ

j

の
兩
邊
に左
， 

Vが

らE
。，

«
,
«
; 

I
:
を
順
次
.に
.が
け
て
ゆ
く
過
程
で̂
る
こ
と
が
分
る
。 

そ
し
て
こ
の
掛
け
箅
の
續
行
に
ょ
つ
て

H
.
f
i
n
a
l

が
得
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
第 

1
列
を
見
れ
ば
、
求
め
る
阶
の
極
大
解
と
そ
れ
に
應
ず
る

20
の
極
大
値
と
が
知 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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•
に
負
ぅ
，と
こ
ろ
が
大
き
い
。

S
2

.
Wこ
の
掛
け
箅
を
行
え
ば
、
W
+

1
の
第
(9
)
列

に
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'
.
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入
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が
、 

,

そ
れ
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本
文
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お
よ
び
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に
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ぞ
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ら
れ
る
。 

を
見
よ
。

こ
れ
が
®+

1

で
あ
る
こ
と
に
つい
て
は
本
文
第
二
節
九
頁.

日

本

綿

業

に

お

け

る

中

小

機

業

の

地

位

.
,

—
-

地方體制の崩壊と問屋制の再編成

——

中
小
機
業
の
現
狀
は
わ
が
國
中
小

H

業
問
題
の
核
心
を
か
な
り
典
型
的
に
表 

示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
資
本
に
對
す
る
中
小
工
業

.の
從
M
と
い
ぅ
內
容
を
も 

:

っ
。'從
っ
て
こ
れ
に
焦
點
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
商
工
合
體
の
綿
業
體
制
に
お 

い
て
織
布
工
程
の
全
部
で
は
な
い
が
、
そ

9

過
半
を
分
擔
し
て
い
る
中
小
機
業 

の
從
屬
的
地
位
が
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

.
紡
績
業
は
日
本
工
業
の
ぅ
ち
で
も
最
も
早
く
近
代
化
さ
れ
た
も
の
の

『

っ
で 

あ
り
、
生
產
の
大
部
分
は
舊
紡
十
社
と
い
っ
た
大
企
業
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。 

東
西
特
に
大
阪
の
綿
！

屋
は
こ
の
業

®
の
發
展
に
伴
っ
て
、
輸
出
入
商 

或
は
集
散
地
卸
商
と
し
.て
近
代
化
さ
れ
、
在
來
問
屋
.の
殼
を
破
っ
：て
近
代
的
商 

社
と
な
つ
た
。
綿
業
商
社
の
ぅ
ち
に
ば
わ
が
國
有
カ
商
社
の
多
く
が
み
ら
れ
、 

そ
れ
ら
の
若
千
は
總
合
商
社
へ
の
道
を
進
ん
，で
さ
え
い
る
。
こ
れ
ら
一
一
っ
の
分 

野
で
，の.資
本
集
^
化
の
は
っ
き
り
し
た
傾
向
に
反
：し

.て
、
紡
績
會
社
澉
營
織
相 

H

場
に
.對す
る布
業と
いう

^
味
で
の
中
小
機
業
で
は
、
中
小
乃
至
は 

.零
細
i

の
分
散
的
存
在
が
苋
眼
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
企
業
以 

下
の
^
樂
的
水
準
に
あ
る"一

方
に
お
け
る
集
中
と
他
方
で
の
分
散
が
‘、
わ
が 

國
體
制
の
特
質
の
一
つ
を
構
成
し
て

.
い

る,0
こ

の

ょ

ぅ

な

跛

行
性

を

含
ん

日
本
綿
業
に
お
け
る
中
小
機
業
の
地
位

.

•靑 

'
 

沼

士

ロ

松

- 

.
 

, 

:

だ
體
制
に
お
い
て
、
中
小
機
業
が
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
。
そ
の
內 

容
が
問
題
と
な
る,0
:
..
.

■

'

■

•

.

今
次
大
戰
前
に
お
け
る
中
小
機
業
體
制
の
籍
は
、

一

言
で
い
え
ば
、
問
屋 

带
.を
基
®
と
す
^
地
方
產
業.と
^.
定
す
る
'こ
と
が
で
き
る
。
產
地
問
屋
を
軸
と 

し
て
、
各
機
業
地
は
獨
自
性
を
：も
っ
た

.一
っ
の.纒
-0
で
ぁ
っ
た
。
瑯
ち
そ
れ
ら 

は
い
ま
だ
大
資
本
の
有
機
的
一
環
に
編
入
さ
れ
て
い
な

.か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、 

戰

後

紡

績

裏•
貿
易
商
社
等
の
大
資
本
の
機
業
地
へ
の
食
い
込
み
：
に
ょ
っ 

て
、
，
こ
の
地
方
體
制
は
崩
壊
し
、
全
國
的
規
模

.の
綿
業
體
制
が
確
立
さ
れ
た
。 

全
國
的
體
制
の
茭I

は
大
資
本
特
に
大
紡
績
會
社
の
掌
中
に
握
ら
れ
、
か
っ 

て
.■の

地
方
體
制
時
代
の
茭
配
者
は
こ
れ
の
下
部
支

|3
機
|
|
と
し
て
の
み
存
在
を 

許
容
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
な
つ

.て
い
る
。
，紐
績
資
本
は
そ
れ
自
體
と
し
て 

は
エ
業
的
で
ぁ
る
が
、
そ
の
機
業
地
支
配
で
は
、
資
本
の
商
業
的
充
用
に
ょ
る
中 

小
機
業
の
前
期
的
支
配
と
い
っ
た

i

が
か
な
り
强
く
出
て
い
る
。

っ
ま
り
、 

體
制
規
模
の
擴
大
過
程
に
お
い
て
、
間
屋
制
は
再
編
成
さ
れ
た
型
で
微
存
.さ
れ 

.:て
い
る
ょ
ぅ
だ:°
換
言
す
れ
ば
、
支
配*從
屬
關
係
が
.展
開
さ
れ
る
場
面
は
變 

つ
た
が
、
そ
の
本
質
は
依
然
と
し
て
繼
欺
さ
れ
て
い
る
ょ
ぅ
に
み
え
る
。
戰
前
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ベy
r
.
y

と
i

と
で
の
申
小
機
業
のf

的
地
，

に
つ
い

て

の

こ

れ

ら

ニ

つ

の

I

は
、
1

す
る
よ
う
な
若
干
の
例
外
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず

、道
本
的 

傾
向
を1
7K
す
も
の
と
假
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
く
擎
つ.に

議

化

ざ

れ

た

中

小

議

の

從

屬

性

の

內

容

を

、
わ
が
國
で

0 

代
表
的
な̂

i

地
の
實
態
に
卽
し
て
、
發
展
的
系
列
に
從
^

で
究
明
乙
よ
う 

と
す
る
50
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
'先
ず
、.分
析
.の
手
引
き
とな
る
基
本
的
諸 

概
念
の
內
容
を
明
ら
か
に
ず
る
と
同
時
に
、
：

@

點
を
明
確
.に
す
る
巡
要
が
あ 

る
。
次
にA
地
方
體
制
の
崩
壞
ど
ぞ
れ
に
伴
う
問
屋
制
の
再
編
成
と
い
う
視
點 

:

に
立
，つ'て
、
間
題
を
究
明
す
る
。

'

,
'
,
'
'.
.
A 

間

題

の

撤

出

.

-
-.
'
.
パ

S
本
的
諸
概
念
の
一
つ
は
.問
屋
制
で
あ
り
、
他
は
產
業
の
地
方
體
制
で
あ 

る
'0
.こ
れ
ら
ニ
つ
は
、
日
本
綿
業
で
の
中
小
機
業
の
地
位
を
測
定
す

る
と
い
う 

觀
點
か
ら
し
て
、
取
扱
わ
れ
る
。.

'

つ

問

屋

制
，;■
:

.'

.

I

般
的
用
語
と
.し
て
の
問
屋
は
卸
商
と
し
て
の
機
能
を
營
む
も
の
を
指
し
て 

い
る
。
問
屋
制
を
成
立
せ
し
め
る
問
屋
は
こ
れ
よ
り
狭
い
•
限
定
さ
れ
た
意
味 

を
も
つ
。
生
產
者.と
の
關
係
か
ら
し
て
、
問
屋
を
三
つ
に
分
け
う
る
。
第
一
は 

兩
渚
が
對
等
の
寶
賈
關
係
に
立
つ
場
合
の
も
の
で
あ
る
。
、
こ
の
問
屋
は
單
な
る 

商
品
取5

*

で
あ
る
。
鐵

鋼•
機
械
等
の
如
く
集
中
化
が
進
ん
で
お
り
、
生 

產
が
苴
大
資
本
に
よ
つ
て
擔
當
さ
れ
て
い

.る
塵
i

門
で
は
、
第
一
一
の
_

_

か 

み
ら
れ
る
。_.こ
こ
で
は
生
產
渚
の
生
導
性
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
問
屋
は
代
理 

態
を
と
り
、
コ

y

ミ
ッ
シ
ョ
ン:
マ
丨
チ
ャ
ン
ト
的
性
格
を
も
.つ
て
'い
る
。 

こ
の
近
れ
的̂

_
罾
本
た
る
問
屋
は
、
當
該
產
業
體
制
で
の
主
導
者
た
る
で
業

一

八

•
(

一
八)

.

資
本
に
對
し
被
瀉
的
地
位
に
あ
る
。
現
在
の
綿
業
體
制
で
の
商
社
の
地
位
は
妨 

"

績
資
本
に
對
し
て
、:̂
:

れ
に
近
い
。
：第
三
め
問
屋
は
、
' >
.
.

」

：
れ

と

は

逆

に

、
：
生

產
 

者
を
從
屬
せ
じ
：め
て
：、
1
.
.產
業
襲
の
支
配
者
ど
な
づ.

て
：い
る
も
の
で
あ
る0

こ 

れ
が
問
屋
制
で
の
間
屋
で
あ
る
。
.
.

問
屋
制
は
問
屋
支
配.

0
、

卽
ち
商
業
資
本
家 

に
ょ
る
生
產
者
の
前
期
的
突
配
と
い
ぅ
產
業
體
制
で
あ
る

°'
:

-'
'

.

.'

.わ
が
國
で
の
如
く
、：
近
代
資
本
主
義
が
前
期
的
諸
要
素
を
温
存
せ
し
め
な
が 

.

ら
、
そ
れ
ら
を
基
盤
ど
し
て
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
問
屋
制
は
廣
沉
に
存 

在
し
、
微
雜
多̂
に
わ
た
る
現
象
形
態
を
と
?)
'
。
'現
象
の
^M

l
.

外
觀
的
な
異 

相
に
目
を
晦
ま
さ
れ
な
い
；で
、

.そ
の
本
質
を
見
極
め
る
の
^
容
易
で
は
な
い
。 

.
お
ょ
そ
、：
茭
配
或

：

は
主
導
‘
從
屬
或
ば
被
導
關
係
の
性
格
は
ニ

 

.っ.の
面
か
ら 

規
定
ざ
れ
る
。
先
ず
、
：

.
支
配
或
は
主
導
者
の
資
本
的
籍
に
ょ
っ
て
、
そ
れ
が 

'•
商
業
資
本
家
で
あ
る
場
合
に
は
問
屋
制
、
：

H

業
資
本
家
で
あ
る
時
に
は
下
請
制 

と
い
ぅ
如
く
ニ
っ
私
大
別
し
ぅ
る
。
次
に
、
從

M
或
は
被
導
渚
の
生
產
形
態
が 

家
內
工
業
で
あ
る
か
、

H

場
工
業
で
あ
る
か
に
ょ
つ
•て
、
こ
れ
ら
の
.ニ
っ
は
更 

に
細
分
さ
れ
る
。
從
っ
て
問
屋
制
.
T:
請
制
と
家
內
工
業
•
工
場
工
業
と
の
交 

叉

に
.3
;
-っ
.て
四
つ
，の
類̂
が
で
き
る
。
問
屋
带
の
.古
^
的
形
態
は
問
屋
^
家
內 

土
業
を
、
下
請
制
の
近
代
：？
形
態
は
大
工
業
資
本
と
そ
の
補
充
部
門
と
し
て
の 

諸
エ
場
と.の
關
係
を
內
容
と1
て
い
る
。

一
は
流
通
面
か
ら
す
る
生
產
者
の
前 

期
的
茭
配
、
他
は
生
產
面
で
の
技
術
的
要
請
に
基
く
結
合
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ 

の
限
り
、
兩
者
の
社
會
的

•

經
濟
的
性
格
は
異
質
的
で
あ
り
、
同
じ
範
嚼
に
钽 

含
し
え
な
い
。
從
つ
て
支
，配

.
從
屬
關
係
に
問
屋
制
的
な
前
期
性
を
意
味

さ
せ 

る
と
す
る
な
ら
ば
、
下®

で
は
こ
れ
と
は
違
つ
た
表
現
、
例
え
ば
主
導
•
被 

導
關
懷
と
い
：づ
た
も
の
を
用
い
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
し
下
■

の
外
觀 

を
呈
す
る
も
の
の
す
ベ
て
を
、
■こ

の
よ
う
な
近
代
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る

ひ
は
i

で
あ
る
。
外
觀
上CD
'
X .
業
資
本
が
内
容
的
に
は
商
業
資
本
と
し
て
機 

能
し
、.
.下
請
^
|
^
?
の
前
期
的
支
配
を
結
果
し
て
い
.る
こ
>
が
あ
る
。
こ
こ
に
、 

見
せ
掛
げ
の
下
請
制H事
實
上
の
問
屋
制
が
指
摘
さ
れ
る
。
，

0

の
核
心
は
離 

が
支
配
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ

.の
交
，配
の
內
容
に
あ
る
。 

だ
か
ら
、•こ
の
下
蘭
を
問
屋
制
の
現
象
形
態
の
一
つ
と
し
て
扱
う
。
現
段
階 

で
の
中
小
機
業
の
地
位
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
古
典
的
問
屋
制
•
近
代
的
下 

請
制
と
い
う
概
念
よ
り
も
、
む
し
ろ
問
屋
制
の
近
代
的
變
種
た
る
問
屋
制
エ 

場
•

見
せ
掛
け
の
下
業
の
そ
れ
の
方
が
有
力
な
手
掛
り
と
な
る
。

@

本
節
の
記
述
に
際
し
て
.は
、
小
宮
山
琢
ニ
著「

日
本
中
小
工
業
硏
究」

， 

藤
田
敬
三
.編T

下
請
制
工
業
論」

•

豐
田
四
郞
著
.「

日
本
中
小H

業
論
の
.成 

粜」

等

が

參

考

と

な

つ

た

。

小

宮

山

氏

は

支

配

の

••
•王
體
が
商
業
資
本
で
あ
る 

.
か
、H

業
资
本
で
あ
る
か
に
よ
つ
て
、
.問
屋
制
工
業
と
下
請
制
工
業
と
を
、

M

に
從
属
者
が
エ
揚
形
態
を
と
る
か
^
か
を
基
準
に
し
て
 

>

.

問
屋
制

の

新
•

.
舊
を
區
別
し
て
い
る
'0
從
つ
て
前
述
の
分
類
は
ほ
ぽ
こ
れ
に
從
つ
た
と
い
え 

る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
:藤
田
敎
授
.は
從
屬
會
が
完
全
な
資
本
家
的
企
業
.で
あ 

る
こ
と
.を
條
件
と
し
て
、
'下
請
制
を
規
定
し
.て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
下
請
.，
 

(

制
は
從
屬
者
办
生
牵
形
藤
を
某
：準
と
す
る
槪
念
と
な
つ
て
い
る

。

こ

の

よ

う
 

に
、
‘兩
者
の
用
語
は
異
.つK

い
る
が
、同
じ
よ
う
な
分
類
に
到
達
し
て
い
る
。
 

卽
ち
小
宮
山
氏
の
舊
問
犀
制
工
業
.
.新
問
屋
制
工
業
：•
下
請
制
工
業
は
夫
 々

藤

田

敎

授

の

問

屋

制

賃

織

、
問

屋

制

下

請

.エ
镲
翁
下
請
に
對
應
し
て
い
る
°-
: 

.

.し
か
し
重
要
な
.の
は
か
か
る
用
語
.の
.报
：激
そ
、の
も
.
.
の
で
は
な
く
、
...こ
れ
ら
の 

內
容
を
い
か

な

.
る
も
の
：
と

し

て
把
握
し
.て
い
る
か
に
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も 

...

な
•
.い.
。
.. 

.

• 

. 

.

1

.問
屋
制
工
場"
新

間

屋

制

工

場

制

.の
初
期
形
態
た
る
マ
ニ
ユ
フ
ァ 

ク
チ
ュ
て
は
問
屋
支
配
へ
の
敵
對
者
と
な
り
う
る
。
こ
の
段

^
で
は
、
家
內
エ 

®

は
分
業
を
利
用
し
て
、
高
い
生
產
性
を
發
揮
す
る
マ
ニ
ュ
の
壓
迫
を
う
け 

る
が
、
な
お
こ
れ
と
並
存
し
.え
た
。
' と
こ
ろ.が
、
土
場
制
の
高
度
化
を
亲
す
蒸 

氣
機
關
と
結
合
す
る
織
機
.の
動
力
化
は
、
家
內
工
業
を
壓
倒
し
た
。
從
つ
て
こ 

れ
を
基
盤
と
し
て
存
立
し
え
た
問
屋
制
も
崩
壞
し
て
、

H

1
本
主
義
の
時
代 

が
打
ち
出
さ
れ
た
。こ.

れ
は
產
業
革
命
時
の
英
國
で
み
ら
れ
た
光
景
で
あ
る
。 

そ
と
で
は
問
屋
制
と
機
械
制
工
場
と

.の
^:
定
的
對
立
が
現
罾
し
て
い
た
。
こ
れ 

か
ら
し
て
、.問
屋
制
家
內
工
業
を
問
屋
制
の
古
典
的
形
態
と
呼
び
う
る
。

わ
が
國
中
小̂

1
で
'の
事
_態
は
、
こ
れ
と
は
か
な
り
異
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

固
有
な
マ
ニ
ュH
集
中
マ
二
ュ
は
問
員㈣
ま
內
エ
業
を
內
容
と
す
る
分
散
マ
二 

.ユ
に
^
ね
さ
れ
て.い
た
の
で
' 
.問
屋
制
に
敵
敎
す
る
も
の
と
し
て
の
固
有
な
マ 

-一
ュ」

の
廣
汎
なi

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
治
末
期
或
は
大

E
初
期
か
ら
進 

行
し
た
織
機
の
動
力
化
は
、
電
力

.の
發
展
に
負
う.と
こ
ろ
が
犬
で
あ
っ
た
。
蒸 

氣
力
と
は
違
っ
てY
電
力
は
分
散
的
利
用
を
許
容
す
る
か
ら
、
機
械
化
に
も
拘 

ら
ず
、
へ
生
產
の
分
散
が
可
能
で
あ

.つ
た
。
こ
の
可
能
性
を
現
實
化
し
た
、王
要
な 

要
因
の
十
つ
と
し
て
、
農
工
未
分
化
の
低
廉

1

力
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な 

い
。
：
こ
の
低
廉®

力
は
、
資
本
蓄'積
の
困
難
と
相
ま
つ
て
、
技
術
の
高
度
•化 

を
抑
制
す
を
。
か
か.る
農
：̂

構
と
結
合
し
た
技
術
の
停
®

か
ら
し
て
、
家 

內H

業
は
、奇
形
的
に
機
械
化
さ
れ
た
形
態
で
殘
存
す
る
。
‘そ
こ
で
は
機
械
は
家 

內
.

H

業
を
壓
倒
す
る
と
い
う
劃
期
的
效
果
を
收
め
え
な
い
。

.H

場
制
へ
の
移
行

が
看
取
.

む
ぅ
る
場
合
で
も
、
，そ
の
規
模
は
概
ね
零
細
乃
至
は
中
小
に
と
ど
ま 

る

。

そ

れ

：
で
；

:'
%
:
、
：

.

中
小
謹
の
海
外
市
場
へ
の
進
出
が
活
潑
化
す
る
に
伴

Q

 

て
、

‘
'

H

場
形
態
を.

と
る
：中
機
業
が
家
內

H

業

的

小

議

を

壓

倒

し

.'巧

日
本
綿
業
.に
.：'お
け
る
中
小
機
業€

,

地
位 

- 

1
九

.

-
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三
田
學
會
雜
誌
第
卧
十
九
卷
第

1

號

業
の
主
軸
と
だ
つ
，た
。
し
か
し
內
需
向
小
巾
-
先
染
綿
葙
と
ぃ
っ
た
中
小®

!

の
代
表
的
分
龄
で
は
、
.
現
在
で
も
金
業
以
前
的
な
も
の
を
輕
視
す
る
ご
と
ば
で

き
な
い
。
か
か
る
狀
況
に
お
い
て
、

.問
屋
制
の
基
盤
，は
弱
體
化
し
な
が
ら
も
、 

な
お
殘
つ.て
い
る
。
，
こ
こ
に‘エ
_
エ
業
と
問
屋
制>
の
結
合
が
み
ら
れ
る
。
從 

づ
て
機
械
化
に
ょ
.っ
て

X

■

㈣
が
確
立
し
、..問
屋
制
が
全
面
的
に
崩
壞
す
る
と 

い
う
風
に
、M
者
を
對
立
せ
し
め
る
問
屋
制
の
古
典
的
解
釋
を
そ
の
ま
ま
わ
が 

國
の
中
小
議
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。

新
問
屋
制=

凋
屋
制
工
場
工
業
に
お
け
る
支
配
者
及
び
從
屬
者
の
性
格
は

、■ 

舊
問
屋
制H
問
屋
制
家
内
工
業
の
そ
れ
と
は
若
干
違
っ
て
く
る
。
先
ず
、
從
屬 

者
が
企
業
形
態
を
と
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
機
業
が
優
れ
て 

農
村
工
業
と
し
て
展
亂
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
.變
化
は
農
村
機
構
に
影
響
を 

及
ぼ
す
。
農
家
副
業
と
し
て
の
分
散
的
生
產
を
集
中
し
て
、

X
場
制
が
形
成
さ 

れ
る
と
、
農
村
に
近
代
的
勞
資
關
係
が
導
入
さ
れ
る
。
從
來
自
宅
で
賃
仕
事
を 

し
て
い
た
農
家
婦
女
子
が
通
勤
乃
至
は
出
稼
勞
働
者
と
し
て
、
形
式
的
に
も
賃 

金
勞
働
者
に
な
る
。
他
方
農
村
で
め
富
裕
層
は
工
業
資
本
家
に
轉
化
す
る
。
從 

っ
て
新
問
屋
制
は
從
馬
者
た
る
機
_

を
直
ち
に
賃
勞
働
者
に
す
る
も
の
で
は 

な
い
。.し
が
し
彼
の
資
本
家
た
る
資
格
は
、
問
屋
制
支
配
を
甘
受
し
て
い
る
限 

ゅ
ァ
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
が
問
屋
制
の
重
壓
下
に
あ
り
な
が
ら
、
幾 

分
の
資
本
利
潤
を
獲
得
し
う
る
の

は
、
勞
働
者
の
前
期
性
に
基
く
低
賃
金
に
ょ 

っ
て
で
あ
る
。
從
っ

V

勞
働
者
は
ニ.重
の
壓
カ
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く 

て
新
間
屋
制
で
の
支
配
•
從
屬
機
構.は
か
な
り
複
雜
な
も
の
，に
な
る
。

從
M
者
の
工
業
資
本
家
へ
の
成
長
に
見
合
う
茭
配
者
側
で
の
新
し
い
傾
向 

林
、

：

商
業
資
本
の
工
業
資
本
へ
の
部
分
的
轉
身
で
あ
る
。
生
產
過
程
の
機
械
化 

そ
れ
に
伴
う
生
產.の
集
中
•
工
場
制
の.成
立
と
い
う
狀
況
に
お
い
て
、
か
か
る

■ 

ニ
〇

(

ニ 

0
>

轉
身
な
く
'L
て
は
、
問
屋
は
そ
の
支
配
體
制
を
雜
持
す
る
こ
と
が
^
_
に
な
つ 

て
く
る
。
織
機
が
動
力
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
賢
出
ば
_

と
な
り
、
問
屋
は
犁 

に
原
糸
供
給
を
な
す
に
と
ど
ま
る
。
機
械
の
自
己
所
有
に
よ
つ
て
生
產
溝
は
不 

完
全
な
が
ら
自
立
化
し
、
そ
の
反
面
、
問
屋
制
は
弱
體
と
な
る
。
か
く
て
問
屋 

制
を
補
强
す
る
た
め
に、
' 問
屋
は
生
塵
過
程
の
內
部
に
介
入
し
て
、
そ
の
諸
エ 

程
の
統
合
者
と
し
て
の
機
能
を
果
そ
う
と
す
る
。
原

糸

•
製
品
販
賣
と
い 

う
外
部
と
の
接
續
だ
け
で
は
不
安
定
と
な
っ
た
問
屋
制
は
、
こ
の
生
產
諸
工
程 

の
内
的
統
合
と
い
う
機
能
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
安
定
度
を
增
す
。
諸
工
程 

の
一
部
が
大
經
營
で
な
く
て
は
、
技
術
的
-
經
濟
的
に
行
い
え
な
い
と
い
う
場 

合
、
問
屋
は
こ
の
エ
程
を
檐
當
す
る
こ
と
に
よ
、つ
て
こ
の
內
的
統
合
と
い
う
機 

能
を
よ
く
果
し
う
る
。
こ
の
際
、
問
屋
は
分
散
的
大
工
場
の
設
立
に
積
極
的
な 

役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
。
問
屋
が
工
業
資
本
家
に
部
分
的
に
轉
身
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
擔
胄
す
る
工
程
は
、
.通
常
織
布
工
程
の
前

•

後
を
な
す
準
備
.
仕 

上
工
程
の
一
っ
或
は
幾
っ
か
で
あ
る
。
.こ
れ
ら
の
部
分
工
程
に
介
入
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
問
屋
は
全
工
程'の
支
配
者
た
り
う
る
。
か
か
る
內
容
を
も
っ
轉
身 

は
織
機
貸
出
に
代
り
う
る
效
果
を
も
っ
。
舊
問
屋
制
で
の
織
機
の
貸
出
は
、
新 

問
屋
制
で
は
部
分H

程
へ
の
介
入
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ
る
と
も
い
え
る
。
更
に 

こ
の
介
入
に
よ
る
生
員
の
合
理
化
は
問
屋
中
心
體
制
へ
の
大
資
本
の
食
い
込
み 

に
對
す
る
防
塞
と.も
な
る
。.か
か
.る
轉
身
は
見
せ
掛
け
の
下
請
制
と
本
質
的. ̂

點
で
幾
.っ
か
の
類
似
性
を
も
っ
。
間
屋
の
生
衰
へ
の
部
分
的
介
入
は
舊
問
屋
制 

の
時
代
に
も
み
ら
れ
、
同
樣
に
問
屋
制
の
强
化
に
役
立
.っ
て
い
る
が
、
新
問
屋 

制
で
は
そ
の
規
模
は
通
常
遙
か
に
大
で
あ
り
、
か
.っ
介
入
が
問
昆
制
維
持
の
た 

め
に
、
よ
り
切
實
な
課
題
と
な
つ
て
い
る
。

生
產
者
へ
の
部
分
的
轉
身
は
所
設
間
屋
制
：の
.維
持
.
强
化
を
目
的
と
す
る
付

隨
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
從
つ
て
狀
況
の
如
何
に
よ
つ
て
は
、
問
屋
は

こ
の 

轉
身
を
せ
ず
に
、
諸
工
場
を
從
屬
せ
し.め
よ
う
と
す
る
。
原
料
か
ら
製
品
ま
で 

.ひ
生
產
諸
工
程
が
夫A
專
業
化
し
て
、
しか
も
す
ベ
て
中
小
經
營
に
よ
つ
て
分 

擔
.さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
個
別
的
に
支
配
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
 

問
屋
は
生
產
に
塵
介
入
する
こ
と
な
く
 

V
そ
の
㈱
^
渚
た
ヶ
う
る
。

こ
の場 

合
に
は
、
：
轉
身
を
伴
わ
な
い
新
問
屋
制
が
可
能
と
な
る
。
生
產
集
中
の
進
度
が 

純
か
わ
が
國
で
は
、

' 
こ
の
よ
.う
な
事
例
は
稀•で
は
あ
る
ま
い
。
轉
身
し
て
い
る 

場
合
セ
も
、
問
屋
の
本
質
は
變
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
從
愿
卷
は
家
內
工
業
者 

か
ら
工
場
經
營
者
に
移
行
し
て
い
る
。
從
つ
.そ
新
問
屋
制
に
お
い
て
.注
目
す
べ 

き
は
、支
配
渚
の
性
格
變
化
よ
り
、
む
し
ろ
從
屬
者
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。

2

見
せ
掛
け
の
下
請
制=
事
實
上
の
：問

屋

制

_
下
請
と
い
う
用
語
も
問 

屋
の
'そ

れ

と

同

樣

に

限

定

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

,0
一 
股
的
に
は
、
外
部
へ
の 

注
文
が
す
べ
て
下
請
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
、
發
法
渚
は
元
方
、
受
法
者
は 

下
i

者
と
な
る
。
元
方
が
工
業
資
本
家
で
あ
り
、
爾
者
の
間
に
單
な
る
賣
賈 

關
係
以
上
の
も
の
、
卽
ち

一

兀
方
.に
よ
る
下
請
業
者
の
原
料

•

製
品
市
場
か
ら
の 

遮
斷
つ
ま
り
賃
加
エ
關
係
が
存
ヰ
す
る
場
ム
ロ

、
は
じ
め
て
こ
こ
で
いう
下
p
fi
j 

が
成
立
ず
ゐ
。
元
来
、
：
.織
物
等
.の
輕
工
業
で
は
問
屋
制
が
、
機
械
器
具
等
の
重 

-E
業
で
は
下
請
制
が
發
展
し
た
。
兩
渚
の
立
脚
す
る
技
術
的
•經
濟
的
條
件
は
. 

相
違
す
る
。
輕.H

業
で
の
技
術
の&

滯
性
に
對
し
て
、
重
工
業
は
そ
の
急
進
性 

を
も
.：'つ
..て
特
色
付
け
ら
れ
る0 

.こ
こ
か
ら
察
知
し
う
る
よ
う
に.、
そ
こ
で
は
5B 

方
と
な
る
の
は
大
工
業
資
本
で
あ
る
。
こ
れ
と
生
產
過
程
に
お
い
て

接
合
し
う
 

る
た
め
，に
は
、

：下
|

讓
者
は
か
な
り
高
度
の
技
術
的
水
準
を
も
つ
も
の
、
少
く 

と
もH

場
形
態
を
と
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
典
型
的
な
問
屋
制
で
の
 ̂

M
溝
が
家
內H

業
で
あ
る
の
に
、
下
請
制
で
の
被
導
渚
乃
至
は
從
屬
渚
は
工
場 

H
本
綿
業
に
お
け
る中
ル
^

業
の
地
位

H

業
で
あ
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
。
最
近
綿
織
物
業
の
領
域
で
も
、
紡
績
會
社 

の
貴
織
と
い
ぅ
形
で
、
-T
•請
制
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
だ
。

賃
加H

を
内
容
と
す
る
點
で
は
、
下
請
制
は
問
屋
制
と
共
通
し
て
い
る
。
し 

か
し
賃
加
エ
が
な
さ
れ
る
根
據
に
：
つ
い
て
は
、
雨
者
の
間
に
相
違
が
存
在
ず 

る
。
後
者
で
は
流
通
面
か
ら
す
る
生
產
諸
の
前
期
的
支
配
の
手
段
と
し
て
賃
加 

エ
が
生
ず
る
の
に
對
し
て
、
'前
者
で
は
そ
れ
は
生
藍
上
の
根
據
に
基
き
、

70

-
方 

と
下
請
業
渚
と
の
間
に
、
技
術
的
な
有
機
的
連
關
が
形
成
さ
れ
る
。

一
方
で
は 

流
通
過
程
に
お.い
て
價
値
の
收
奪
が
、
他
方
で
は
價
値
通
り
め
交
■
が
行
わ
れ 

る

.°

.單
な
る
壓
迫
の
有
無
は
南
渚
を
區
別
す
る
基
準
と
は
な
ら
な
い

.0
元
方
が 

.下
請
業
衰
に
對
し
て
壓
カ
を
加
え
て
も
、
こ
れ
が
大
資
本
に
よ
つ
て
の
み
可
能 

な
技
術
的
合
理
化
に
基
く
も
の
な
ら
ば
、

.前
期
的
支
配
は
歸
結
さ
れ
な
い
。
應 

迫
の
有
無
で.は
な
く
て
、
そ
の
內
容
が
兩
者
の
區
別
基
準
と
な
る
。
問
屋
制
資 

本
は
技
術
的
合
理
化.奶
代
化
で
は
な
く
て
、
.
技
術
的
停
滞
性
.
前
期
的
社
會 

關
係
を
基
盤
と
し
て
そ
の
利
潤
を
汲
み
出
す
。
た
と

4
兀
方
が
工
業
資
本
で
ふ 

つ
て
も
、
下
請
業
者
へ
の
壓
カ
が
か
か
る
的
容
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
事 

.實
上
の
問
屋
制
が
成
立
す
る
。
問
屋
制
の
再
編
成
と
い
ぅ
の
.は
固
有
の
問
屋
制 

か
ら
こ'の
見
せ
掛
け
の
下
請
制

=

事
實
上
の
問
屋
制
へ
の
推
移
を
意
味
す
る
。

.
下
請
制
で
は
ー
兀
方
と
不
請
潔
渚
と
の
間
に
、
原
料
支
給
，

'製
品
納
入
と
ぃ5 

關
係
が
でき
る
。
こ
の
■
ム
ロ
、
殳
ず
生̂
砠
罾
の
い
か
な
.る
部
分
が
下
請
業
者 

に
よ
つ
て
分
擔さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
紡
績
會
社
が
原
糸
を

f

し
、
そ 

の
賃
織
工
場
が
そ
の
後
の
生
產

H

程
の
す
べ
て
を
遂
行
し
て
、
完
成
品
が
納
入

•さ
れ
る
場
合
に
，は
、
後
者
は
原
糸
購
入
に
ょ
つ
て

1

に
獨
立
工
場
に
轉
じ
ぅ 

る
。
從
つ
て
こ
の
事
例
で
は
、
；：下
請
制
を
特
色
付
け
る
生
產
上
の
逋
關
が
乏
し 

い
。'そ
れ
に
も
拘
ち

ず
、
.：；

な
お
下
請
制
を
固
執
す
る
理
由
と
し
て

.は
、
例
え
ぼ
：

. 

ニ

；'
ノ 

' 

> 

.

.
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.

'

■

•

中
小
^

®

?の
金
融
的
通
迫
に
乘
じ
て
、
原
糸
支
給
を
高
利
贷
的
耍
素
と
じ
よ 

一
 

‘う
と
す
る
意
圖
が
あ
げ
ら
れ
る
。

.

.こ
れ
は
明
ら
か
に
事
實
上
の
：間
屋
制
で

.あ

.. 

|' 

る
。
問
屋
制
と
は
違
っ
て
、
下
請
制
で
は
生
菝

H

程
の
全
部
で
は
な
く
、
そ
の 

i 

.

.

1:

部
の
み
が
下
讓
溝.の
手
で
營
ま
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

：

從
っ
て
親
工
場 

一

.

ベ
の
依
奮
は
生
產
面
に
由
来
し
て
.お
り
、
都
分
工
程
の
所
產
が
.そ
れ
自
體
市 

|-

:

場
性
を
も
た
な
い
限
り
、
下

の

獨

立

：へ
：の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
こ 

j 

の
部
分H

程
が
親
エ
舞
に
缺
け
て
.い
る
か
否
か
界
よ
，っ
て
、
下
請
制
で
の
生
產

. 

„ 

.

迪
關
を
有
機
的
：と
.並
列
的
と■の
一.

J
つ
に
分
類
し
う
る。

.

I

-:'

'-
.

.

.見
せ
.掛
け
の
下
請
制H
事
實
上
の
問
屋
制
は
、
下

I

襲
者
が
原
糸
か
ら
完
全 

_
. 

,

.品
ま
で
の
全
工
程
を
擔
當
サ
る
場
合
、

1R

方
と
の
生
產
土
の
連
關
が
有
機
的
で 

W

'

,
あ
る
場
合
に
も
生
ず
る
。
し
か
し
特
に
問
^
と
な
る
の
は
生
產
連
關
が
並
列
的 

て 

な
場
合
で
あ
る"
何
故
な
ら
ば
、
そ
こ
に
：お
い

V

下
請
制
が
：事
實
上
の
問
屋
制 

I 

.

.へ
轉
化
す
る
機
會
が
最
も
多
い
か
ら
で
あ
る
で
生
產
連
關
が
有
機
的
で
あ
る
時 

j  

は
、
下
^W

の
分
檐
す
る

H

程
は
親
工
場
を
中
心
と
す
る
全
工
程
の
不
可
缺 

1

;:::::. 

な
：一：
環
で
あ
る
か
ら
、
賛
加
工
が
出
さ
れ
る
理
由
は
明
ら
か
で

^
る
。
と
こ
ろ 

l
:
:
y
.

パ
' 

が
、.こ
れ
が
並
列
的
で
あ
る
場
合
に
は

3
こ
办
理
由
が
問
題
と
な
る
ぐ
元
方
が 

;

.

自
工
場
で
も
な
し
う
る
工
程
を
何
故
下
請
に
出
す
か
に
つ

.い
て
、

の
理
由 

i:

:;:
'
:
:

'

が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
一
っ
は
元
方
の
受
注
が
多
く
、
自
工
場
の
設
備
だ 

;

, 

け
で
は
賄
い
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

‘。
こ
れ
だ
け
な
ら
、
親
工
場
の
設 

:

,
.備
が
擴
張
さ
れ
れ
ば
、
•下
請
は
消
滅
す
る
。
こ
の
際
設
|

張
を
行
わ
な
い 

I:;:

-..

で
、
敢
て
下

1
1
^

考
に
依
存
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
を
景
氣
變
動
の
安
全 

瓣
.と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
企
圖
が
あ
る
か
ら
だ
。
し

.か
し
こ
れ
だ
け
で 

は
、.元
方
が
自
工
場
.の
生
蓮
設
備
を
完
全
に
操
業
し
な
い
で
賃
加
エ
せ
し
め
る 

理
由
は
說
明
し
え
な
い
。
こ
の
理
由
の
主
な
も
の
は
賃
加
工
で
の
低
廉
薩
力 ,

. 

.

ニ
ニ 

(

ニ
ニ)

に
あ
る
。,

こ
の
低
^

^

_カ
が
2

|

,

の
技
術
的
劣
位
を
相
殺
し
て
餘
り
あ 

る
場
合
に
：は
、
親
，

H

場
は
遊
休
設
備
を
抱
え.な
.が
ら
下
請
に
依
存
す.る
。
從
つ 

て
技
術
の
停
滯
性
か
ら
し
て
、
そ.2-
ロ
理
化
が
低
廉
勞
働
カ
に.
太
刀
打
：ち
で
き 

な
い
諸
工
程
に
お
い
：て
、
こ
の
下
請
制
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
わ
こ
の
低
廉
勞 

働
カ
の
1

が
親
エ
場
に
と.つ
て
も
可
能
で.あ

る

な

ら

ば

、
：
.
.
下

請

制

は

必

然

化 

し
な
い
。
こ
木
が
可
能
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
i

力
の
完
全
な
商
品 

化

-^
阻
む
勞
働
者
の
前
期
性
が
下
請
制
を
必
然
化
す
る
。
こ
の
場
合
：
下
請
制 

は
低
廉
勞
働
力®

:
の
た
め
の
方
式
と
し
て
役
立
つ
て
い
る
。
生
產
過
程
へ
の 

介
入
に
よ
る
そ
：の
合
理
化
に
で
は
な
く
、
流
通
面
よ
り
す
る
生
產
者
か
ら
の
價 

値
收
奪
つ
ま
り
低
廉
勞
働
カ
に
利
潤
の服廣
を
.求

め

る

と

こ

ろ

に

、
，
問

員

_

の 

本
質
が
あ
る
。
か
く
てこ
，

の
並
列
的
連
關
で
の
下
請
制
に
問
屋
制
的
本
質
が
內 

藏
さ
れ
て
；い
る
の
を
看
取
し
う
る
。
か
か
る
方
式
で
の
前
期
的
な
、
從
つ
て
低 

廉
な
勞
働
力
f

.
の
道
は
、
中
小
機
業
に
と
つ
て
特
に
廣
く
用
意
さ
れ
て
い
る 

よ
う
だ
。
そ
の
限
り
、
そ
こ
で
の
下
請
制
が
事
實
上
の
問
屋
％

す
る
誘
因
は 

强
い
。

3 

H

業
組
合
制
度——

問
屋
制
か
ら
の
脫
出
.

家
内
工
業
か
ら
工
場
エ 

業
へ
.
と

い

う
職

場
：の
.

近
代
化
と
共
に
、
間
屋
制
の
解
體
が
豫
想
さ
れ
る
。
し
か 

し
中
小
機
業
で
は
、
大
工
場
へ
の
强
いI

力
が
缺
け
て
い
る
の
で
、
間
屋
制 

を
睨
す
る
た
め
に.は
、
特
殊
な
装
置=
土
業
組
合
制
度
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ 

に
よ
；.つ
て
流
通
面
で
の
外
部
と
の
接
續

：•

生
產
面
で
の
内
的
統
合
が
成
就
さ
れ 

.る
場
合
、
問
屋
制
か
ら
の
晚̂
が
完
成
す
る
。

綿
業
の
三H
程
た
る
棉
作
•
紡
績
•
織
布
の
一
つ
で
あ
る
廣
義
の
織
葙
工
程 

は
更
に
®

 

.
織

布

、

仕

士

め

三

つ

に

_

分

さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
うち
狭
義
の 

織
葙
工
程
を
狹
む
ー
一
っ
を
加
ェ
と
㈱

罾
し
ぅ
る
。.
織
布
工
程
の
■技
術
的
停
滞
性

;

に
對
し
て
、
加
工
特
に
仕
上
工
程
で
は
か
な
り
の
技
術
的
急
進
性
が

.み
ち
•れ 

る
。
.從
つ
て
そ
の
工
程
は
大
經
營
で
な
く
て
は
、
技
術
的
.
經
濟
的
に
可
能
で 

な
く
な
る
に
■至
つ

て

い

る

。

機
械
化
の
時
代
に
問
屋
制
が
維
持
さ
れ
う
る
主
な 

理
©
は
、
こ
の1

の
支
|3
的
地
位
に
あ
る
商
業
資
本
_
_
見
せ
掛
け
の
卞
請 

制
の
場
合
に
は
工
業
資
本

一

；か
こ
の
工
程
を
經
營
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
谕
通 

上
の
優
位
つ.ま
り
從
屬
者
の
原
料
，
製
品
市
場
か
ら
の

.隔
離
を
打.ち
，出

し

て

い

. 

.る
こ
：
と
.

に
あ
る
。
，
從.つ
て
問
屋
制
か
ら
の
脱
出
を
目
指

.すH

業
組
合
の
施
策
の 

.う
ち
將
に
重
要
な
の
は
、
か
か
る

M

程
を
遂
行
す
る
共
同

H

場
の
設
立
で
あ
る
。 

こ
れ
に
よ
つ
て
業
者
の
.分
^
に
本
拘
ら
ず
、
大
工
場
に
西
敵
す
る
技
術
的
條
件 

が
作
り
历
さ
れ
る
。
更
に
こ
れ
を
手
掛
り
と
し
て
共
同

_
入
•
販
寶
を
實m
す 

る
.こ
と
Iに
よ
つ
て
、.大
工
場
の
^
^
部
が
も
つ
よ
う
な
市
場
支
配
カ
を
迭
成
し 

う
る
。
か
く
て
分
散
的
大
工
場
と
し
て
の
機
業
地
：の
體
制
が
完
成
す
る
。

.•
問
屋
制
と'い
う
よ
夕
な.安
配
.
.
.從®

係
を
'內
容
と
す
る'
_直
納
結
合
'で
は 

な
く
、
平
等
原
則
に
立
脚
す
る
水

.平
的
結
合
の
方
武
》
エ
業
組
合
制
を
通

.1
:
て 

:分
散
的
犬
エ.場
體
制
を
畫
す
る
と
ゼ
は
、
現
實
的

>-
は

か

な

り

屋

：で
あ 

■'
り
、
：そ
の
實
例
を
見
出
^
難
い
。
問
屋
がf

的
に
生
產
渚
化
す
る.と
と
.に
：よ 

■
つ
て
エ
組
：に
.

加
入
し
、
更
に
織
機
を
も
.た
な
い
織

〗R

が
組
合
員
と
認
め
ら
：れ
.る 

場
合
が
多
い
。
か
ぐ
て
問
屋
•
織
元
铽
そ
の
資
カ
を
背
景
と
し
て
エ
組
の
支
配 

者
-^
な
り
う
る
。
エ
組
が
事
實
上
の
問
展
的
組
織
に
轉
ず

-^
契
機
を
孕
む̂
と
，
 

•4
あ
り
う
る
。
そ
れ
程
で
な
く
と
も
、
；土
組
が
問
屋
制
と
ひ
妥
協
に

^-
-^
ズ
成 

立
：す
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
。

.又H

組
が
共
同
加
工
場
を
設
け
る
こ
.と 

は
、
加
H

I
の
刺
益
に
反
す
る
。
こ
の
場
合
、
大
加
エ

i

が
エ
組
に
壓
力 

を
加
え
る
こ
と
をi

し
う
る
。
こ
の
壓
カ
に
エ
組
が
屈
す
る
な
ら
ば
、

H

組 

に
よ
る
水
平
的
統
合
よ
り
も
、
大
加

H

i
を
頂
點
と
す
る
見
せ
掛
け
の
下
請

.

.

日
本
綿
業
に
お
け
る
中
小
機
業
の
地
位

制
が
優
位
す
る
で
あ
ろ
ぅ
。

‘ 

_ 

.

±

產

業

の

地

方

體

制;■

產
業
の■近
代
化
は
從_

分
化
乃
至
ば
そ
れ
に
近
い
狀
態
に
あ
っ
：た
農
業
と 

工
業
と
を̂

化
せ
し
め
る
と
同
時
に
.、
か
く
分
化
し
た
雨
者
を
結
合
せ
し
め
る 

役
割
を
果
す
商
業
の
發
展
を
促
進
す
る
。
こ
れ
ら

.の
う
：ち
都
市
は
商
工
業
を
、 

村
落
は
農
業
を
產
業•の
主
體
と
す
る
。
か
く
て
都
市
と
.村
落
と
の
間
に
產
業
上 

の
有
機
的
連
關
が
生
じ
、
.前
者
を
.中
心
、
後
者
を
周
邊
と
す
る
體
制
が
形
成
さ 

.れ
る
？
近
代
以
前.の
都
市
が
政
治
.
軍
事
或
は
宗
教
等
の
中
心
地
で
あ
っ
た
の 

に
對
し
、
近
代
都
市
の
目
立

つ
：：

た
特
質
と
し
て
產
業
的
中
心
地
た
る
こ
と
を

 ̂

摘
し
ぅ
る
。
資
本
主
義
の
初
期
段
階
に

'お
い
て
は
、
小
都
市
を
中
心
と
す
る
比
，
 

較
的
狹
い
地
域
に
、：：
獨
自
な
產
業
瞍
制
が
成
立
す
る
傾
询
が
あ
る
。
こ
の
罾

㈣ 

^•
そ
の
地
域
的
規
模
か
ら
し
.て
地
方
體
制
と
呼
び
ぅ
：る
。
資
本
の
集
中
•
資
本 

主
義
の
高
度
化
に
伴
っ
て
、
大
都
市
に
本
據
を
置
く
大
資
本
の
そ
こ
へ
め
進
入 

に
•ょ
っ
て.•、
こ.の
：地
方
體
制
は
分
解
し
、

.

.廣
大
な
地
域
に
跨
る
產
業
體
制
の

1 

環
.に
編
入
：さ
れ
る
？

(

靑

沼「

都
市
と
庳
業|_
季
刊
社
会
學
復
刊
第
ー
«

,
 

:地
方
體
制
を_も
っ
て
特
色
付
け
ら
れ
る
小
都
市
資
本
主
義
の
時
代
に
旣
に
：エ 

.場
制
が
確
立
し.て
お
り
、.大
都
市
資
本
、
®
義
ベ
.の
.移
行
に
際
し
て
は
、
地
方
エ 

場
が
大
資
本
の
的
な
構
成
分
子
と
な
る

.と
い
っ
た
事
例
は
、
，
歐
米
で
は
多 

:<
:■み

ら
れ
る
ょ
ぅ
だ
.々cw

v
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a
m
e
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n
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1
-
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5
)

と
こ
ろ
が
、
わ
が
國
の
機
||
-地
で
は
.
 

地
方
體
制
は
問
屋
制
を
基
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
更
に
.ど
の
體
制
を
崩 

.壞
せ
し
め
る
大
資
本
の
機
業
地
.へ'の
食
い
込.み
は
、
：
資
本
的
同
一
性
を
導
く
直

接
的
な
形
態
で.は
な
ぐ
>
問
屋
制
の
苒
編
羁
と
ー
い
ぅ
|
*
を
濃
厚
に
承
す
間
接

ニ
三 

S
三)



:)

.
：
.
：A

m 

田
學
會
雜
：認

的
形
態
で
行
わ
れ
て
い
る
。

原
糸
か
ら
完
成
品
ま
：で
の
諸

H

程
が
特
定
：の
地
域
に
多
少
と
も
密
集
し
て
い 

洛
各
種
中
小
工
業
者
に
.よ
，0
.
,て
分
業
的
に
營.ま
れ
て
'い
る
と
，：い..う
の
が
.、

わ
が 

.

國
機
業
地
の
殆
ん
ど
に
み
ら
れ
た
光
景
で
あ
る
。
.
こ
の
地
域
的
に
纏
り
の
あ
る 

生
產
社
會=

產
業
の
地
方
體
制
が
形
成
さ
れ
て

.い
た
と
い
う
の'が
、
諸
機
業
地 

の
食
情
で
あ
つ
た
。
こ
の
ft
制
を
確
立
す.る
た
め
に
は
、
，
分
散
；

g

な
諸
工
程
の 

統
合
が
地
域
内
に
お.い
て
行
わ
れ
、
か
つ
地
域
外
と
の
接
觸
に
對
等
な
賣
賈
關 

.係
を
こ
え
る'制
約
が
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
.七
が
條
件
と.な
る
。
換
言
■す
る 

と
、
統
合
が
内
的
に
形
成
さ
れ
、
接
續
が
自
主
的
に
な
さ
れ
て

.い
る
場
合
、
そ 

.
の
i

地
は
地
方
體
制
を
保
持
し
て
い
る
。

一
質
生
產
を
な
し
、
か
つ
商
事
部 

を
も
つ
て
い
る
太
織̂
工
場
で
は
生
じ
な.い
よ
う
な
問
題
、
卽
ち
分
散
し
て
い 

る
諸
霧
の
內
的
統
合•外
的
接
績
と
い
う
問
題
が
機
業
地
に
は
あ
る
。
こ
れ 

.ら
の
問
題
が
手
際
よ
く
處
理
さ
れ
て
い
る
と
，
分
散
し
て
い
る
諸

i

が
マ
テ 

ュ
或
は
大

H

場
の
有
利
性
を
獲
得
し
う
る
。
從
つ
て
產
業
の
地
方
體
制
は
分
散 

マ
.■ニ.ュ
•
分
散
大
DT
場
と
い
う
內
實
を
も
つ
と
い
つ
て
よ
い
。

地
方
體
制
に
お
い
，て
誰
が
中
心
的
役
割
を
演
ず
る
か
を

.め
ぐ
つ
て
、.
そ
の
一
一
. 

つ
の
類
型
を
設
定
し
う
る
。

一
つ
で
は
商
ス
が
、
他
で
は
生
產
者
が
中
心
>
な 

.る
。
綿
業
の
生
產
面
で
の
三
分
化
に
對
應
し
て
、
そ
の
流
通
面
で

.も
棉
花
商• 

糸

商•

布
商
の
三
つ.の
分
化
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
織
布

H

程
に
i

す
る 

の
は
、.糸
商
及
び
祐
商
で
灰
る
。
.雨
者
は
兼
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
.
分
化 

七
て
い
：る
場
合
忆
は
、
糸
商
は
單
な
る
賣
賈
以
上
の
機
能
を
遂
行
し
な
い
の
が 

潜
通
で
あ
る
か
ら
、
單
な
る
糸
商
は
體
制
の
中
心
と
は
な
り
え
な
い
。
從
つ
.て 

地
方
體
制
の
中
心
と
な
る
商
人
は
地
元
布
商

n
產
地
問
屋
で
あ
る
。
，
產
地
問
屋 

は
そ
の
本
来
の
業
務
た
.る
外
部
と
の̂
ま
卩
商
取
引
上
の
利
便
か
ら
し
て
、
.そ

の
地
方
の
中
心
地=
小
都
市
に
居
住
す
る
。
，ー
兀
來
機
乘
は
農
村
ェ
業
と
し
て
發 

展
し
て
き
てい
る
か
ら
、生
產
渚
は
か
な
り
廣
い
地
域
に
.わ
た
っ
.
て
散
在
す 

る
。'
,
.こ
の
機
業
地
帶
を
小
都
市
が
統
合
す
る
と
い
う
形

.で
、
.地
方
體
制
が
形
成 

さ
れ
る
.0
わ
が
國
機
業
に
お
い
て
は

H

場
制
の
强
カ
な
發
展
は
.み
ら
れ
ず
、
機 

械
化
が
渗
透
し
た
後
で
も
、
生
産
の
多
く
は
零
細
乃
至
は
中
小
響
に
ょ
っ
て 

擔
當
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
生
産
者
中
心
的
體
制
を
樹
立
す
る
た
め
に
は
、
ェ
，
 

組
の
活
動
に
期
待
し
な
く

V

は
な
ら
な
い
。

H

組
は
各
i

地
で
設
立
さ
れ
た 

が
、.
.そ
れ
が
地
方!1
-
-制
の
中
心
を
占
め
る
程
の
實
カ
を
も
っ
.の
は
至
難
で
あ
っ 

た
。
：'從
っ
て
戰
前
で
の
中
小
機
業
の
ft
制
は
問
屋
制
を
基
軸
と
す
る
地
力
產
業 

と
し
て
特
色
付
け
ら
れ
る
。
：

：

し
か
し
地
方
體
制
と
い
う
規
定
を
適
用
す
る
の
が
困
難
な
若
干
の
機
業
地
を 

あ
げ
.う
る
。
綿
業
の
全
國
的
或
は
準
全
國
的
中
心
地
た
る
大
阪
•
名
古
屋
等
に 

地
理
的
に
接
近
し
て
い
る
諸
機
業
地
で
は
、
'
こ
れ
ら
大
都
市
の
牽
引
力
が
强
く 

働
き
、

：

地
方
體
制
は
最
初
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
な
い
か
、
早
期
に
分
解
し
て
い 

る
。
こ
れ
ら
の
機
業
地
で
は
產
i

屋
が
活
躍
す
る
舞
豪
は
狭
く
、
大
都
市
集
，
 

散
地
問
屋
が
そ
の
機
能
を
兼
ね
る
場
合
が
多
い
。
か
く
て
ぬ

%1
商
人
は
こ
の
集 

散
地
問
屋
の
：手
先
機
關
に
墮
し
、
體
制
の
中
心
的
原
理
た
り
え
な
い
。
又
織
機 

の
動
力
化r
.海
外
市
場
へ
の
謹
に
ょ
っ
■て
生
產
が
向
上
し
た
た
め
に
、
產
地 

問
屋
の
實
カ
が
生
產
考
の
要
望
に
そ
い
え
な
ぐ
な
る

.と
、
外
部
資
本
の
導
入
は 

.不
可
避
と
な
る
。
更
に
技
術
の
高
度
化
に
卽
應
ず
る
分
散
的
大
工
場
體
制
が
地 

元
の
力
で
達
成
さ.れ
な
い
場
合
に
も
、
外
部
か
ら
の
制
約
を
う
け
ざ
る
を
え
な 

い
。
要
す
る
に
、
地
方
體
制
に
っ
い
て
の
例
外
を
幾
っ
か
あ
げ
う
る
が
、
こ
れ 

ら
.は
基
本
的
動
向
に
な
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
ょ
う
だ
。

■

地
方
體
制
の
崩
壊
を
決
定
的
に
し
た
の
は
大
紡
績
資
本
の
機
業
地
へ
の
食
込

M
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M

韻

m

淨

M

V-1
参
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lo cn ^

VwXぎ

to
o 这

(百
方
碼
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98

184

616

403

D
/A

生
産

高

w
00

to w  >-»
レ “  bo ^

mw
鎵 。

•
從

業
貝

1
人

當

O

(
百
方
瑕

)
15.1

16.9

25.0

11.3

b

.(
百
方
碼
） 

8.2

9.7

12.1

10.3

ー
嶔

當
生

產
高

o
W

み
で
あ
る
。
こ
れ
は
戰
時
中
の
統
制
に
ょ
っ
て
轍
出
向
中
小
機
業
が
紡
！！
#
-
社 

の
下
請
機
關
に
な
つ
た
の
に
始
ま

.る
。
し
か
し
當
時
の
そ
れ
は
異
常
で
あ
り
、 

食
い
込
み
が
正
常
的
現
象
と
な
る
の
は
戰
後
で
あ
る
。
か
く
て
大
紡
績
資
本
を 

頂
點
と
す
る
全
國
的
規
模
で
の
綿
業
體
制
が
樹
立
さ
れ
る
。
現
在
で
も
小
巾
機 

業
地
で
は
地
方
體
制
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
中
小
機
業
の
重
點
が
廣
巾 

蔣
に
轍
出
向
廣
巾
に
決
定
的
に
移
行
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
^
^
を
も
つ 

て
中
小
機
業
全
體
の
そ
れ
を
代
表
さ
せ
て
差
支
え
な
か
ろ
ぅ
。

B

問
題
の
解
明 

わ
が
國
の
中
小
機
業
は
地
域
的
に
か
な
り
集
中
し
て
存
在
し
て
い
る
。
愛

知
•
大

阪
•
靜g

•

兵
庫
の
四
府
縣
に
方
織
機
臺
數
•
生
產
高
の
約
七
割
が
集 

ま
っ
て
い
る
。
，

(

第
1
表
參
照〕

更
に
ra
府
縣
の
^

^

g

_

%

帶

と

し

て

郑
 

多
•
泉

州
.
遠

州
.
播
州
が
あ
げ
ら
れ
る
。
エ
桊
協
同
組
合
別
に
み
る
と
、
泉 

州
は
泉
州(

泉
北)

.
大
阪
南
部(

泉
南)

の
一1

っ
.か
ら
、
遠
州
は
遠
州
•
遠
州
小 

巾

•
.天
龍
社
の
三
っ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
播
州
で
の

®
力
の
エ
i

は
播
州
織 

エ
協
組
で
あ
り
、

こ
れ
を
も
つ
て
播
州
機
業
地
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き 

.る
。
知
多
で
の
業
者
の
組
織
は
單
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸

H

協
組
は
い
ず
れ 

も
地
域
を
單
涖
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い

る
。

こ
れ
らの
四
大
機
業
地
で
は
生
產 

の
主
軸
は
廣
巾
特
に
轍
出
廣
市
に
置
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
が
占
め
る
比
重
に
つ
い
て
は
程
度
の
相
違
が
あ
る
。
泉

南

.
播

_

1
饿
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aî

H
本
綿
業
に
お
け
る
中
小
機
業
の
地
位

五

(

ニ
五
>



m  2 表 登 録 織 機 種 別 數

( 昭 和 3 0 年 3 月）

府縣別 組 合 別 事業所數

, 綠 機 銮 數 （对逯）

足踏
力 織 機

計
小 巾 廣 巾

靜
遠 州 1,061 237 237

遠 州 小 巾 1,726 3 140 143

天 龍 社 758 99 99

岡 3,545 3 140 336 479

骚 知 多 662 260 232 492
ニ： 河 1,303 90 106 196

そ の 他 2,520 40 225 265

知
計 4,485 390 663 953

ナ 泉 州 （泉北） 664 196 214 410

大 阪 南 部 （京南） 448 6 197 203

し そ . . の 他 90 13 28 41

阪
計 1,202 215 439 654

兵 播 州 481 2 128 130

そ の 他 484 1 93 9 4

庫 計 965 3 221 224

合 計 10,197 3 748 1,559 2,310

事 業 織 布 業 者 16,901 104 1,089 2,381 3,524

m 膂 織 布 業 者 123 21 738 759

全 國 . 17,024 104 1,110 3,069 4,283

ニ
六
：
：

0
1

六)

北
は

わ

が

國

で

の

白

木

綿

(

小
巾)

：
の
ニ
大
產
地
で
あ
る
。
遠

州

は

三

河

.
贽 

梅

と

並

ぶ

鎬

木

綿

(

小
巾) 
'
の
產
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
.こ
れ
ら
以
外
の 

小
叻
綿
葙
の
主
要
產
地
と
し
て
は
、

.餅
を
特
產
と
す
る
久
留
米

•

伊

豫
.

1

 

が
あ
げ
ら
れ
る
。
.織
機
總
臺
數
の
ぅ
ち
小
巾
の
比
率
は

i

織
布
業
溝
の
み
に 

4 

4 

o

4!
9i

^ !
i

'と
つ
い
て
は
三
ニ

 
％

、
，
兼

！
^

布

工

場
 

9 

2

23
]

:3,
5

7
4,
2

卿
を
含
め
る
と
、ニ八％
に

1
かすぎ
 

.

.

.

.

......

■
.... c

を

な

い

。
，
更

に
.臺
當
り
の
生
^
高
の

9 3
22
1

55
9

38
1

73
8

06
9

伽
^

相
違
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
雨
者
の 

1
’ 2

,
 . 

3

 

<

多

間
の
隔
た
り
ゆ
一
層
顯
著
に
な
る
。 

g
g

9 I
.

M

H

ょ

’

從
つ
て
廣
巾
特
に
轍
出
向
廣
巾
機
業 

g

0 8
:,
2

l l
”
 

|

Nr
t

J

地
の
動
向
を
も
っ
て
、
わ
が
國
中
小

_

_
_
•

I

n

i賓
於

機
業
の
大
勢
を
卜
し
ぅ
る
。

-

■ .

3

10
4

-0
4

會
細
以
上
列
擧
し
た
諸
機
業
地
特
に
四 

. 

I 

‘ |
丨

? ^
•犬
機
業
地
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、 

48
4

16
5
ぺ
97
-
°0
1
12
3
:02
4

0

^

日
本
綿
業
で
の
中
小
機
業
の
位
■
付 

.
10
,
16
17
,

觀P
'

.

け
を
試
み
る
。
現
狀
分
析
が
眼
目
で 

-

- 

W 

^

あ
る
が
、
現
狀
を
理
解
す
る
た
め
に 

他

.

十

者

蹲

.は
、
過
去
の
.姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
な 

■.
.
 

0

,

-1
.

1

'
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
狀
の
大
勢
は 

の

.許

M
- l
f

I
I

'

，過
去が
ら
の
脫
皮
を
も
っ
て
新
し
ぃ 

...“

織

日

力

る

.事
態
を
展
開
し
てい
る
が
、し
か
し 

そ

.
:
_辟

1.
2.
す

'
そ
の
拳
に
お
い
そ
は
古
い
形
態
が 

「

.

.庫

‘

.

I
 全

，

:'
:〉

^̂

:
::

.三由
學
會
雜
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-
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：
.

州
は
殆
ど
鹿
巾
で
，あ
る
が
、
そ
の
他
で
は
小
巾
が
相
當

.の

.比
重
を
も
つ
て
い 

る
。
.織
挺
の
康
巾
種
別
か
ら
小
巾
の
.比
重
：を
判
定
す
る
と
、
：
こ
れ
は
知
多
.
泉 

北
で
は
約
五
割
に
、
遠
州
で
は
三
割
に
當
る
。

(

第
2
表
參
观)

遠
州
を
除
い
て. 

は
、
小
巾
業
者
は
廣
巾
業
者
と
同

.一
の
ェ
協
組
に
所
磘
し
て
ぃ
る
。
知

多

.
泉

か
ら
し
て
、
こ
の
こ
と
は
强
調
さ
れ
て
ょ
い
。
從
つ
て
現
狀
の
若
干
を
も
っ
て 

過
去
の
姿
を
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

。
.
.
'
.

I 

:

問

屋

制

を

基

軸

と

す

る

地

方

產

業

と

し

て

の

中

小

機

業

■:
'

職
前
で
の
中
小
機
業
體
制
の
f

を
問
屋
制
を
基
軸
と
す
る
地
方
產
業
と
規 

定
し
う
る
が
、
ご
れ
を
更
に
ニ
っ
の
段
階
卽
ち
織
機
の
動
力
化
以
前
と
以
後
と 

に
細
分
す
る
。
こ
れ
は
舊
間
屋
制
か
ら
籠
屋
制
べ
；の
移
行
に
ほ
ぽ
對
應
す
る
。

1

機
械
化
以
前

——

問
屋
制
家
内
工
業
綿
業
は
德
川
時
代
の
中
期
以 

降
か
な
り
の
發
展
を
示
し
ズ
き
た
。
棉
作

1
^
は
關
東
以
西
の
暖
國
に
限
定
さ 

れ
な
が
ら
、
綿
祐
の
：

^

は
全
國
的
に

|

悬
し
て
い
っ
た
。
從
っ
て
商
品
化
が 

抑
制
さ
れ
て
い
た
德
川
時
代
に
お
い
て
、
綿
は
商

i

さ
れ
た
數
少
い
.品
種
の 

う
ち
で
も.主
要
な
も
の
の
一
っ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
年
間
に
入
る
ま
で 

は
、

：

綿
業
は
農
村
農
體
制
に
包
括
さ
れ
て
お
り
、
商

ロ2化
の
た
め
の
體
制
は 

い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
は
.い
な
か
っ
た
。
商
ロ

g

化
の
初
^

^

に̂
は
、
仲
員
入
が 

11
1
給
布
の
餘
剩
を
貿
集
め
て
、
市
日
を
ま
っ
て
、
市
場
で
賣
る
と
い
う
狀
態
で 

あ
っ
た
。
農
家
でm
作
か
ら
織
布
ま.で
の
一
貢®

が
な
さ
れ
て
い
る
砠
り
、 

商
人
'は
単
に
賈
占
資
本
家
と
し
て
活
動
す
る
以
外
の
餘
地
を
も
た
な
か
っ
た
。 

棉
質
商
人
の
出
現
に
ょ
る
綿
替
制
度

.の
成
立
は
、
在
来
綿
業
體
制
•に
打
擊
を 

與
ぇ
た
が
、
致
命
的
な
も
.の
と
は
い
い1|
い
。.
こ
，の
體
制
の
分
解
を
決
定
的
に 

:し
た
の
は
、.唐
糸
輸
入
と
近
代
称
钫
績
業
の
創
設
で
あ
る
。
手
，挽
糸
は
輸
入
糸 

と
國
內
機
械
糸
と
の
挾
擊
に
抗
し
ぇ
ず
、
明
治
一
一
六
年
に
は
綿
糸
總
生
產
中
で 

の
そ
の
比
重
は
僅
か
四
％
に
な
：っ
た
。
綿
作
も
轍
入
棉
に
押
さ
れ
て
、
明
治
ニ 

〇
年
を
頂
點
と
し
て
そ
れ
以
後
は
激
減
し

.た
。
.か
く
て
i

三
工
程
の
う.ち
、
. 

棉
作
は
海
外
に
、
紡
績
は
國
內
大
工
場
に
代
替
さ
れ
て
、
農
家
自
給
體
制
の

一 

環
と
し
て
の
在
来
綿
業
は
も
ろ
く
も
崩
壞
し
た
。

日
本
綿
樂
に
お
け
る
.中
小
機
業
の
地
位

紡
績
工
程
が
機
械
化
さ
れ
て
、
農
村
か
ら
都
市
へ
移
行
す
る
と
、
原
糸
面
か 

,
.ら
す
：る
商
人
の
生
產
者
に
對
す
る
前
期
的
支
掘
が
可
能
と

.な
る
。
更
に
織
相
技 

術
の
.高
度
化
に
よ
つ
て
從
來
の
#
廉
な
^
具
：が
陳
腐̂
し
て
、
比
較
的
高
價
な
• 

よ
り
複
雜
な
道
具
の
篇
が
必
要
'に
な
る
と
、
商
人
に
よ
る
生
產
者
へ
の
道
具 

の
貸
付
が
行
わ
れ
る
に
至
る
0
か
く
て
家
內
エ
馨
は
勞
働
力
を
提
供
す
る
だ 

け
で
、
原
糸
の
み
な
ら
ず
、
道
具
を
も
商
人
に
依
存
し
、
§

制
度
は
强
化
さ 

れ
る
。
織

1
R
.

賃
織
霧
關
係
に.お
い
て
、
商
品
化
體
制
は
商
人
交
配
の
下
に
、 

問
屋
制
家
内
工
業
と
い
ぅ
派
で
確
立
さ
れ
る
。
か
く
て
事
實
上
の
資
本
制
が
成 

立
す
る
。

紡
績
工
程
が
都
市
產
業
と
し
て
集
中
化
さ
れ
た
の

_に
、
.
織
葙
工
程
は
農
家
婦 

女
子
.の
家
計
補
助
的
副
業
と
し
て
分
散
的
に
營
ま
，れ
て
い
た
。
商

ロg

H

引
の
中 

心
地
た
る
都
市
に
居
を
構
え
、
孙
部
と
の
接
續
を
業
務

>
す
る
商
人
=
產
地
問 

屋
が
、
谪
い
地
域
に
ゎ
た
0
て
分
散
す
る
こ
れ
ら
零
細
機
業
諸
を

1

把
握
す 

る
こ
と
は
でき

な

い

。

從
つ
て
產
地
問
屋
と■
細
i

者
と
の
間
を
媒
介
す
る 

渚
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
.媒
介
唐
は
通
常.農
村
に
居
住
し
、
そ
の
周
邊
の
零
細 

機
i

を
掌
握
す
る
。
問
屋
に
對
す
る
關
係
办
ら
し
て
、
こ
.の
媒
介
渚
を
二
通 

り
に
區
別
し
ぅ
る
。

「

は
問
屋
の
單
な
る
代
理
人

•

宇
先
機
關
と
.な
つ
て
い
る 

.も
の
で
あ
る
。
他
は
あ
る
程
度
の
獨
自
性
を
も
つ
て
い
る
も
の

■で
あ
る
。
前
者 

は
問
屋
經
營
の
一
環
を
な
し
て
い
る
が
、
後
者
で
は

''
問
屋
機
能
の
分
化
を
看 

取
し
ぅ
る
。
こ
の
獨
自
性
が
强
化
さ
れ
る
と
、
，
都
市
を
中
心
と
す
る
機
業
地
全 

.體
と
し
て
の
體
制
は
成
立
せ
.ず
、
農
村
織

1R

を
中
心
と
す
るよ
り
狹
小
な
地
域 

で
の
體
制
が
形
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
農
村
織
元
は
集
散
地
問 

'屋
と
1

し
、
た
と
え
、
產i

屋
を
經
由
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
，と
の
關
係 

は
單
な
る
賣
買
關
係
と
な
る
。
し
か
し
か
く
農
村
變
兀
が
問
屋
機
能
を
吸
收
し

七
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.■

て
し
ま
う
，こ
と
は.稀
で
あ
り
、
そ
の
獨
自
性
は
限
萣さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。か 

■ぐ
て
問
屋
機
能
の
分
擔
渚
と
し
て
、
產
地
問
屋
と

.農
村
織
元
と
を
ニ
：應
區
別
し 

て
.
考

察

す
る
必
要
が
あ
る
。
問
屋
の
從
爝
者
が
農
村
に
居
住
す

る
零
細
業
者
で 

あ
る
場
合
に
'は
、
；
.
こ
の
こ
と
は特
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
..い。

.

:

賃
織
業
が一，貫
作
業
を
な
し
て
い
る
砠
り

(

原
糸̂

:
^

.
織
機
資
付
は
高
利 

資
付
的
な
意
味
を
も
つ
..に
す
ぎ
な
い
。
.
と
こ
ろ
が
、
原
糸
か
ら
製
品
ま
で
の
諸 

工
程
が
各
業
舍
に
ょ
つ
て
分
業
的
に
營
ま
れ
る
場
合
に
は
、
問
屋
的
支
配
の
た 

:

め
に
も
、
生
產
面
へ
の
介
久
が
不
可
避
，に
な
る
。
か
く
て
分
散
的
な
家
内
工
業 

.者
が
分
業
關
係
に.お
い
て
協
同
す
る
と
と
に
.な
る
。
問
屋
制
家
内
工
業
と
分
散 

マ
ニ
ュ
上
の
結
合
は
、
機
業
地
で

.見
出
さ
れ
る
通
常
の
形
態
で
あ
る
。
織
元
が 

問
屋
か
ら
分
化
し
て
い
る
時
は
、
諸
工
程
の
統
合
と
い
う
機
能
は
彼
に
委
ね
ら 

れ
る
0
從
つ
て
機
能
の
重
點
は
、
問
屋
で
は
外

'的
接
緻
に
、
.織
元
で
は
諸
工
程 

の
統
合
に
置
か
れ
る
。
こ
こ
に
織
元
の
一
一
重
的

_

を
指
摘
し
う
る
。
卽
ち
流
、 

通
的=

問
屋
制
的
側
面
と
生
產
的

=

マ
ニ
ュ
的
侧
商
と
が
あ
る
。
後
渚
は
織
元

• 

■が
自
ら
諸
工
程
の.一
部
を
兼
營
し
て、
' 統
合
を
.内
在
的
に
遂
行
す
る
場
合
、

强
化
さ
れ
る
。
流
通
面
を
通
じ
て
の
生
產
へ
の
介
入
を
間
接
的
と
す
れ
ば
、
こ 

'れ
は
直
接
的
介
入
で
あ
る
。
直
接
的
介
入
の

■事
例
は
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、
そ 

の
殆
ん
ど
が
準
備•仕
上
工
程
で.あ
り
、
主
工
程
た
る
織
布
は
賃
織
業
者
の
手 

に
.委
ね
ら
れ
る
。
織
元
の
擔
當
す
る
工
程
が
付
隨
的
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら 

.ず
、
生
產
へ
の
介
入
が
問
屋
制
强
化
、を
主
眼
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に 

注
意
.し
な
く
ては
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
集
中
マ
ニ
ュ
へ
の
展
望
に
乏
し
い
。
.織 

元
は
そ
の
ニ
重
的
性
格
に
も
拘
ら
ず
、
主
軸
を
な
す
の
は
依
然
と
し
て
問
屋
的 

.な
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
手
工
業
時
代
の
機
業
地
の
體
制
は
問
屋
制
家
內
工
業 

を
も
つ
て
特
色
付
け
ら
れ
る
。

;
;
:ニ
/\
' 

. X

 
ニ
.
6
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零
細
耕
作
，
高
額
雜
の
下
に
貴
困
化
し
て
い
る
農
家
で
の
婦
女
子
の
副
業 

的
賃
織
か
ら
マ
ニ
ュ
の
發
生
を
ii
#
し
，え
な
い
。
そ
と
に
は
何
ら
の
餘
剩
も
殘 

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
..て
農
村
織
元
層
か
ら
の
マ
ニ
ュ
罾

_
の
見
^
み
も
な.い
。 

こ
の
層
は
む
し
ろ
問
屋
制
的
軌
道
を
進
も
う
と
す
る
。
.農
村
織
元
は
都
市
問
屋 

と
密
摸
に
絡
み
合
っ
て
、
.そ
れ
に
，從
屬
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
雨
者
の
自
自 

は
本
質
的
に
は
同
一
：
で
あ
る
。

ョ
ー
ク
シ
ャ
西
部
毛
織
物
業
で
の
•
一

 

六
世
紀
中 

期
を
劃
期
と
す
る
發
興

(

大
塚
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雄
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經
濟
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と
は
^
照
的
で
あ
る
。
自
由
獨
立
の
.典

.|
&
1的
マ
二
ュ
の^

ぽ
に
ょ 

る
問
屋
制
的
支
配
か
ら
の
脫
出
、
產
業
資
本
の
確
立
に
ょ
る
商
業
資
本
の
近
代 

化
は
、
：
わ
が
國
機
業
の
手
エ
業
的
段
階
で
は
實
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ 

の
種
の
系
譜
は
そ
の
後
も
績
く
。
.
.
.

在
來
綿
業
か
ら
紡
績
工
程
が
都
市
產
業
と
し
て
分
化
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、 

農
工
分
化
は
一
應
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
徹
底
的
に

.は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
Iこ 

:

れ
は
次
の
ニ
っ
の
面
で
現
れ
て
い
る
。

一
っ
は
織
布
工
程
が
双
^
と
し
て
農
村 

に
と
.ど
ま
り
、
農
家
副
業
と
し
て
營
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
他
は
近
代
的 

紡
績
業
の
勞
働
力
と
し
て
、
農
家
か
ら
の
紐
っ
き
の
出
稼
女
子
が
採
用
さ
れ
た 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
港
は
わ
が
國
紡
績
業
が
原
料
.
機
城
を
海
外
に
依
存 

し
な
が
ら
、._し
か
も
輸-«
產
業
と
し
て
發
展
し
え
.た
理
由
.の
一
つ
と
な
る
。
前 

渚
は
わ
が
國
機
業
の
發
展
が
英
國
毛
織

I

の
そ
れ
と̂

M
を
な
し
た
主
な
要 

因
の
一
っ
で
あ
る
。
家
內
工
業
が
農
業
と
結
合
し
、
.
副
業
的
に
營
ま
れ
る
場
合 

に
.は
、
低
廉
な
し
か
も
彈
カ
性
に
富
む
勞
働
力
が
供
給
さ
れ
る
。
こ
れ
が
手
工 

業
的
段
階
に
お
い
て
、
工
場
制
の
形
成
を
強
力
に
阻
ん
だ
。
わ
が
國
の
代
表
的 

機
業
地
が
，か
っ
て
の
棉
作
地
帶
に
立
地
し
て
い
る
の
は
、
傳
統
だ
け
で

は

な

く

、 

そ
こ
で
の
勞
働
力
の
低
廉
.
！}蕾
に
よ
る
。
棉
作
は
稻
作
に
比
し
て
、
遙
か
に

多
く
の
人
手
を
要
す.る
。
從
っ
て
榀
作
地
帶
は
稠
密
な
人
口
を
も
っ
。
榀
作
か 

ら
他
作
へ
の
轉
換•手
紡
の
放
棄
は
過
剰
人
口
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
れ
が
農
家 

副
業
的
勞
働
力
の
給
源
と
な
つ
た
。

か
く
て
織
元
は
讓
的
家
內
エ
®

を
賃
勞
働
者
に...し
て
、

マ
.ユ
ュ
的
生
產 

樣
式
に
よ
る
技
術
的
合
理
化
.を
行
う
よ
り
も
、
農
工
未
分
化
の
•
形
式
的
に
は 

觀
立
し
て
い
る
生
產
者
を
流
通
面
か
ら
高
利
貸
的
に
支
配
す
る
の
を
有
利
と
し 

た
。
織
布
以
外
の
諸
工
程
で
は
マ

-
I
kが
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
問
屋
制
的 

支
配
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
織
布
工
程
は
家
内
工
業
的
水
準
に
と
ど
め
て
置
か 

.れ
た
。
し
か
し
長
期
に
わ
た
つ
て
命
脈
を
保
ち
えた
こ
の
^
屋
制
豸
內
工
業 

も
、
機
械
化
の
滲
透
と
共
に
、
衰
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

2 

.機
械
の
導
入
に
伴
う
問
屋
制
の
變
化

.

兼
營
織
布
工
場
は
洋
式
織
機 

を
輸
入
し
て
、
最
初
か
ら
機
械
制
工
場
と
し
て
出
發
し
た
。
し
か
し
內
需
用
小 

巾
綿
相
を
供
給
す
る
中
小
i

の
機
械
化
の
た
め
には
、
そ
の
製
品
の
特
殊
性 

，
か
ら
し
て
、
國
產
機
械
の
供
給
が
必
製
で
あ
つ
た
。
手
機
か
ら
足
踏
機
べ
の
轉 

化
は
比
較
的
早
く
行
わ
れ
た
が
、
力
織
機
へ
の
發
展
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

， 

國
產
小
巾
力
織
機
が
發
明
さ
れ
た
の
は
明
治
三

a
年
頃
で
あ
る
が
、
動
力
源
と 

し
て
電
力
を̂

^
し
う
る
ま
で
は
、
そ
の
#

^
は
緩
慢
で
あ
つ
た
。
明
治
末
期 

か
ら
大
正
初
期.に
か
け
て
の
電
力i

の
發
展.に
よ
る
豐
富
•
低
廉
な
電
力
の 

供
給
は
、.第
一
次
大
戰
を
勢
機
と
す
る
需
要
の
擴
大
と
相
ま
っ
て
、
中
小
機
業 

で
の
力
織
機
の#

^
を
促
進
し
た
。
し
か
し
織
機
の
.動
力
化
が
決
定
时
に
な
つ 

た
の
は
大
芷
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
.動
力
心 

.が
蒸
氣
力
で
は
な
く
、
電
力
に
よ
つ
た
と
い
う

C
と
.は
、
機
械
化
に
も
拘
ら
ず
、 

生
產
の
分
散
を
可
能
に
し
た
。
更
に
こ
れ
が
農
工
未
分
化
に
基
く
低
廉
勞
働
力

. 

資
本
蓄
積
の®

に
肋
成
さ
れ
て
、
大
工
業
に
對
す
る
中
小
工
業
の
量
的
優
位

0
本
綿
業
に
お
け
る
中
小
機
業
の
地
位

と
.い
う
事
態
を
導
い
た。.

.

機
械
化
の
滲
透
の
度
合
は
業
種
に
よ
っ
て
大
い
に
相
違
す
る
。
廣
巾
特
に
生 

地
綿
祐
で
は
急
速
で
あ
り
、
小
巾
特
に
餅
で
枕
、
現
在
な
お
織
機
の
過
半
が
動 

力
化
以
前
に
あ
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
機
械
化

.に
伴
っ
て
副
業
か
ら
事
業
に
、 

農
業
と
結
び
付
い
て
い
る
場
合
で
も
農
主
的
副
業
か
ら
農
從
的
兼
業
と
な
り
、 

更
に
家
内
工
業
か
ら
工
場
制
へ
の
方
向
が
開
か
れ
る
。
萬
業
化
•
工
場
制
へ
の 

移
行
に
っ
れ
て
、
機
業
の
.都
市
へ
の
導
入
が
豫
想
さ
れ
る
。
し
か
し
農
工
未
分 

化
の
通
勤
女
子
勞
働
者
.
下
請
賃
織i

を
i

す
る
た
め
に
、
こ
の
傾
响
は 

抑
制
ざ
れ
る
。

.

技
術
的
に
：低
水
準
の
中
小
I

が
大
機
業
と
對
抗
し
う
る
殆
ん 

ど
唯
一
の
强
味
は
、
こ
の
種
の
低
賺
勞
働
力
の

f

に
.あ
る
。

か
か
る
事
態
を
明
ら
か
に
，す

る

た
^
に
、
遠
州
小
巾
織
物
業
の
現
狀
を
み 

よ
う
。
同
じ
先
染
小
巾
で
も
、
餅
木
綿
と
は
違
い
、
縞
木
綿
を
主
と
す
る
遠
州 

小
巾
で
は
、
動
力
化
は
完
成
：の
域
に
あ
る
。

.そ
れ
に
も
拘
ら
ず

(

平
均
規
模
は 

八
臺
强
と
い
う
零
細
さ
で

あ

，る
。
！

は
複
數
で
設
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

一
 

〇
臺
未
滿
は
殆
ん
ど
八
臺
以
下
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
が
事
業
^

數
で
は
四
分 

の
三
、
織
機
臺
數
で
も
過
半
を
占
め
て
い
る
。
,
こ
の
多
く
は
農
村
地
帶
に
分
布 

し
、
大
部
分
農
業
を
兼
ね
て
お
り
、

i

化
と
は
程
遠
い
狀
況
で
あ
る
。

一
〇 

臺
未
滿
の
七
丨
八
割
は
.六
臺
以
下
で
あ
り
、
.そ
の
殆
ん
ど
が
賃
織
で
あ
る
。
織 

元
.に
は
一
一
っ
の
型
が
あ
る
。

一
は
織
機
を
も
た
な
い
も

.の
、
他
は
そ
れ
を
も
っ 

.て
い
る
も
の.で
あ
る
。
兩
者
の
比
重
.か
ら
し
て
、
舊
型
の
商
人
的
織
元
が
衰
退 

し
て
、
新
型
の
織
元
は
生
產
渚
的
も
つ
て
い
る
こ

■と
が
う
か
が
え
る
。 

し
か
も
後
者
に
は
比
較
的
規
模
の
大
き
い
も
の
が
多
い
。
こ
こ
に
矮
小
の
下
請 

制
を
見
出
し
う
る
。
そ
こ
'で
か
、
元
方
が
小
工
業
資
木
家
：で
あ
り
、
下

讓

者

' 

は
家
內
工
業
者
で.あ
る
。
新
型
の
織
元
の
多
く
は
舊
塑
の

.そ
れ
：か
ら
の
轉
身
で

二
--
"

九

(

ニ
九)

.



項 目

業種別

粗合 
員數

織 機  
鎏 數

平均
臺數

織元S i :
24 1,018 42
20

賃 織 、業 者 548 9,893 18
獨 立 業 者 349 12,880 37

計
941 23,741 26

.況

.

'槪

:

種

； 
の者

) 

業

牢 

物
o

織
3

•
巾
和

.

小
昭 

例

C

;

遠

：.

表3
.
第
'

.

ヽ\業種別 

規模別\
織元

.獨立
業者

賃織
業者 ti-

0 (銮） 

10 —

70

150
310
210

920
70

70
1,230

430

計 220 520 990 1>730

な
.つ
.た
。
：
多
く
の
廣
巾

W
?

を
從
え
る
に
：は
，
問
屋
は
瓦
額
の
資
金
を
必
要
と

' 

す
.る
。
こ
の
資
金
を
用
意
し
え
た
の
は
、
、

.地
方
^
行
の
積
極
的
な
援
助
に
ょ 

る
。
，隣
接
す
る
三
河
の
塵
地
問
屋
.は
か
か
る
圓
滑
な
る
金
融
を
な
し
え
な
か
つ 

.た
。
' 生
產
渚
を
し
つ
か
り
と
摑
ん
だ
遠
州
問
屋
に
比
べ
る
と
、
一
一
一
河
問
屋
は
弱 

體
で
あ
つ'た
。
か
か
る
兩̂
の
相
違
か
ら
し
て
、
遠
州
は
三
河
ょ
り
も
急
連
に 

發
展
し
た
が
、.そ
の
反
面
、
生
產
考
は
問
屋
制
の
壓
力
を
免
れ
え
な
か
つ
た
。 

'
.
.遠
州
で
の
エ
組
は
重
要
輸
出
品
エ
組
の
雛
塑
を
提
供
し
た
と
い

^
れ
る
程
、 

古
い
掇
史
を
も
つ
て
い
る
。
し
が
し
問
屋
制
か
ら
の
.脫
出
と
い
ぅ
機
能
は
充
分 

に
は
發
揮
さ
れ
て
い
な
い
。
エ
組
が
外
的
接
續
と
內
的
統
合
と
を
常
握
す
石
の

第4 表 遠 •则輸出織物工業組合1尕久 

社業種別社員（昭和U 年:

物
を 

織
字
.

出
數
.

輸
の
：

州
表
.

遠
別 

.厂
頁 

'合
8
 組

别 
同
び 

協
及

'
。 

.
2 

物
8-
.て
.
 

,織
26

し 

州
J
成 

遠
誌
合

0

は
、
產
地
問
屋
及
び
加 

x

i

の
.利

益

に

反
す 

な
。
遠
州
輸
出
織
物
エ 

組
は
製
造
問
屋
を̂<

 

せ
し
：め
た
の
み
な
ら 

ず
、
織
機
を
も
た
な
い 

織
元
を
もf

に
よ
つ 

て
組
合
員
と
し
て
い 

た
。
人
數
で
は
全
負
の 

五
％
に
す
ぎ
な
いこ
れ 

ら
の
も
の
が
、
事,

 

數
の
過
半
.
織
機
竅
數

の
半
數
近
く
を
支
配
し
て
い
た
。
賃
織
把
.編
入
さ
れ
て
い
た
の
は
零
細
業
者
で 

あ
る
。(

第
4
表
參
照)

そ
の
多
く
は
準
備
工
程
の
完
了
し
た
糸
を
受
取
り
、
製 

織
だ
け
を
擔
當
し
た
の
で
、
，問

屋

.
織
元
に
對
し
て
荖
し
く
不
利
な
立
場
に
あ

.あ
る
-
:機
械
.の
時
代
に
生
ぎ
殘
る
た
：め
に
.は
、
織
元
は
生
產
者
に
轉
じ
な
X
て
'' 

は
な
ら
ぬ,0
.し
か
し
こ‘の
傾
向
は
決
定
的
な
も
；の
一
で
は
な
い
。

.特
に
不
恥
時
に
：

は
自
工
場
の
縮
小•賃
織
.の
擴
大
を
有
利
と
す
る
。
；
農
村
織
ー
兀
を
經
由
せ
ず
に

、
. 

產
嚮
屋
に
直
結
し.て
い
る
の
は
相
當
規
模
の
業
渚
で
あ
る
。

(

第
3
表
參
照)

.

こ
の
1 1
^

と
1

ル
；
の

織

ポ

エ

程

で

の

生

1

^

は
典
型
的
な
問
屋|

|

家

內

エ

業
' 

體
制
で
は
殆
ん
ど
み
レ.

れ
：な
.か
っ
た
も
の
だ
。
遠
州
小
巾
で
の
_

^
は
、
舊
.

.

況

：

o

0:
.
.
.
^
1

^

1
問
屋
制
か
ら
新
問
屋
制
へ0 .
過
彼 

'

臟

)

t i
-

.

へ
7

1 ,
2

3

4 3
1 >
7

3

.
 

. 

r

的
形
態
と
も
ぃ
え
る0

_

の
成 

.'.
:

|

 

一
 

: 

I

 

:

.
長

.-

.

|

エ

場

の

普

遍

化

は

產

地
 

.
f

 

:

織

者
.

92
0

70
90
# o

,
問
屋
と
の
直
結
を
益
々
促
進
す
る

ソ
：
|
30
難|

「

31
0

21
0

52
0
,

ド

の
支
配
力
はI

渴

し

て

.お 

-巾

和
I

—

. 

—

.

—

.—

.—
 
M

り
、
か
っ
ての
よ
う
な
强
固
な
賃 

‘
：

J
他

.
：
|

70
15
0

22
(

權

織
關
係
は
な
く
な
っI

て
ぃ
る 

.遠

：

——

I—

.

—

Ji
-
t
r
.
が
、
そ
れ
で
も
單
な
る
賣
賈
に
は 

表
.

孤
\
 
.
0 

9 I
'

卜

■

な
つ
て
い
な
い

o

賣
賈
形
式
を
と 

B 

.業/p

 

o 
一
Lo
f 

_
£
る
賃
織
と
い
つ
た
中
間
形
態
が
と 

-第

，

.

親

.

.

I
ら
れ
て
い•る
よ
う
だ
。

.

.

康

州
•

知
多
の
よ
う
な
機
械
化.

が
比
較
的
急
連
に
行
わ
れ
、
し

か

も

中

央

市.
 

場
に
接
近
し■
た
機
業
地
で
は
、
中
間
層
た
る
商
人
的
織
萍
は
明
治
來
期
に
旣
に
，

. 

危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
生
產
者
化
を
餘
锬
な
く
さ
れ
、
輸
出
へ
の
進
出
と
共
に
、
' 

齑
地
問
屋
が.

排
除
さ
れ
る
。
と
と
ろ
が
、
遠
州
で
は
國
內
向
小
巾
か
ら
轍
出
向

. 

廣
巾
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
'

問
屋
制
が
む'

し
ろ
强
化
さ
れ
た
。
機

講

は

全

資 

金
を
設
備.

の
M

新
に
投
じ
、
從
っ
て
問
屋
貨
織
に
依
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
く

-
田
.學

會

雜

誌.;
:
笫
四̂
8

:;
:

.

_

:

三
〇
：
：'

.::

Q
一
 
S

っ
た
。
製®

屋
の
取
扱
數
量
の
ぅ
ち
賃
織
が
壓
倒
的
此
重
を
も
っ
て
い
る
か

-
 

ら
、
そ
のi

は
優
れ
て
胄
入
的
であ
る
。

こ
の問
屋
は
加
工
_

を
も
支
配 

下
忆
お
さ
め
て
、生
產
者
に
對
す
る
發
言
權
を
强
化
し
て
い
た
。

.

製
品
で
は
類
似
性
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
播
州
の

地
方
體
制
は
遠
州
と
對
照.
 

的
で
あ
る
。
播
州
は
轍
出
祐
生
產
に
伴
い

:'
1

の
共
同
出
資
に
ょ
っ
て
大
規 

横
な
加
工
場
を
設
立
し
た
。.
こ
れ
を
中
心
と
す
る
共
同
態
勢
が
播
州
を

f

付 

け
て
い
る
。

こ
れ
に加
え
る
に
集
散
地に
近

い

±
い

ぅ
事
情
も
あ
っ
て
、
そ
こ 

で
は
產
i

屋
が
發
展
し
て
い
な
い
。
從
っ
て

こ
の
典

に

ょ

づ
て
地
方 

體
制
を
講
し
て
い
た
か
に
み
え
る
。

し
か
しH

組
と
並
ん
で
矮
小
の
下
請
制 

が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
エ
組
と
は
別
箇
の
體
制
を
形
成
し
、
相
當
の
成
功
を 

收
め
て
い
る
。こ
の
體
制
の
主
體
は
エ
業
資
ホ
家
的
性
格
を
濃

^
に
も
っ
が
、 

事
實
上
の
問
屋
に
逸
脫
し
な
い
と
は保
證
し
え
な
い。
.要
す
る
.に
、
.
播

州

の

體 

制
も
生
ー
本
の
土
組
中
心
的
な
4.
の
と
は
い
い
難
い。’.

ニ

大

資

本

の

機

業

地

へ

の

食

い

込

み

_
_

地
方
體
制
の
崩
壞
と 

.
問

屋

制

の

再

編

成

.
，

近
代
的
紉
緝
業
の
初
期
の
目
標
は
國
內
手
挽
糸
，
輸
入
糸
の
驅
逐
に
ょ
る
國 

内
市
場
の
確
保
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
標
を
ほ
ぼ
達
す
る
や
間
も
な
く
、
明
治
ニ 

三
年
に
、
そ
れ
は
最
初
の
過
剩
生
產
恐
慌
に
遭
遇
し
た
。
か
く
て
わ
が
國
妨
績 

業
は
、
國
內
市
場
狭
隘
の
.た
め
、
當
初
か
ら
輸
出
產
業
た
る
べ
く
運
命
付
け
ら 

れ
て
い
た
。
そ
の#
營
織
葙
工
場
の.發
展
は
第
一
次
大I

ま
：で
は
徐
々
た
る 

も
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
_
出
は
半
製
品
た
る
糸
の
形
で
な
さ
れ
た
。
糸
輸
出 

の
紡
績
業
と
內®

小
巾
布
を
生
產
す
る
中
小
機
業
と
の
間
に
は
、
は
っ
き
り 

し
た
處
劃
が
あっ
た
.。

と
こ
ろ
が
、：大
戰
を
契
機
と
し
て
兼
營
織
布
工
場
の
膨 

服
が
目
覺.ま
し
く
、
輸
出
の
重
點
が
糸
か
ら
布
へ
移
行
し
て
い
っ
た
。
同
時
に
、

日
本
綿
業
に
お
け
る
中
小
機
業
の
地
位

 

'

中
小
機
業
で‘も
廣
巾
化
と
輸
出
へ
の
進
出
が
著
し
く
な
っ
た
が
、
大
正
末
期
に 

お
い
で
も
、_

の
比
重
は％
#■

•

遠
州
等
で
も一.

丄

I

割
に
す
ぎ
な
か
っ.
 

た
。
昭
和
七
年
以
降
の
轍
出
好
況
時
に
は
、
中
小
機
業
の
得
意
と
す
る
加
工
綿 

葙
の
輸
出
が
殖
え
た
こ
と
も
一.
因
とな
つ
て
、
主
要
機
業
地
の
輸
出
へ
の
依
存

.
 

が
決
定
的
と
な
つ
た
。
か
く
て
.か
っ
て
の
如
き

一I I

を
紡
績
^
^
と
中
小
機
業 

と
の
間
に
引
べ
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
が
國
綿
業 

は
中
小
機
業
を
も
含
め
て
轍
出
產
業
た
る

1

を
も
つ
よ
う
に
な
つ
た
。

第
一
次
大
戰
を
契
機
と
す
る
好
況
は
紡
績
會
社
に
特
に
幸
し
、
そ
の
後
の
恐 

慌
を
乘
り
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
紈
績
資
本
の
綿
業
で

'の
王
座
が
確
定
し.た
。
し 

か
し
昭
和一

三
年
の
轍
出
入
個
人
リ
ン
ク
制
に
よ
る
中
小
機
業
と
の
賃
織
契
約 

を
例
外
と
す
れ
ば
、
紡
績
資
本
は

1
刖
に
は
機
業
地
に
裏
進
出
す
る
こ
と
は 

な
か
っ
た
。
戰
後
中
小
機
業
で
の
顯
著
な
現
象
は
、
舫
績
會
社
と
の
下
請
連
繫 

化
で
あ
る
。
か
っ
て.は
、.ー
般
わ#
機
|

で
の
產
地
問
屋
の
支
酝
カ
が
强
く
、 

直
接
集
散
地
問
屋
と
直
結
し
え
た
の
は
、
泉
州
多
等
の
如
く
そ
れ
と
地
理 

的
に
接
近
し
た
と
こ
ろ
の
大
雜
署
以
外
に
は
殆
ん
ど
な
か
づ
た
。
戰
後
紡
績
資 

本
は
こ
の1

問
屋
に
代
っ
て
各
機
業
地
で
の
支

13
者
と
な
った

。

こ
れ
に
大 

商
社
の
各
機
業
地
へ
の
進
出
が
加
わ
る
。
こ
れ
ら
大
資
本
の
進
出
は
產
地
問
屋 

..が
本
来
の
機
能
を
發
揮
し
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
止
む
を
得
ず
な
さ
れ
た
と
い 

う
よ
り
、
も
づ
と
切
實
な
狀
況
の
下
で
行
わ
れ
た
。
.
か
く
て
戰
後
の
惡
條
件
が 

中
小
機
業
者
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
る

。

.
 
..
 

-
 

大
資
本
の
壓
カ
は
織
機
過
剰
に
よ
っ
て
累
加
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
一
ニ
年
に 

比
し
て
、.現
在
の
紡
機
錘
數
は
三
分
の
一
程
減
っ
て
い
る
の
に
、
織
機
臺
數
ば

.
 

逆
に
ニ
割
近
く
殖
义
て
い
る
.。
現
在
の
紡
績
設
備
が
ら
す
れ
ば
、
織
機
は
現
在

.
 

の
半
分
位
で
足
り
る
と
い
.わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
期
間
に
兼
營
エ
場
の
織

ハ

1

I

I

!
f

1

I
If!}
I
I

I
y
3
-
r
r
3
g
y 

-



第 5‘表專業織布業者賃織生産高 

(昭和 2 8 年 1 2 月）

\ 賃織種 
別

規模5丨̂\

賃織

紳

委 託 者 別賃 織

紡績 商社 親機 その他

— 20察 30.6 0.4 61.0 30.6 8.0
21—99 42.3 20.2 62.4 14.5 2.9

100— 43.0 70.3 27.0 1.9 0.8

針 41.8 46.5 42.9 8.5 2.1

註 1 . 大阪府立商工經濟研究所「纖維商 
社の分析」7 7 頁參照。

機
臺
數
は
ー
一.

1

割
減
つ
て
い
る
。
從
つ
て
中
小
機
業
で
の
增
加
.は
四
割
近
く
に
な 

つ
て
い
る
。.，か
か
る
狀
況
で
は
操
業
度
を
維
持
す
る
た
め
に
、
' 工
賃
.切
下
げ
も 

甘
受
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
工
賃
の
低
下
に
加
え
る
に
、
出
糸
.の
賣
値
安 

で
收
入
は
低
下
し
、
經
費
上
昇
で
支
出
が
殖
え
て
、
採
算
割
れ
の
狀
態
と
な
る
。

.そ
こ
で
手
張
り
を
や
ろ}
と
し
て
も
、
糸
高
の
布
安
が
障
害
と
な
る
。
操
短
に 

加
え
る
に
賃
織
に
出
す
と
い
ぅ
方
便
が
あ
る
か
ら
、
糸
高
布
安
は
恒
常
化
す
る 

傾
向
に
あ
る
。
更
に
國
內
向
と
輸
出
向
と
の
一
S

價
格
に
ょ
る
國
內
有
效
需
要 

の
低
下
は
、
そ
れ
を
對
象
と
す
る
中
小
機
業
を
壓
迫
す
る
こ
と
に
な
る

。
.

最
近
の
狀
況
で
は
、、
賃
織
以
外
に
中
小
機
業
の
行
く
道
は
狭
い
。
百
臺
以
上 

，の
大
i

は
紡
績
賃
織
を
主
と
し
、
商
社
賃
織
を
從
と
す
る
。
ニ
一

 

蠆
以
上
百

:

.

丨

I
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_

_臺
朱
滿
の
中
機
業
は
商
社

他

.
0
.
.
9
.8
1

賃
織
を
主
と
し
、
殘
り
は 

.

織
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0
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1紡
績
賃
織
と
再
下
請
と
に 
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縞

賃
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名
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折
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さ
れ
る
0
.小
I
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)
別

親

3C
14
1

.
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‘
领

殆

ん

ど

^
下
請
又
は
滴
社 

.
狐

月

者

.社
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4

-°
,

.9
1

隊』

賃
織
と
な
る
。
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第
i

參 

緖
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h

M
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紡
績
賃
織
は
仕
事
が.

-

委
M

M

S
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I I

P

 

'
專

g

纖

^

0.
6

2.
3
.
“

1.
8
.

I I
I

.
條
件
も
良
好
で
ぁ
る
。
從 

表

く 

y

比

3 

4 

4

,4
対
の
數
っ
て
紡
績
.と
直
接
連
盤
し 

龄

顧

別

\

 |

99
1.
社
2.
ぅ
る
ょ
ぅ
な
大
機
業
は
惠 

賃/

 

g

 

一
 

 ̂

^

許

£

ま
れ
て
い
る
方
だ
。
最
も 

/

規• 

.

2

1

i

敷
ま
れ
な
い
の
は
再
下
請

三
甶
學
會
雜
誌
.笫
四
十
九
-卷
：
第
一
號

:

'

.

.
 

.

. 

- 

• 

/
• 

. 

で
あ
る
。
こ
の
多
く
は
紡
績
賃
薇
の
再
下
請
で
あ
り
、
二
重
の
隠
力
を
う
け
る
。

泉

州
•
知

多
.
遠

州
.
播
州
の
四
大
機
業
地
で
は
紡
績
會
社
.
商
社
の
賃
織 

が
生
產
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
等
し
く
賃
織
で
あ
る
が
、
そ
の
壓
力
の
受 

け
方
は
機
業
地
に
よ.つ
.て
異
る
。.
泉

州•

.知
多
は
太
.
中
番
手
使
用
の
粗
布. 

細

祐
•
金
巾
等
の
生
%

㈱
^'
か
多
い
。
遠
州
は
同
じ
生
地
綿
相
で
も
中
•
細
番 

手
使
用
の
特
殊
織
の
ブ
ロ
 
I
ド
及
び
剪
毛
と
い
う
准
沬
加
工
を
必
要
と
す
る
別 

珍

•
コ
ー
ル
■天
を
主
と
す
る
。
播
州
は
太

•

中
番
手
使
用
で
も
、
先
染
綿
布
及 

び
シ
ャ
ヵ
I
ド
使
用
の
ダ
.
.マ
ス
ク
.
テー

ブ

ル•

ク

ロ

ー

ス

と
.
.
い
.
う

特

產

物

を
 

も
つ
。
播

州
•
遠
州
の
製
品
は
®
營
工
場
で
の
自
働
織
機
使
用
の
大
量
生
產
に 

は
適
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
泉

州.
知
多
の
生
地
綿
布
は
^
罾
エ
塲
の
製
品
と 

類
似
乃
至
は
i

の
競
合
關
係
に
立
つ
。
技
術
的
に
は
低
位
に
あ
る
中
小
機
業 

に
か
か
る
競
合
的
製
品
め
賃
織
を
な
さ
し
め
る
根
據
と
し
て
は
、
景
氣
の
安
全 

瓣

•
そ
こ
で
の
低
^

i

力
の
利
用
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
從
つ
て
こ
の
塲
合
舫 

績
賃
織
は
事
實
上
の
問
屋
制
に
轉
化
し
う
る
。
製
品
の
相
違
に
相
膘
し
て
、
泉 

州

•
知
多
で
の
工
場
規
模
は
遠
州‘
播
州
よ
り
遙
か
に
大
き
い
。
こ
れ
は
主
製 

品
た
る
生
地
綿
布
が
大
量
生
產
に
適
し
て
い
る
こ
と
か
ち
く
る
。
遠

州

•

播
州 

で
の
製
品
は
小
規
模
で
も
可
能
で
あ
る
。
：
し
か
し
詳
細
に
み
る
と
大
小
の
懸
隔 

が
か
な
り
あ
る
。(

次
頁
第
6
表
參
照)

特
に
泉
南
で
著
し
い
が
、
こ
の
理
由
の 

一
部
は
そ
こ
で
先
染
綿
相.
小
巾
木
綿
の
生
產
が
か
な
り
あ
る
こ
と
に
よ
る
。 

大
小
の
懸
隔
ば
再
下
請
の
基
盤
と
な
る
。
泉
州
，.
知
多
に
は
酿
營
工
場
に
匹
敵 

す
る
五
百
臺
以
上
の
大
工
場
が
あ
る
。
し
か
し
西
敵
は
織
概
臺
數
と
い
う
量
的 

面
に
限
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
.
こ
れ
ら
の
工
場
は
自
働
織
機
を
®

し
て 

い
な
い
。
自
働
織
機
の®

.
は
充
分
，な
資
力
と
紡
績
會
社
兼
營
に
よ
る
利
點
た 

る
適
糸
供
給
な
く
し
て
は
、
困
難
で
あ
る
。
更
に
綿
！
^

制
で
の
地
位
に
お
い

第 6 褰替録織機規模別事業所數•臺數（昭和 3 0 年 3 月）
“_ . - . ― . - • . . ■

地域 
’別 組 合 別

規模別 
項n \ J 9 壅10〜2和 〜 49 50~9£ 100〜 

199
200〜 

499 500〜 平均
甕數

遠 遠 州
雜:所數 39 42 12, 4 2 1 (裏）

22
織機麽數 11 32 19 14 15 9

遠州小巾
纖 所 數 75 23 1.5 0.5

8
織機嶔數 54 38 ' 6 2

州 天龍社
事業所數 62 30 6 1 ュ X0
織機盞數 31 37 16 6 10

知多 知 多
事業所數 5 34 21 19 14 5 ‘ 2

75
織機甕數 ”~~， 10 11 17 19 25 18

衆 泉 州 •業所數 8 45 17 13 9 7 X
62(泉 北）'織機塞數 — 13 10 15 19 30 13

州
大阪南部 事業所數 40 30 11 8 6 4 1

45(泉 南） 織機臺數 5 11 9 13 .18 24 20

播
播 州

事業所數 26 60.5 14 7 1 1.5
27

州 織機臺數 6 33 19 19 6 17

註 1 . 綿調連資料にょづて作成。
2，規镌別の數字は% を，. 平均蹇數のそれば1 事業所當り實數を乐す。
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て
'

こ
れ
ら
は
他
の
中
小
機
業
と
共
通
し
て
い
る
。

^

_________
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I
I 
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o

:

中
小
機
業
の
活
路
は
技
術
的
•，市
場
的
條
件
か
ら
し
て
大
量
生
產
に
困
難
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^

な
品
種
の
製
造
.
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。•
製
造
品
種
が
適
當
で
あ
る
と
、
經
營 

H

I
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. —

 

»

的
觀
點
.
か
ら
す
れ
ば
、
，中
小
機
業
は
か
え
っ
て
低
廉
簾
カ
傳
の
有
利
性 
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賢
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あ
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H

程
に
.
必
要
な
管
卷
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經
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缺
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あ
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ず
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な
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ま
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で
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る
時
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下
請
制
、
群
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レ

は

は

は

^

^
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は
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屋
制
、.大
體
等
し
い
襲
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は
H

i
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さ
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る
傾
向
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あ
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群
小
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の
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で
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遠
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機
業
地
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は
、
戰
前
、
間
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鱗

rL
く

泉

|

泉

.

.
を

基

軸

と

す
る
地
方
體
制
が
形
成
さ
れ
て
.
い
た
。
；戰
後
、
從
來
の
支
酝
層
は 

天

丨
知〗

.

大
G

播

バ
.

紡
績
を
頂
點
と
寸
ゐ
全
國
的
體
制
に
編
入
さ
れ
た
。
紡
績
に
塞
連
麵
し
て 

.

.

遠
.
：

• 

'

州

修

衆

州

-

喷

州

ぽ

•

い
る
も
の
に1

一一.
っ
の
型
が
あ
る
。.
.
卽
ち
製
造
問
屋
.

比
較
的
大
規
模
な
工
場
.

.

-

1―

-

―

,―

丨

―

.―

―

―

.
1

.

小H

猫
組
で
あ
る
。
.

前
.
一1

者
は
大
體
同
じ
軒
敷
で
あ
り
、
そ
の
合
計
は
約
ニ
.

H
本
綿
業
に
お
け
る
中
小
機
業
の
地
位

 

- 

三

三

(

三
三)

u
t
>
- 

-

-,
*
s
p
r

技

ホ
c

r

nt
-SKrr
 
u



に
な
◊.
て
い
る
。
機
業
者
と
商
社
と
の
取
；

^

態
は
賨
賈•

賃

織

•
賢
賈
形
式 

に
よ
る
賃
織
の
三
っ
で
あ
る
が
、
純
粹
の
賃
織
よ
り
も
、
む
し
ろ
竄
買
形
式
を 

と
る
賃
織
の
方
が
多
い
。
例
え
ば
糸
賣
り
の
際
、
葙
買
い
の
條
件
を
豫
め
約
定 

す
る
と
い
う
の
が
こ
れ
に
常
る
。
こ
の
形
態
が
多
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
資 

金
ぐ
り
の
問
題
が
あ
る
。
他
の
一
っ
は
群
小
の
機
屋
を
相
手
と
す
る
場
合
、
純 

粋
の
賃
織
よ
り
も
、
こ
の
方
が
®:
^

■
で
あ
る
と.い
う
こ
と
で
あ
る。_

全
生
産
額
の
う
ち
か
ら
賃
織
に
よ
る
分
を
除
い
た
も
の
が
、
寶
賈
卽
ち
手
張 

り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
兩
者
の
中
間
た
る
賣
賈
形
式
に
よ
る
賃 

織
力
問
題
と
な
る
か
、
こ

れ

は

的
.に
は
賃
織
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
加
え 

ら
れ
、
そ
れ
だ
け
手
張
り
は
少
く
な
る
。
大
部
分
は
賃
織
で
あ
り
、
そ
の
過
半 

は
紡
績
賃
織
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
な
か
に
多
く
の
再
下 

請
が
含
ま
れ
て
い
る
。
機
屋
の
手
張
り
は
全
生
產
額
の
二
割
程
度
に
し
か
す
ぎ 

■な
い
と
い
う
の
が
、
遠
州
の
實
情
で
あ
る
。
糸
高
の
相
安
で
あ
る
か
ら
、
手
張 

り
で
儲
け
る
餘
地
は
殆
ん
ど
な
い
し
、
そ
の
上
資
金
も
な
く
、
危
險
負
擔
に
耐 

え
な
い
。.機
屋
の
手
張
り
は
仕
事
の
な
.い
時
、
設

備

•
人
手
を
遊
ば
せ
な
い
た 

め
に
、
止
む
を
得
ず
や
る
場
合
が
多
い
。
從
っ
て
そ
れ
は
不
況
の
際
に
多
く
な 

る
。
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
が
、
外
業
部
と
し
て
再
下
請
を
も
つ
理
由
の 

一
つ
と
な
つ.て
い
る
。
と.こ
ろ
が
、
產
地
問
屋
の
手
張
り
は
利
益
の
見
込
の
あ

.
 

る
時
に
の
み
な
さ
れ
る
。
こ
.の
餘
地
は
殆
ん
ど
先
染
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る

.° 

生
地
木
綿
で
は
、
產
地
問
屋
は
到
底
紡
績

I
:

商
社
に
對
抗
し
え
な
い
。
.

.か
か
る
事
態
の
下
で
、

1

っ
の
0

が
生
じ
て
い
る
。
が
っ
て
ブ
ロ
ー
ド
は 

そ
の
生
產
過
程
の
機
械
化
が
因
難
で
あ
り
、
獨
自
の
技
術
を
も
っ
遠
州
機
業
の 

特
產
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
、
欹
營

H

場
で
も
：、
他
の
機
業
地
で 

も
、
そ
れ
を
生
產
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
遠
州
プ
ロ
ー
ド
は
危
機
に
.際
鲁
し
て

日
本
綿
業
に
お
け
る
中
小
機
業
の
地
位

い
る
。
..中
小
機
業
が
生
き
残
る
た
め
の
基
本
的
條
件
の
一

つ
は
、
兼
營
工
場
で 

の
大
量
生
產
方
式
と
競
合
し
な
い
獨
自
性
の
.製
品
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
む
し
ろ
龜
營
エ
塌
で
生
產
す
る

.に
適
し
た
製
品
が
、 

中
小
機
業
の
對
象
と
な
つ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の 

は
中
小
機
業
で
の
低
廉
i

力
で
あ
.る
。

こ
の
低
員
罾

{|
§

カ

の

擔

い
手

と

し
て 

ホ
小
工
場
の.勞
働
者
と
再
下
請
を
す
る
家
內
エ

i

と
を
指
摘
し
な
く
て
は
な 

ら
ぬ
。
問
屋
制
の
再
編
成
と
い
う
型
で
の
、
大
資
本
の
機
業
地
，へ
の
食
い
込
み 

を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら

.の
存
在
で
あ
る
。
紡
績
會
社
を
頂
點
と
す 

る
綿
業
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
的
體
制
の

^
^

を
^
ぽ
し
て
い
る
の
は
、
.
こ
れ
ら
の
通 

常
農
工
未
分
の
勞
働
力
た
る
廣
巩
な
層
で

'あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
は
自 

己
の
立
場
を
擁
護
す
る
た
め
め
組
織

.で
あ
る
勞
働
姐
合

•

エ
協
組
を
も
っ
て
い 

な
い
か
、
或
は
不
充
分
に
し
か
も
っ
て
い
な
い

。
'

前
述
で
事
例
的
：

U

取
り
上
げ
た
遠
州
機
業
の
現
況
は
、
わ
が
國
中
小
機
業
が

. 

直
面
し
て
い
る
問
題
を
典
型
敗
に
表
出
し
て
い

.る
よ
.う
だ
0.

(

誥)

諸
機
業
地
.に
っ
い
て
參
考
と
し
た
文
献
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

.遠
卿
濱
松
市
役
所「

濱
松
發
展
史1

昭
和
一1

九
年
刊
•
靜
岡
縣
織
維
協 

會

「

遠
州
織
物
の
推
移
を
語
る」

，
昭
和
ニ
<

年
刊
.
_

藤
田
錦
司
著「

日
本
別 

.珍
コ
I
ル
天
五
十
年
史」

昭
和
ニ
九
年
刊
.
松
本
薰「

綿
織
物
業
の
生
庳
組 

織
等
に
關
す
る
調
查
.

」
(

農
商
務
省H

務
局
篇「

織
物
及
莫
大
小
に
關す
る
調 

查」

.五
五—

八
〇
頁)

：
.山
.中
篤
太
郎「

遠
州
機
業
に
お
け
る
轉
業
問
題」 

(

時
局
と
中
小
エ
攀〔

I
3
W中
篤
太
郞
編「

轉
失
業
問
題」

昭
和

一
六
年
刊
一，

七
ニ—

一
 

九
九
頁
水
田
淸
編

「

商取引決濟の實態

」

一
五
八—

一
六 

.
四
頁
.
遠
州
織
物H

協
組
：

「

遠
州
輸
出
織
物
誌

」

.：昭
和
ニ
五
年
刊•
同
：

「

遠

五

C

三
五)

-

彳

..

.

.
j

:

_
1丨
.
.
.
.
.
. 

.
!
:
:

_
_
_

_

___
_

_
_

_
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s
s
m
l
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m i . 佐藤•前川著「中小工業の實態J 6 4頁の表 

2 . 數字はi 場數を示す。

第8 表作業工程別設備機械表
(遠 州 昭 和 3 0 年）

註 1. 濱松市役所經濟部商工課の資料に基いて抽
•出亀野

2 . 麵字は工場數を示す。 •

\設 備 機 械  
\ 別

規 模 別 \

小 巾 廣 山

工場數管卷機整經機工場數管卷機整經機

— 4 臺 15 12 14 9 2
5 — 9 71 54 12 33 23 10

10—14 25 21 7 19 19 14
15—19 • 8 7 4 9 9 8
20—24 5 4 6 10 9 9
25—29 2 1 1 . 3 3 3
30—39 8 8 8
40—49 1 1 1 7 7 4
50—74 2 2 • 2
75—99 3 3 3

100— 5 5 5

計 127 100 30 113 97 . 68

\設 備 機 械  

規 模 別 \
工場數管卷機整經機糊付機仕上機

一貫作 
檠ヲナ 
スエ場
數

■---- 10甕 2 1 1
11— 20 8 8 6
21— 30 15 15 14 2
31— 40 11 11 9 8
41—. 50 10 10 9 4
51— 75 10 10 10 5
76— 100 7 7 6 1 3

101— 150 9 9 7 6 n 2
151— 200 3 3 3 2 1 1
201— 300’ 5 5 4 4, 5 4
301— 500 4 4 4 4 ' A 4
501—1,000 1 1 1 1 1 1

1,001— 2 2 2 2 2 2

計 87 86 76 20 42 ’ 14

〇
奸
に
な
る
。
製
造
問
屋
は
工
場
を
兼
營
し
て
い
る
が
、
こ
の
工
場
規
模
を
百 

臺
と
す
る
と
、_五
百
臺
位
の
再
下
請
を
も
つ
。
こ
れ
に
對
し
て
、

.X
場
の
再
下 

請
は
自
己
所
有
の
織
機
數
を
下
廻
る
場
合
が
多
い
。

つ
ま
り
、
前
者
で
は
再
下 

請
が
主
軸
、
後
者
で
は
逆
に
な.つ
て
い
る
。
こ
の
點
で
前
港
は
問
屋
制
的
、
.後 

渚
は
下
請
制
的
と
い
え
る
。
い
ず
れ
の
場
合
ス
苒
下
請
業
者
の
規
模
は
零
細
で 

あ
る
。
當
地
の
如
く
零
細
業
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
再
下
請
業
者
が
多
く
、
二
重 

の
匪
力
に
加
え
る
に
、
整
經
渡
し
の
不
利
を
も
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
小 

X
協
組
は
糊
付
機
を
共
同
施
設
と
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
、
こ
れ

が
紐
績
賃
辚
の
受
注
單
位
と
な
っ

.て
い
る.の
も
あ
る
。
こ
の
小
エ
協
組
は
大
體 

同
じ
規
模
の
中
堅
業
者
の
！
！
ま
り
で
あ
る
。
な
お
、
エ
協
組
と
内
容
的
に
は
類 

似
し
て
い
る
が
、
會
社
形
態
に
お
い
て
團
結
し
て
い
る
業
者
が
い
る
。

.
大

阪•

東
京
及
び
名
古
屋
の
有
力
商
社
の
大
部
分
が
遠
州
へ
入
り
込
ん
で
い 

.
る
。

こ
れ
ら
の商
社
の
ぅ
ち
に
は
戰
前
か
ら
入
っ
て
い
た
も
の
も
幾
つ
か

あ
る 

が
、
當
時
は
事
ら
糸
賣
り
に
從
事
し
、
柘
賈
い
に
は
殆
ん
ど
携
わ
っ
て
い
な
か 

っ
た
。
と
こ
ろ
が現
在
で
は
、
糸
賣
費
の
利
备
は
少
く
、
祐
賣
買
で
儲
け
て
い 

る
。
か
く
て
集
散
地
問
屋
乃
至
は
輸
出
商
が
產
地
問
屋
を
兼
務
す
る
と
い
ぅ
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備
^

#
;.
.山
域
雄
吉■「

備
後
ガ
ス
リ

」

S

濟
評
論
昭
和
ニ
九
年六月
璘
一，

..1

一
五—

一
.
三A
K ')

;

三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
九
卷
第
一
號

織」
及
.びr

遠
織
速
報

」

'宽
期
.刊
市•；

織
雜
振
興
協.-
#「

遠
州
織
雜

」

月
刑
。
：；
.

泉

南
/松
本
薰「

綿
織
物
業
の.生
_
組
織
等
*に
：關
す
る
調
査

」
(

前
揭
書
九
九A 

丨 
一
ニ
ー
：®

•
佐
藤
明
、
前
川
嘉
ー
著

r

中
小
工
業•
の
實
態

」

昭
和
，
一
一
.

四
年
刊
。 

く
播
!/
>
|
'
1
;
.

栗
田
.眞

造「

機
業
顧
營
の
存
立

」
(

平
井
泰
太
那
編
著

「

日
本
綿
業 

-の
課
題1
昭
和
三
.
0年
刊
.ニ
五
.
ー
ー
三
一
四
頁
>
.

堂
两
秋
芳
、
.田
中
豐
子 

,

「

播

州

機

業
に

、
お
け
る
.

勞
働
事
情

」
(

兵
庫
縣
立
努
働
阱
究
所

「

勞
働
事
情
調 

查
報
吿
第
二
集

」

昭
和
ニ
八
年
刊
丫
楫
西
光
速
著

「

綿
織
物
の
：
生
產
と
流 

通
I
I 

.
昭
和
一1'

七
年
刊
一
四
六
丨
ー
五
六
貢

)

.
兵
庫
縣
產
業
研
究.所

「

播
州 

織
物
浪
興
對
策

」

♦
永
田
淸
編
前
揭
書
一
五
0

1
一
 

五
八
頁
。

，
.
.遠

州

及

び

播

州01
田
文
雄
著「

中
小
工
業
經
濟
論

」

昭
和
一
八
年
刊
一 

•1

三
丨.一

11

八
頁
.
.瀧
谷
善
，一
、
藤
井
茂

「
綿
織
彻
エ
業
の
輸
出
伸
張
力

」

X

時
局
と
中
小
工
業

〔

1〕

擺
谷
凑
一
編

「

我
國
繊
維
ご
業
の
輸
出
伸
張
カ
し
昭

■ 

和
.

一

六
年
刊
六
ー

—

ブ
三
七
寅

〕

.

:

.

知
多
.

藤
田
敬
三「

知
多
綿
織
物
に
於
け
る
下
衝
制

」
(

藤
田
.敬
三
編「

下 

請
制
工
業

」

昭
和
一
八
年
刊
一
七
五
丨
ニ
〇
八
頁

)

.

.松
本
薰「
綿
織
物
業
の 

生
座
組
織
等
に
關
す
る
調
崙

」
(

前
揭
書
八
〇
丨
九
九
頁

)

•
楫
西
光
速
著
前 

揚
書
.

一

五

六

丄

六

〇
頁
。

:三

河

松

本

薰「

綿
織
物
業
の
生
產
組
織
等
に
關
す
る
調
査

」
C

前
掲
書
.
一 

七 
一
I

一
 

八
五
3
 

A
西
光
速
著

「

日
本
近
代
綿
業
の
成
立

」

昭
和
ニ
五
年
刊 

H
〇一

丨
ニ
四
.
0寅
•同
著「

綿
織
物
..の
生
產
と
流
通

」

一
六
〇l

r
六
三
頁
。

久
留
米
田
中
定「

久
留
米
緋
業
論」

(

藤
田
敬
三
編
前
掲
書I

■一
 

五
1
丨
ニ 

七
四
頁)

♦
吉
岡
直
富.「

久
留
緋
の
生
庳
狀
況
及
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.紙
數
の
制
約
か
ら
し
て
、
本
文
に
お
い
て
典
據
を
註
記
す
る

こ

と

は

不
本
意 

な
：が
ら
斷
念
せ
ざ

'
る
を
え
な
か
.
.パ
つ
た
。

こ
れ
ら
の
他
に
、
遠
州•

播
州
に
つ
い
て
は
現
地
で
の
見
聞
の
若
干
を
素
材 

と
し
た
。
こ
© .

點
現
地
の
人
々
.

の
好
窩
に
負
ぅ
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入
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工
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濟
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縣
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を
供
與
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東 

帒
吉
敎
授
よ
り
有
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な
示
唆
を
戴
い
た
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追
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小
論
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筆
者
が
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本
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松
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綜
合
調
耷
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一
部
，を
分
擔
し
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同
市
織
物
業
の
本
格
的
調
査
を
實
施
.す
る
の
に
先
立
っ
て
、
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.
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備
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て
書
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お
ょ
そ
、人
間
の
歴
史.

は
と
き
が
た
い
謎
に
み
ち
てい
る
と
い
わ
れ
る
。宏 

ぅ
ま
で
も
な
く
、

こ
の
と
'き
が
た
い
謎
を
、ひ
と
つ
ひ
と
つ、
.丹
念
に
と
き
あ

チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
の
特
質
と
そ
の
歷
宋
的
意
義
に
づ
ぃ
て

か
し
、
そ
の
多
く
の
事
實
'

の
な
か
に
、
法
則
性
を
追
求
す
る
と

と
こ
そ
歷
史
學 

の
課
題
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
社
會
史
に
志
す
者
の
任
務
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な 

い
。
だ
が
、
過
去
の
事
實
に
對
す
る
正
し
い
認
識
.
と
把
握
と
に
よ
っ
て
、
は
じ 

め
で
、
過
去
に
お
け
る
人
間
の
社
會
生
活
の
眞
の
姿
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き 

る
と
す
れ
ば
、
そ
‘

の
過
去
の
事
*

を
，記
し
た
記
錄
や
'
文
書
は
有
力
な
令
於
^

，
ヮ
 

で
あ
り
、
指
針
で
あ
る
。

と

く

に

薦

運

動

の

歷

史

，
に

お

い

て

は

'
、
'
そ

の

時

代 

に
育
ち
' 

そ
の
運
動
の
渦
中
に
あ
り
、
そ
の
な
か
で
苦
惱
し
た
人
々
の
記
錄 

は
、
何
よ
り
も
貴
重
な
價
値
を
も
っ
て
い
る
。
歷
史——

1

運
動
史
を
ふ
く 

め
て̂
—

を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
資
料
を
正
し
く
判 

_

す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
絕
對
に
必
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
的 

な
現
象
や
、
社
會
經
濟
的
な
事
件
が
、
熬

o'

だ

.

か

ト 

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
1>

う
い
わ
ゆ
る
歷
史
的
な
評
償
の
1

に
な
る 

と
、
.
.
.こ
の
資
料
を
ど
.

の
，
よ

う

に

解

釋

す

る

か

と
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.
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
大
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な

と

な
.
.る
：。
.

歷
史
學
は
フ
そ
の
名
の
■.
示
す
と
お
り
、.
.
.過

去

の

事

實

に

.
對

す 

る
芷
し
い
認
識
と
具
體
的
な
把
振
か
ら
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
.
.な
い
が
、
何
の
た 

め
に
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去
.
の

事
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究

：
め

よ
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と

.
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つ
.
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も
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的

な

、
ム

.
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