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製
糸
業.

の
、

^

.:

は
し
が
き

㈠

戦

前

に

お

け

る

製

糸

業

の

.展

開

ど

そ

の

特

質

：

⑴

製

糸

業

の

初

期

段

階

と

在

来

技

術

•
経

営

の

優

位
 

⑵

製

糸

業

に

お

け

る

産

業

資

本

の

確

立

と

問

屋

制

支

配

の

.形

態
 

-

⑶

製

糸

業

の

成

熟

と

独

占

•
集

中

形

態

の

特

質

'

⑷

製

糸

業

の

停

滞

化

と

整

理

.•合

理

化
 

㈤

製

糸

業

の

全

面

的

統

制

と

企

業

整

備
 

(6
)

.戦

前

に

お

け

る

製

糸

業

合

理

化

の

特

質

(

以

上

、

本

号

}

㈡

戦

後

製

糸

業

の

再

編

成

と

構

造

変

化
 

⑴

製
糸
業
の
戦
後
過
程 

.

.(A
)

戦

後

西

建

計

画

と

製

糸

業

の

復

興

_

(B
)

統

制

撤

廃

と

自

由

経

済

へ

の

対

応

：

.

(c
)

生

糸

の

需

要

減

退

と

過

剰

生

産

,

(D
)

製

糸

業

合

理

化

問

題

の

登

場
 

⑵

戦
後
の
構
造
変
化
と
諸
問
題

(A
)

生

糸

の

.需

要

構

造

•
市

場

条

件

の

変

化

(B
)

原

料

繭

迤

盤

の

変

貌

と

そ

の

影

響
 

一

.

(c
)

生

産

構

造

の

W

編

成

と

合

理

化

⑶

戦

後

製

糸

業

の

合

理

化

と

「

体
質
改
善

」

‘
問

題

.

.

輪
へ
城
，
太

郎

丸
.

.

は.

レ

が

き

：

:
ゾ——

わ
が
国
製
糸
業
の
.歴
史
的
特
質
と
問
題
の
所
在——

今
日
の
技
術
革
新
と
産
'業
構
造
高
度
化
の
趨
勢
は
、
日
本
経
済
の
あ
ら
ゆ
る 

産
業
分
野
に
滲
透
し
、
成
長
と
衰
退
と
の
目
ま
ぐ
る
し
い
交
替
を
ひ
き
起
し
て 

い
る
が
、
こ
う
し
た
過
程
の
な
か
：.で
、
わ
が
国
齑
糸
業
乃
至
製
糸
業
を
眺
め
る 

な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
綿
糸
紡
績
業
な
ど
と
同
じ
ょ
う
に
、

一
概
に
斜
陽
産
業
と 

は
い
い
き
れ
な
い
に
し
て
も
、
も
は
や
今
日
の
代
表
的•

主
導
的
な
地
位
を
去 

っ
た
過
去
の
：産
業
と
し
て
の
印
象
は
拭
う
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今 

日
の
段
階
を
溯
っ
て
、
，戦
前
の
わ
が
国
製
糸
業
の
歴
史
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
日 

本
に
お
け
る
そ
の
産
業
的
地
位
の
格
別
に
大
き
か
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
ひ
と
し 

く
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
が
国
の
製
糸
業
は
、
し
ば
し
ば
国
民
産
業
と
し
て 

の
ィ
ギ
リ
ス
羊
毛
工
業
に
対
比
さ
れ
る
ょ
う
に5

農
村
経
済
及
び
在
来
工
業
を 

母
体
と
し
て
発
展
し
、
綿
糸
紡
績
と
と
も
に
、
日
本
の
産
業
近
代
化
の
担
い
，
 

手
と
し
て
、
ま
た
輸
出
産
業
の
大
宗
と
し
て
、
戦
前
ま
で
の
日
本
経
済
の
拡
大

と
得
生
産
を
維
持
し
て
来
た
、
と
い
う
極
め
て
重
要
な
歴
史
的
役
割
を
も
つ
て 

‘ぃ
た
。

と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
産
業
資
本
と
し
て
の
内
容
か
ら
こ
の 

製
糸
業
を
観
る
な
ら
ば
、

そ
の
確
立
段
階
に
お
い
て
も
、

種
々
の
屋
，て
た
性 

格
、
た
と
え
ば
、
製
糸
技
術
の
.手
エ
，性
、
原
料
基
盤
の
農
業
的
制
約
、
市
場
の 

不
安
定
と
経
営
の
投
機
的
•
商
業
資
本
的
性
格
等
々
、
総
じ
て
産
業
資
本
と
し 

て
の
未
成
熟
が
一
般
に
顕
著
で
あ
り
、
か
か
る
性
格
は
、
戦
後
の
今
日
に
お
、
f 

て
も
十
分
に
克
服
さ
れ
る
に
至
つ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
特
微
は
：、
.製
糸
業
に 

限
ら
ず
、
産
業
の
資
本
主
義
的
発
達
の
初
期
段
階
、
た
と
え
ば
：マ
-一
ュ
フ
ァ
ク 

チ
.ュ
ァ
段
階
に
は
.、
多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
.の
場 

合
、
全
体
と
し
て
の1̂;

本
主
義
発
達
の
高
度
な
独
^
段
階
に
至
る
ま
で
、
こ
ゎ 

製
糸
業
.が
そ
の
産
業
*
盤
と
し
.て
異
常
な
重
要
性
を
も
ち
続
.け
で
来
た
と
こ
ろ 

に
、
大
き
な
問
題
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
発
展
段
階
へ
の
.製

. 

糸
業
の
産
業
と
し
て
の
適
応
が
一
般
に
遅
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
た
め
、
さ
き

' 

に
あ
げ
た
産
業
資
本
と
し
て
の
未
熟
性
、
企
業
形
^
!
と
産
業
組
織
の
特
殊
な
性 

格
が
定
着
し
、
産
業
体
制
の
十
分
な
近
代
化
が
行
わ
れ
な
い
ま
.ま
に
：.、資
本
集 

中

，
独
占
組
織
の
高
度
化
が
進
む
、
と
い
う
矛
盾
の
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

戦
前
の
製
糸
寒
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
問
題
は
勿
論
放
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
. 

で
は
な
い
。
製
糸
業
の
戦
前
に
お
け
る
展
開
と
合
理
化
の
歴
史
は
、
製
糸
業
自 

身
が
そ
れ
な
り
.に
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
運
動
の
過
程
.で
も
あ
づ
た
。
し 

か
：し
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
日
本
資
本
主
義
の
處
史
的
な
内
外
条
件u

■適
.応
す 

る
こ
と
で
'
問
題
の
大
举
は
勉
理
ざ
れ
て
来
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。'
と
こ 

ろ
が
、
戦
後
に
至
り
、
そ
の
よ
う
な
条
件
が
：変
化
し
喪
失
す
る
と
と
も
に
、
急 

わ
が
国
製
糸
業
.の
麼
史
，的
展
開
と
戦
前
'.

戦
後
の
構
造
変
，化..

(

.

I..)

速
な
経
済
構
造
の
変
化
と
産
茱
再
編
成
の
影
響
が
製
糸
業
に
も
波
及
し
て
来
る 

に
し
た
が
っ
てV

製
糸
業
固
有
の
問
題
は
深
刻
な
.も

の

と

な

り

.
、

資

本

主

義

の
 

■
戦
後
段
階
の
新
し
い
条
件
へ
の
適
応
、
製
糸
業
の
産
業
と
し
て
の
近
代
化•

高 

度
化
が
不
可
避
と
な
り
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る「

体
質
改
善」

の
問
題
を
登
場
せ 

し
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
製
糸
業
の「

体
質
改
善」

問
題
は
、
過
剰
設
備
の
整
理
か
ら
業
界
全
体 

•の
合
理
化
•
再
編
成
に
至
る
大
き
.な
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
が
製
糸 

業

の

「

斜
陽
化」

•「

衰
退
化」

の
過
程
で
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
著
し
い
特
色 

が
あ
る
の
で
あ
る
が
：、
問
題
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
の
発
展 

段
階
べ
の
製
^
業
の
対
応
と
い
う
歴
史
的
な
運
動
の
線
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は 

な
い
。
し
か
ら
ば
、
製
糸
業
の
こ
の
歴
史
的
な
ダ
ィ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
今
日
こ
の 

ょ
う
な
形
を
と
る
に
至
っ
た
根
拠
ゆ
何
か
、
そ
の
歴
史
的
背
景
は
い
か
な
る
も 

の
か
。.
わ
'が
国
製
糸
業
の
戦
前
•
，戦
後
を
通
じ
て
の
歴
史
的
展
開
と
そ
の
構
造 

変
化
の
過
程
を
段
階
的
に
考
察
し
つ
つ
、
以
上
.の
点
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
今 

日
の
製
糸
業
の「

体
質
改
善」

問
題
を
歴
史
的
'に
位
置
づ
け
ょ
う
と
す
る
の 

が
、
本
稿
の
：課
題
で
あ
る
。
 

.

㈠

、
戦
前
に
お

け

る

製

糸

業

の

展

開

と

そ

の

特

質

⑴
、
製
：糸

業

の

初

期

段

階

と 

ィ

.

在

来

技

術

；
，
経

営

の

» '
位

.

'

.
わ
，が
国
製
糸
業
の
初
期
段
階
、
す
な
わ
ち
產
業
資
本
と
し
て
の
生
成
は
、
時 

期
的
に
は
、
幕

末
•

維
新
期
：か
ら
ほ
ぼ
日
清
戦
争
頃
ま
で
，の
時
期
に
あ
た
り
、
.

-

.

五一
(

八
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そ
の
生
成
過
程
：の
特
徴
は
、''
：.
こ
の
頃
.の
国
際
的
市
場
条
件
.、
：明
治
以
降
に
お
け 

る
政
府
9

西
欧
機
械
技
術
の
移
植
と
：殖
産
興
業
政
策
等
を
背
景
と
し
な
が
ら 

も
、
製
糸
業
展
開
の
主
体
が
在
来
產
業
と
1>
,て
：.の
座
繰
製
糸
に
あ
0

だ

こ
>-
;

で 

あ
.る
。
'
' 

•
.

ま
ず
、
安
政
六
年(

ー
八
2

&

;'
,
の
罾
双
開
^

は
罾
の
生
§

出
の
«

^;

は
、
 

日
本
：の
製
糸
業
を
は
じ
め
て
国
際
市
場
m

M

び
つ
.け
を
と
.と
も
に
、
生
糸
市
場
：
 

の
拡
大
に
よ
づ
て
在
来
製
糸
業
'の
資
本
制
的
発
展
と
明
治
以
後
の
新
し
い
展
開 

へ
の
大
き
な
契
機
を
与
え
る
こ
と
と
な
-0
.た
。
す
な
わ
'ち
、
輸
出
に
，よ
る
市
場 

の
拡
大
：̂
、
、生
糸
•

蚕
種
等
の
価
格
騰
貴.

(

国
際
価
格
へ
の
平
準
化)

を
引
ぎ 

起
し
、
そ
れ
ら
の
商
品
化
の
進
展
を
逋
じ
て
、
農
家
副
業
と
し
て
の
製
糸
業
の 

独
立
化
.

絹
寒
の
各
生
産
工
程
.の
分
化
、'
製
糸
：.
へ
繰
糸)

技
術
の
発 

'展
、
.
生
糸
生
産
力
の
拡
大
、

生
産
形
態
の
：推

転
(

小
商
品
生
産
の
：マ

-,
ュ
フ
ァ 

.ダ
チ
ュ
ァ
化)

等
を
、

各
産
地
に
知
い
て
促
進
す
る
に
.至
っ
た
。
：と
こ
ろ
が
,' 

輸
出
に
よ
っ
て
急
激
.，に
拡
大
し
た
生
糸
€

罾
と
.在
ま
製
^

^

の
供
給
能
力
と
' 
の 

ギ
ャ
ッ
プ
は
.あ
ま
り
に
.も
大
'き
く
、
や
が
，て
生
糸
品
質
を
犠
牲
と
1

た
大
量
製 

出 
>
，す
な
わ
ち
粗
製
濫
造
の
弊
が
あ
ら
わ
れ
、
海
外
に
：お
：け
る
ぼ
本
生
糸
の
.声 

価
が
失
墜
し
て
、
輸
出
'の
減
退
が
見
ら
れ
る
結
果
ど
な
り
、
明
治
初
期
に
入
っ 

て
政
府
の
蚕
糸
業
政
策
が
登
場
す
る
こ
.と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

.,

.

明
治
政
府
の
蚕
糸
業
敗
策
ゆ
、
西
欧
機
械
製
糸
技
術
の
移
植
と
.蚕
籀
，
生
糸 

•
の
粗
製
濫
造
取
締
、
一
蚕
糸
改
良
等
で
あ
づ
た
が
、
.
そ
の
課
題
は
、
製
為
技
術
の 

機
械
化
に
よ
る
生
糸
品
質
の
改
良
に
あ
っ
た
。
.
こ
の
機
械
製
糸
技
術
の
導
入
.
 

は
、
明
治
五
年
操
業
の
富
岡
製
糸
所
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
直
轄(

エ
部
省)

、
 

あ
る
い
：は
地
方
め
藩
立(

の
ち
に
は
府
県
立)

の
模
範
工
場
形
式
•に
.よ
っ
て
主

に
行
わ
れ
た
：が
、
こ
れ
ら
模
範
工
場
を
中
心
と
し
て
、.
フ
ラ
ン
ス
.

イ
タ
リ
I 

雨
式
.に
よ
；る
機
械
製
糸
技
術
の
教
育
と
.伝
習
が
漸
次
普
及
し
、
さ
ら
に
は
両
式 

'
.の
折
衷
に
よ
る
製
糸
.器
械
の
：摸
^

や
独
；自
の
発
明
考
案(

ヶ
ン
ネ
ル
式
あ
る
い 

は
名
取
式)

が
見
ら
れ
る
な
ど
'
製
糸
業
器
械
化
の
気
運
を
醸
成
し
た
点
で
は
、
 

そ
の
意
義
は
大
き
レ
も
0'

が
あ
0

た
0

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
に
お
い
て
は
、
 

器
械
化
が
、
.大
量
生
産
や
コ
、ス
ト
引
下
げ
の
要
請
か
ら
で
は
な
く
、
生
糸
の
品 

質
改
良
の
必
要
か
^

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
、
#
来
の
座
繰 

器
に
比
べ
て
必
ず
し
も
労
働
コ
ス
ト
の
節
約
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
ぅ
事 

情
も
.あ
，っ.
て
、.
模
範
：工
場
の
多
く
はH

場
経
営
と
し
て
採
算
が
と
れ
ず
、
い
わ 

ば

「

士
族
の
商
法
；

i

 

.の
域
を
脱
し
な
い
も
の
で
本
っ
た
。
そ
し
て
、
器
械
化
に 

よ
.る
製
糸
業
の
本
格
的
発
展
，の
基
礎
を
.な
し
た
も
の
は
、.
か
か
る
模
範
X

場
そ 

の
も
-©

で
は
'な
'く
、
.
む
し
ろ
，
在
来
の
座
繰
技
術
の
改
良
と
を
ま
製
糸
業
の
組 

織

化
•
協
同
化
.に
：よ
る
合
理
的
経
営
の
発
展
で
あ
っ
た
。
.

明
治一

〇
年
代
に
見
ら
れ
た
座
繰
製
糸
の
改
良
運
動
は
、，
当
時
の
海
外
生
糸 

'需
要
.の
動
向
、
す
な
わ
ち
、
^

物
.の
緯
糸
と
し
て
わ
が
国
.の
座
繰
糸
が
使
用
さ 

れ
る
と
い
ぅ
：.傾
向
を
背
景
上
し
、
：さ
ぎ
め
粗
製
麓
造
へ
の
反
省
と
し
て
、

上 

州
、
奥
州
、
信
州
、
申
州
等
の
；各
産
地
を
中
心
：に
、
ニ
斉
に
展
開
さ
れ
た
。
こ 

れ
ら
は
、
協
同
組
合
あ
る
.い
は
会
社
組
織
に
よ
る
企
業
形
態
を
も
.
っ
て
、
生
糸 

の
揚
返
、
：：適
別
、
.荷
造
、

販
売
等
の
共
同
化
と
合
，理
化
を
は
か
り(

の
ち
の
組 

.合
製
糸
の
：基
礎
と
な
っ
た
上
州
の
精
糸
会
舎
、
精
糸
交
水
社
，
確
氷
社
、
信
州
の
開 

■
明
社
、：.東
行
社
、\

依
田
社
、
深
沢
組
等)

、:
西
欧
機
械
製
糸
技
術
を
摂
取
し
て
在 

来
の
座
繰
技
術
を
改
良
し
た
繰
糸
法(

前
橋
.に
お
け
る
提
糸
の
撚
造
、，.
信
州
に
.お 

け
る
"「

ィ
ナ
ズ
へ
マ
'-
式
簡
易
経
営
法
等 
>
,を
#

^

と
し
た
が
、
そ
の
出
荷
し
た
生

糸

は

「

改
良
座
繰
糸」

と
し
て
、
横
浜
に
お
い
，て
好
評
を
博
し
、
そ
の
売
行
き 

を
高
め
た
と
い
わ
れ
る
。
明
治
一
ー
〇
年
代
の
初
期
頃
ま
で
は
、
.
国
内
の
生
糸
生 

産
あ
る
い
は
輸
出
生
糸
の
横
與
出
荷
に
お
いV

、

こ
の
よ
ぅ
な
座
繰
糸
が
数
量
.
 

的
に
も
優
勢
で
あ
っ
た
の
：で
あ
る
。

. 

.

と
こ
ろ
で
、
こ
ぅ
し
た
座
繰
製
糸
の
.改
良
運
動
を
通
し
て
、
在
来
製
糸
業
の 

マ
ニ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ユ
ア
化
は
.著
し
く
促
進
さ
れ
る
こ

と

と
な

っ

た

が(

と
く
に 

信
州
の
詉
詠
製
糸
業)

，
座
繰
製
糸
の
大
半
は
な
お
養
蚕
.農
家
め
副
業
と
し
て
存 

在
し
、
繭
生
産
力
の
限
界(

夏
秋
蚕
の
未
発
達)

や
繭
産
地
の
.偏

在

(

北
1

東

• 

甲
信
越
地
帯
に
集
中)

と
相
俟
っ
て
、
製
糸
の
養
蛋
か
ら
の
分
離
は
不
完
全
で 

あ
り
、
製
糸
業
は
、
全
体
と
し
て
、
な
お
：農
村
工
業
的
性
格
が
強
か
っ
た
。

0
.
 

蚕
と
製
糸
と
の
分
離
に
よ
る
原
料
^

の
商
品
，化
と
製
糸
経
営
の
.独
立
化
が
明
確 

と
な
る
の
は
、
器
械
製
糸
の
発
展
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
そ
の
器
械
化
へ
の
.準 

備
が
、
在
来
製
糸
業
の
マ
ュ
ュ
的
発
展
を
中
.心
と
し
て
、
移
植
さ
れ
た
西
欧
機 

械
技
術
と
そ
の
経
営
に
対
す
る
優
位
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
わ
が
, 

製
糸
業
の
初
期
段
階
の
大
き
な
特
質
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
他
方 

で
は
、
：在
来
製
糸
業
の
器
械
化
と
産
業
資
本
確
立
.の
^
り
方
を
も
、
同
時
に
制

. 

約
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

⑵

製
糸
業
に
お
け
る
産
業
資
本
の
確
立
と 

問
屋
制
支
配
の
形
態

製
糸
業
が
産
業
資
本
と
し
て
確
立
す
る
時
期
は
、
ほ
ぼ
明
治
の
中
，
後
期
、
 

す
な
わ
ち
、
日
清
戦
.争
へ
日
露
戦
#-

を
経
て
第
ー
次
世
界
大
戦
に
.至
る
ま
で
の 

時
期
に
相
当
し
、
そ
の
特
徴
は
、
座
繰
製
糸
と
の
競
争
を
通
じ
て
：器
械
製
糸
の

ゎ

が

：国

製

糸

業

の

歴

史

的

展

開

と

戦

前

«
戦

後

の

構

造

変

化

.

(

ー)

支
配
が
漸
く
決
定
的
と
な
り
、
輸
出
産
業
と
し
て
.の
：わ
が
国
製
糸
業
の
基
礎
構 

造
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
と
れ
ら
の
背
景
に
、
産
業
革
命
の1

般
的
展 

開
に
よ
る
：日
本
の
資
本
主
義
の
確
立
と
い
う
条
件
の
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で 

も
な
ぃ
。

.

•
ま
ず
、
、こ
の
'時
期
に
顕
著
な
現
象
は
、
.嵌
糸
業
の
急
速
な
地
域
的
拡
大
と
製 

糸
業
の
器
械
化
.を
反
映
す
る
養
蚕
•
.製
糸
家
戸
数
の
新
し
い
動
向
で
あ
る
。
す 

な
わ
，ち
、
日
清
戦
争
頃
ま
>で
東
日
本
の
数
県
に
限
ら
れ
て
い
，た
繭
生
糸
の
生
産 

が
、
，
漸
次
西
日
本
へ
普
及
す
る
傾
向
を
強
め
、
繭
産
額
の
東
西
比
率
は
、
明
治 

三
〇
年
頃
の
七
.一
一
対H

八
か
‘ら
明
治
末
期
に
は
六
ニ
対
三
八
へ
と
変
り
、•
全
国 

養
蚕
農
家
戸
数
は
、
明
治T

1
0

年
の
八
六
万
戸
か
ら
明
治
末
期
の
一
五
〇
万
戸 

へ
>
堉
大
し
、
全
国
製
糸
家
戸
数
は
、
同
じ
明
治
1
0年
の
一
一
.七
万
戸
か
ら
三 

三

年

の

§

一

 
万
戸
へ
と
拡
大
し
た
の
ち
、
こ
れ
を
頂
点
と
し
て
、
以
後
経
営
数 

の
漸
減
と
経
営
規
模
の
拡
大
傾
向
が
見
^V

れ
た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
う
ち
か
ら
、
製
糸
業
の
器
械
化
傾
^
:に
つ
い
て
見
れ
ば
、
座
繰
糸
の 

生
産
高
は
明
治
三
三
年
を
頂
点
と
し
て
衰
退
に
向
い
、
こ
れ
以
後
の
生
糸
生
産 

高
め
増
加
.は
も
っ
ぱ
ら
器
械
糸u

よ

っ
て
見
ら
れ
る
こ
と

と

な

り

、

明

^

一
一

 
六 

年
に
は
、
な
お
生
糸
総
生
産
高
の
半
ば
に
達
し
な
か
づ
た
器
械
糸
の
比
率
は
、
 

明
治
四
四
年
に
は
七
割
以
上
に
達
し
た
0( 〔

第

'

1

表〕

参
照)

ま
た
、
同
じ
傾 

向
は
、

同
期
間
の
製
'糸
工
場
設
備(

器
械
と
座
繰
の
構
成
' 
及
び
製
糸
労
働
者 

数
の
動
向
か
ら
も
、

ほ
ぼ
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。( 〔

第1

一表〕

参
照)

す 

な
わ
ち
、
器
械
製
^
と
の
競
争
に
敗
退
し
た
座
繰
製
糸
、
養
蛋
農
家
副
業
の
分 

解

•：
消

滅

は(

第
一
次
大
戦
：に
至
る
ま
で
に
滅
少
し
た
養
蚕
農
家
戸
数
は
約
一
一
一
 

万
戸
、
全
戸
数
の
三
割
に
当
る)

、：
他
方
で
は
製
糸
労
働
者(

繰
糸
エ
女)

の
蓄

五
三
へ
八
四
一

)



糸
業
に
対
す
る
原
料
繭
供
給
部
門
と
し
て
の
養
蚕
経
営
の
自
立
化
と
合
理
化
が
運
命
を
左
右
す
る
と
い
ぅ
、
戦
前
の
■製
糸
業
の
あ
り
方
が
、
こ
こ
に
規
定
さ
れ 

必
要
と
な
り
、
繭
質
の
統
一
と
改
良
、
養
莖
技
術
と
経
営
の
改
善
等
を
内
容
と
た
こ

.と
を
意
味
し
た
。

す
る
赉
糸
業
行
政
が
展
開
し
は
じ
め
、
赉
糸
業

.
製
糸
業
の
組
織
化(

例
え
ば
、

器
械
製
糸
の
：発
展
は
、
以
上
の
よ
う
に
極
め
て
広
汎
か
つ
重
要
な
影
響
を
内

案
糸
関
係
同
業
組
合
、
産
業
組
；<ロ
法
に
よ
る
組
合
製
糸
等)

%•

、

こ
の
行
双
方
 ̂

の
も
と
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

.

さ
ら
に
、
生
糸
市
場
、
と
く
に
生
糸
輸
出
の
面
で
は
、•
製
糸
業
の
器
械
化
と 

ど
も
に
、
生
糸
輸
出
の
も
つ
意
味
が
変
化
し
て
来
た
こ
と
も
、
新
し
い
特
徴
で 

あ
る
;0
す
な
わ
ち
、.
生
糸
輸
出
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
' 殖
產
興
業
の
た
め
の
外
貨 

獲
得
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
.の
で
.あ
っ
た
が
、
い
ま
.や
そ
.れ
は
、
狭
隘
な
国 

内
市
場
を
前
提
と
す
る
養
蚕
業
及
び
製
糸
業
の
成
長
の
維
持
、：
繭
生
糸
の
需
給 

.
均
衡
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
へ
と
変
っ
た
。
い
.わ
ば
、
輸
出
が
生
糸
生
産
を 

刺

戟

す

る

，
の
'で
な
く
、
逆
に
生
糸
生
產
が
輸
出
を
促
進
す
る

関
係
が
生
れ
た
.の 

で
あ
る
。

こ
の
よ
ぅ
な
生
糸
輸
出
は
、

一
方
で
は
、
器
械
化
と
低
賃
金
と
を
結
び
.つ
け 

た
生
糸
生
産
の
国
際
競
争
力(

伊
仏
糸
及
び
中
国
糸
に
対
す
.る)

を
基
本
土
し 

て
，

こ
.の
.時
期Q

生
糸
取
引
.
•輸
出
制
度
の■

整

備

•
改
善
等
を
背
景
と
し
つ 

つ
、'
他
方
、
：国
際
的
に
は
、

一
九
世
紀
末
よ
り
ー
ー
0
世

紀

初

め

に

か

け

て

.の
世 

界
生
糸
市
場
に
お
け
る
ア
メ
リ
力
需
要
の
■抬
頭
、
.わ
が
国
生
糸
輸
出
.の
T
メ
リ 

力
へ

の

転

垮

ア

メ
リ
■力
生
糸
市
場
の
.独
占
的
確
保
等
々
：、
'の
輸
出
.市
場
情
勢 

‘
の
変
化
：に
よ
り
、
生
糸
の
生
産

•
輸
出
規
模
を
国
際
的
に
拡
大
し
、
製
糸
業
を 

わ
が
国
め
輸
出
産
業
と
し
て
確
固
た
:る
地
位
に
据
え
る
に
至
'っ
た
。
し
か
し
、

坐
糸
輸
出
が
ア
メ
リ
カ
市
場
に
，集
中
す
る
体
制
が
形
成
さ
れ
た
と
と
は
、
' 
こ
，の 

時
期
以
降
、
ア
.メ
リ
カ
の
生
糸
購
買
力
の
消
長
.が
、.
'直

ち

忆

：日
本
の
，蚕
糸
業
の

外
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
器
械
技
術
そ
の
も
の
に
は
一
定
の
制
約
が
あ 

っ
た
。
す
な
.わ
ち
、
そ
れ
は
、
紡
績
機
械
な
ど
と
異
な
っ
て
多
分
に
手
工
的
、

マ
’
—ュ
フ>

夕
.チ
ュ
ァ
的
性
格
を
残
し
、
，器
械
製
糸
と
は
い
え
、

当
時
な
お 

「

人
力
：七
分
器
械
，三
分」

と
い
わ
れ
、

繰
糸
工
程
の
中
心
部
分
で
あ
る
接
緒
.• 

添
緒
等
.はH

女
の
指
頭
技
術
に
す
べ
て
を
依
存
す
る
状
態
で
あ
り
、
器
械
化
の 

^
利
点
も
、
器
械
の
单
独
な
性
能
よ
り
は
む
し
ろ
.■一
定
品
位
の
生
糸
の
多
量
生
産 

に
あ
っ
た
と
い
う
程
度
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
座
繰
製
糸
と
の
競
争
力
に
も
. 

か
な
り
の
：限
界
が
あ
っ
た
。

(

さ
き
に
.述
べ
た
.器
械
糸
に
よ
る
座
繰
糸
の
駆
逐* 

淘
汰
は
、
.紐
績
.の
場
合
に
比
べ
て
極
め
て
緩
慢
で
あ
っ
た)

そ
し
て
ま
た
、

こ
の 

こ
と
は
、
以
下
に
述
べ
る
.よ
う
に
、
罾
㈣
双
糸

の
、
砠
*
し
た
産
業
資
本
と
し 

.
て
の
発
，展
，を

制

約

す

る

技

術

的

‘
.経
営
的
基
礎
と
も
な
っ
た
の
で
，あ
る
。

こ
の
、
器
械
製
糸
の
産
業
資
本
と
し
て
の
独
立
性
の
欠
如
と
い
う
特
異
な
あ 

り
方
は
、
生
糸
販
売「

(

輸
出)

と
製
糸
金
融
を
通
じ
て
の
、

製
糸
家
の
生
糸
問 

屋
：へ
の
従
属
と
い
う
関
係
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
生
糸
問
屋
は
、
横
浜
開
港
と
と 

も

に

、
，
地

方

荷

主

：

(

製
糸
家)

の
輸
出
生
糸
を
外
国
商
館
に
売
込
む
依
託
商
人 

と
し
て
登
.場
.し
た
：.も
の
で
あ
る
が
、
明
治
以
降
の
い
わ
ゆ
る
商
権
回
復
の
.過
程 

で
次
第
に
そ
の
地
位
を
高
め
、
と
，く
に
中
期
以
後
、
.外
商

と

の

生

糸

•取
引
条
件 

の
.改
善
、
生
糸
代
金
の
現
金
支
払
制
の
確
：立
、
生
糸
取
引
所
，
検
查
所
等
市
場 

機
構
の
整
備
等
々
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
^
ホ
力
、
.金
融
力
'を
蓄
積
し
？
製
糸 

家
.に
対
す
ゐ
前
貨
金
融
に
よ
る
支
配
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
0

こ

五

五

(

八
四
三)

わ
が
国
製
糸
業
む
歴
史
的
展
開
と
戦
前.

戦
後
の
構
造
変
化(

一)

〔第 1 表〕 生糸生産高（10签以上）における器械•座繰の変遷

年 次
製 糸 工 場 生 糸 生 産 高 （俵) 生糸総生産高 

(俵)

工場生産比率 

( %)器 械 座 繰 その他とも計

明 治 26:年 33,810 4,234 38,044 77,097 49.3
29 . 51,406 8,911 60,317 90,170 66. 9
33 62,221 10,311 72,537 109,735 66 .1
38 . 74,051 9,575 88,329 121,820 72.5
41 105,765 3,697 114,416 169,467 67.5
44 145,414 5, 954 158,226 213,415 7 4 .1

( 1 ) 農務局製糸工場調査による。 .
⑵ 明 治 3 3年までは合計中に足踏•玉糸を含まず。

〔第 2 表〕 製糸工場設備（签数）及び労働者数推移'

年 '次 土 場 数
設 備 釜 数 ,

繰 系 ェ 女 数
器 械 座 繰 その他ども計

明 治 2 6 年 3,203 85,988 19,169 105,157
29 2,900 130,753 47,514 178,267 127,901
33 2,669 122,166 55,022 177,188 175,906
38 3,394 128,152 80,349 232,303 229,802
41 3, 230 153,771 19,354 184,245 . 190,802
44 3,530 183, 255 14,468 209,788 < 221,770

,. 

五

四

(

八
四
二)

:

積

：の
増
加
と
な
ら.て
あ
ら
わ
れ
、：■明
治
三
〇
年
代
に
は
、
既 

■
に
、
：製
糸
家
相
互
間
の
女
工
争
奪
に
上
：り
、>
エ
女
登
録
制
度 

例
え
'ば
：、
信
州
：に
お
け
る
製
糸
同
盟
会

)

な

ど

の

製

糸

労

働

問 

:題
が
発
生
し
、
.製
糸
業
に
：お
け
る
産
業
革
命
の
滲
透
は
明
白 

へ
な
事
実
と
：な

っ

た

Q.

で
あ
る
。

こ

'
ノ

'
:

と
.：こ
ろ
で
、
こ
の
よ
ぅ
な
器
械
製
糸
の
展
開
は
、
製
糸
経
営 

の
耝
織
形
態
.、養
蚕
業
べ
の
.影
響

、
生
糸
市
.場
へ
の
対

応

の

仕 

:
方
等
''
.の
上
に
新
し
い
特
徴
.を
も
た
ら
す
.こ
と
と
な
...
っ
た
。
 

ま
ず
、
避
営
組
織
の
面
で
は
、
座
繰
製
糸
時
代
に
、
そ
の 

合
理
化
の
，中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
結
社
組
織
、

共
同
組
織 

.

.が
、
明
治
三
〇
年
代
に
入
っ
て
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
で
あ 

、

る
。
こ
れ
は
.、

一方
で
は
、
信
州
の
片
倉
組
の
ご
と
き
有
力 

.

封

.
大
製
糸
家
の
出
現
に
と
も
な
づ
て
、
共
同
組
織
の
解
^
、
個 

•■
: 

M

人
経
営
に
よ
る
共
同
組
織
か
ら
の
独
立
、
単
独
出
荷
傾
向
が 

玉
.
.
.顕
著
‘と

.^
り
、
大
製
糸
家
.に
.よ
る
数
工
場
の
経
営
、
産
地
製 

踏

糸

家

.の
地
方
進
出
が
は
じ
ま
る
、
と
い
ぅ
形
で
あ
ら
わ
れ
、

。
に

.■■
•
他
方
で
は
、
養
蚕
と
製
糸
と
の
分
離
が
進
む
に
つ
れ
て
、
こ 

0
さ

.

れ
ら
の
結
合
.を
前
提
と
し
て
い
た
旧
協
同
組
織
の
変
質
、
す 

^

は
，

な
わ
ち
、
組
合
員
農
家
が
原
料
满
を
持
寄
っ
て
、
組
合
の
製 

■ 

^

糸
器
械
を
利
用
す
る
形
の
組
合
製
糸
経
営
へ
の
改
変
が
、
見 

麵
掃
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

o 

}

つ
ぎ
に
、
養
蚕
業
へ
の
影
響
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
器
械
化 

に
よ
：る
養
莖

•
.製
糸
の
分
離
が
本
格
化
す
る
と
と
も
.に
、
製



〔第 4 表〕 器械製糸の規模別:! :場 数 •設備釜数推移

「蚕糸業要覧」1958年版による。

A ，…••工場数

B ……設備釜数

年次（5 力年平均） 器 械 座 繰 玉 糸

明治36〜 40年 62?5 31.4 6.1
" 41〜大正元年 70.2 23. 9 5.9

大正 2 〜 〃 6 78. 3 14.4 7.3
" T 〜 " . 11 83,3 8.4 8. 3
〃 12〜昭和 2 87.8 5. 3 6.9

昭和 3 〜 " 7 89.7 3.8 6.5

年 次
総 数 50釜以下 51〜100釜 101〜300签 301〜500釜 500釜以上

A B A B A B A B A B A ' B

大正元年 4,534 ---- 3, 315 一 706 ― 513 -― * -- ― ―

3 4,324 —— 3,036 ― 721 ― 567 ― ― — —— —
5 4,194 224,569 2,788 — 785 621 ― — ― —— ―

7 4,639 275,760 2,948 — 902 ― 789 ― — —— —
_ _

9 4,471 285,147 2,774 一 861 ------ 836 ' 一 V ' — 一 - ―
11 3,775 286, 203 2,154 34,948 793 52, 574 644 102, 326 105 39,516 79 56,839
12 3,735 277,937 2,199 34,302 744 49,780 603 97,390 102 37,136 87 59, 329
13 3,674 271,141 2,181 33,618 732 48, 092 579 94,039 96 35, 985 86 59, 407
14 3,643 275,528 2, 14633,666 731 48, 603 574 91,774 102 38, 947 90 62, 538
15 3,768 285,525 2, 215 35,617 756 50, 299 597 95, 205 107 40, 424 93 63,980

昭 和 2 3,787 297,679 2,13236,464 785 52, 426 658 103,408 122 45, 759 90 59, 622
3 3,509 318,540 1 ,774|42,779 837>57,111 1 682 108,943 126 47, 982 90161,725

五

七

(

八
四
五)

第 3 表〕 生糸生産額の種類別比率推移（%) 
(明治末期〜昭和初期）

張糸年鑑j (1951年版）による

て
、
製
糸
工
場
数
の
漸
減
と
設
備 

釜
数
の
増
大
の
結
果
と
し
.て
パ
平 

均
設
備
規
模
の
約
倍
増
、
設
備
签
.
 

数
の
規
模
別
^

成
に
お
け
る
.五
〇 

釜
以
下
層
の
相
対
的
減
^

と
、
他 

方
で
.の
三
0

〇
釜
乃
至
五
〇
〇
釜 

以
上
層
の
出
現
と
そ
の
相
対
的
僧 

加
、
と
い
ぅ
分
化
傾
向
が
ぅ
か
が 

わ
れ(〔

第
四
表〕

参
照)

、
さ
ら
に
、
 

昭
和
三
年
当
時
の
生
糸
出
荷
額
の 

統
計
に
ょ
れ
ば
、
年
額
一
万
梱
以

1—

1^
: 
一
In
_

_

_u
y
, 

t
 

_ 

.

.

上
の
輸
出
生
糸
を
出
荷
す
る
一
一
-

大
製
糸
の
出
荷
額
合
計
は
総
額
の 
三
. 

j

 

.
六
％
、
上
位
五
〇
社
の
合
計
額
で
は 

約
五
〇
％
に
及
ぶ
生
産
の
.集
中
が
見
ら
れ
た
。
'

(

前

掲「

農
林
行
政
史J

.

第
三
巻
、
 

九
六
六
员
参
照)

そ
し
て
、

こ
の
ょ
ぅ
な
企
業
集
中
、

大
経
営
の
発
展
に
と
も 

な
つ

て

、

企
業
組
織
面
で
も

^
^
化
が
必
要
に
な

り

、

従
来
の
個
人
組
織
、
同
、
 

族
的
経
営
か
ら
会
社
経
営
へ
移
行
す
る
も
.の
が
、
片
倉
組
等
の
.有
力
製
糸
家
を 

は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
多
く
あ
ら
わ
れ
た
.°
.(〔

第
五
表〕

参

-®

然
ら
ば
、
こ
の
時
期
に
至
つ
て
、
そ
れ
ま
で
の
生
糸
の
生
産

•流
3 1

_
造
と 

蛋
糸
業
全
体
の
構
造
に
、
新
し
い
変
.化
を
も
た
ら
し
た
.独
占
.
集
中
の
形
態
は
_

い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
。

:

そ
れ
は
'

ま
ず
第
一
に
、
大
製
糸
資
本
に
お
い
て
、

一
経
営
が
.全
国
の
各
廣 

地
に
多
数
の
工
場
群
を
配
匱
し
支
配
す
.る
経
営
体
制
が
確
立
し
た」

J.

と
：で
あ

わ
が
国
製
糸
業
の

歴
史
的
展
開
と

戦
刖

戦
後
の

構
造
変

ィ匕

の
前
貸
金
顧
は
、

原
料
繭
の
購
入
資
金
の
，供

給

、

':
生

糸

荷

為

替

の

引

受

、
.，.そ
の 

代
金
の
立
替
払
等
を
内
容AJ.

す
る
.が
、：：■最
も
重
寒
な
も
©
は
：、：.季
節
的
に
：集

中. 

す

^
跳
繭
資
金
の
前
貸
で
あ
り
、
',
'
問
屋
は
、
製
糸
，
に
.対
し
て
、
そ
の
信
用
に 

応
じ
て
無
担
保
貲
付
を
行
い
、
こ
れ
に
.ょ
：っ：て
製
糸
家
.は
生
糸
の
^
產
と
出
荷 

を
義
.務

：づ

：
け

；
ら

れ

、

か

：つ
、

_生
糸

の

、
販
売
に
へ
つ
い
て
.は
問
屋
に
：
白

紙

委

任

す 

る
.、
'-
と
い
ぅ
関
係
：で
あ.っ
た
'.
°「

紡

績

家

は

：経
済

学

者

に

し

て

•製

糸

家

は

技

術 

家
：な

り」

'(

桑
田
熊
蔵
氏
、
：
明
治
三
七
^.「

大
日
本
蚕
务
会
報x :.4

四
七
号
参
照)

-;
. 

と
い
わ
れ
た
の
は
、
ま
さ
じ
ズ
、
'以
上
め
事
態
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。」 

と
こ
ろ
で
、.
こ
'の
ょ

ぅ

な

問

屋

金

融

の

体

制

は

、
，
銀

行

が

製

糸

業

を

危

険

視

，
 

し

て

、.自
ら

直

接

に

製

糸

金

融

に

進

出

す

る

と

と

が

.ま
れ
で

，あ

っ
f

c
大
正
期 

(

と
く
：に
第
ー
次
大
戦
以
降

)

以
前
に
.お
い

て

は

、

生
糸
問
屋
が
.、

製
糸
業
に
お 

,
け
る
唯
一
め
金
融
機
関
と
し
て
君
^
す

§
卜
と
に
^
り
、
，
製

糸

家0
資
本
家
^

'

し
て
の
成
長
、
器
械
製
糸
業
の
確
立
と
発
展
：に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
も
の
で 

あ
る
が
、：
他
方
で
は
、
そ
れ
は
、V

製
糸
経
営
の「

独
立
的

•
.近
代
的
：発

展

を

阻

止 

し
、
；
放
慢
な
：問

屋

金

融

と

製

糸

経

営

の

投

機

性

を

助

長

し

て

、
，
第

一

次

世

界

大 

.戦
以
後
の
変
動
期
に
お
い
て
、
製
糸
業
の
矛
盾
を
深
め
る
要
因
と
も
.な
っ
た
の 

で
あ
る
'0
.

'

何
れ
に
せ
ょ
、_
糸
業
の
確
立
過
程
，"
器
械
化
‘段
階
に
お
け
る
製
糸
.経
筲

の

.
、 

以
上
の
ょ
ぅ
な
あ
り
方
は
、
戦
前
の
中
小
製
糸
業
の一

般
的
存
立
形
態(

問
屋 

制
工
業)

、
し
た
.が
っ
て
、

戦
前
の
わ
が
国
員
ゑ
業
の
基
礎
構
造
を
規
定
し
た 

も
の
と
し
て
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
.あ
る
。

⑶

製
糸
業
の
成
熟
と
独
占
•
集
中
形
態
の
特
質
'

.;

:大
正
期
に
入
-̂
-:
'

第
一〈

次
世
界
大
戦
の
影
響
に
.よ
る
伊
仏
の
生
糸
生
産
の
後 

退
、：：.
ア
ィ
リ
ガ
：経
済
の
ブ
ー
、ム
に
汰
る
生
糸
需
要
の
；增
大
等
、
0

輸
出
市
場
の」 

好
条
件
に
支
え
ら
れ
て
、
.世
界
恐
慌
の
時
期
に
至
.る
ま
で
、
わ
が
国
製
糸
業
は 

史

上
最
高

の

発

展

と

：成
熟
，を
と

'げ

、,
紡

績

業

等

に

比

べ

.て
資
本
集
中
の
遅
れ
て 

い
た
製
糸
業
に
も
、'-
漸
く
.独
占
.
•集
中
化
'の
.傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
前
期
に
お
い 

.
て
ほ
ぼ
確
立
し
：た
製
糸
業
乃
至
蚕
糸
業
の
構
造
の
上
紀
、
新
し
い
変
化
が
見
ら 

れ
る
こ
.と
.と
な
.
つ
た
'
。
.
：

'
、 

•
-

.
ま
ず
、
全
般
的
趨
勢
に
.
つ
い
て
見
れ
ぼ
-.
>
:前
期
か
ら
の
傾
向
の
一
：層
の
発
展 

と
し
て
、
蛋
糸
業
の
高
度
化
と
'全
国
化
の
傾
向
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
^>

ち
、
 

養

蚕

業

：で
は
、
養
：蛋

経

C

呂̂

改
善
、
微
弱
な
が
ら
繭
生
産
規
模
の
拡
大
、
収
益 

性
の
.向
上
、
，藤
の
：優
良
品
種
.
へ
の
：铳
一
化
等
が
漸
•<

実
現
さ
れ
、
こ
れ
ら
と
と 

も
.に
、.
養
蚕
地
域
の
全
国
化
、
と
く
に
西
0

本
地
域
へ9

養
蚕
の
普
及
が
目
ざ 

ま
し
が
っ
た
，(

大
正
末
湖
か
ら
昭
和
初
期
頃
に
は
.，、
二
糊
産
額
の
束
西
比
率
は
ほ
ぼ 

半
々
と
な
っ
た)

そ
し
.て
、
と
.ぅ
し
た
繭
の
増
産
と
品
質
改
良
に
対
応
し
て
、
製 

糸
業
に
：お
い
て
も
、
煮
繰
分
業
.の
発
展
、
煮
繭
機
、
繰
糸
機
の
.改
良
、
と
く
に 

片
倉
製
.糸
の
.後
援
に
J:
-

る
御
法
川
式
，多
条
機
の
完
成
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
多
く 

の
技
術
改
良
が
行
わ
れ
て
、
生
糸
生
産
力
の
姑
大
、
品
質
の
高
級
化
が
可
能A
J

 

な
り
、
製
糸
エ
場
が
大
規
模
化
と
エ
場
立
地
の
地
方
分
散
化(

養
蚕
業
の
全
国 

化
に
対
応
す
る
.

)

が
顕
著
と
な
る
：に
至
っ
た
。

.
以
上
の
過
程
で
.、
器
械
製
糸
に
よ
る
座
繰
の
圧
倒
.
駆
逐
は
は
じ
め
て
本
格 

的
と
な
り(〔

第
三
表〕

参
照)

、

器
械
製
糸
に
.
お
い
て
も
、
そ
の
企
業
構
成
の 

上
に
、
資
本
の
集
積
.
集
中
の
傾
向
が
か
な
り
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
ぅ
に
な 

っ
だ
。
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
第
一
次
大
戦
中
か
ら
戦
後
へ
か
け



〔第 5 表:！ 企業組織別製糸経営数推移 (器械製糸のみ)

年 次 個 人 会 社 協 同 組 合 その他共同 合 計

明 治 4 4 年 1,456 181 25 723 2,385
大 正 4 1,151 234 319 556 ’ 2,260

7 1,284 338 496 562 2,680
10 1,419 726 418 130 2,693
13 1,293 702 400 90 2,488

昭 和 2 1,649 768 400 120 2,937

森泰吉郎「忝糸業資本主義史」120〜121頁による

る
■ 

°
と
れ
は
、
大
資
本
に
よ
る
工
場
立
，
 

地
の
地
方
化
と
、
各
産
地
の
中
小
製
糸 

エ
場
の
買
収
と
^

よ
っ
て
、
生
れ
た
も
/ 

.
の
で
，
.こ
の
よ
ぅ
な
資
本
集
中
"

企
業
'
 

集

中

が

、

さ

き

に

述

べ

た

養

蚕

業

.の
全 

.

.固
的
.普

及
.を
結
果
し
，た
と
も
い
"え
る
の 

で
あ
る
。
第

t

次
大
戦
後
の
企
業
集
中 

.状
態
を
ニ
大
製
糸
に
.つ
い
て
見
れ
ば
、
 

片

倉

製

糸

で

は

"

そ

の

所

有

す

る

糸
 

工
場
は
全
国
三
五
工
場
、
設
備
釜
数
合 

計

一

万

八

千

釜

、

従

業

員

総

数

.三
万
一 

千
人
、
生
糸
年
産
額
総
計
五
万
.一

千
俵 

(

全
国
比
八
%)

(

昭
和
四
年

)

：、
‘
郡

是

製
.
 

糸
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
三
■一
 

工
場
、

j 

万
二
百
釜
、

生
糸
四
万
八
千
俵(

昭
和 

,
,ニ
年)

'
に
達
し
て
.
.い
た
。

な
お
、
製
糸 

工
場
の
大
資
本
へ
の
集
中
は
、
大
戦
期 

に
お
い
て
、
.
鐘

紡

c

武
藤
山
治)
：
や
大 

倉

財

閥

(

大
食
喜
八
郎)

の
製
糸
工
場 

の
新
規
経
営
等
に
見
ら
れ
.る
よ
ぅ
に
、
 

財

閥

系

資

本

に

.よ
る
他

部

門

か

ら

の

進 

出
、
経
営
の
多
角
化
、
と
い
う
形
で
も 

行
わ
れ
た
。

：

.

,

五

八

(

八
四
六)

第
-:
'は
、
製
糸
業
に
お
け
る
原
料
部
門
' (

養
.歪)

及
び
流
通
分
野
へ
向
っ
て 

の
縱
断
的
結
合
乃
至
コ
ン
ッ
ェ
ル
シ
化
の
傾
向
が
齋
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す 

な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
は
、
養
蚕
、
蚕
猶
製
造
、
製
糸
、
生
糸
問
屋
、
生
糸
輸
出 

I
等
は
:>

何
れ
も
社
会
的
分
業
.と
し
て
分
化
発
達
.を
と
げ
て
来
た
が
、
い
ま
や
、
 

大
製
糸
資
本
が
，'

原
料
藤
の
；「

特
約
取
引」

や
蚕
種
製
造
に
進
出
し
、
生
糸
製. 

品
に
つ
い
て
そ
の
販
売
.
.輸
出
を
兼
営
す
.る
、
と
い
う
新
し
い
事
態
が
生
れ
て 

来
.た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
'繭

の

「

特
約
取
引」

.k

つ
い
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は
、
大
製 

糸
に
お
け
る
高
格
糸
生
産
の
た
め
.の
優
良
繭
確
保
の
必
要
か
ら
、
従
来
の
繭
市 

場
を
経
由
す
る
こ
と
な
.く
、

」

，大
製
糸
が
自
ら
直
接
に
行
う
、
繭
の
解
舒
と
糸
量 

の
厳
密
な
検
査
.
鑑
定
と
に
も
と
づ
く
正
量
取
引
で
あ
る
と
と
も
に
、
養
蚕
^

•

家
と
の
繭
価
協
定
に
も
と
づ
い
て
、
藤
の
収
納
後
に
そ
の
代
金
の
支
払
わ
れ
る 

信
用
取
引
で
あ
っ
て
、
こ
の
取
引
方
式
は
、
郡
是
製
糸
が
先
鞭
を
つ
け
て
か
ら
、
 

大
製
糸
が
続
々
採
用
す
る
ょ
5-

に
な
っ
た
。
か
く
て
、
特
約
取
引
の
出
現
に
ょ 

り

，

(

そ
の
本
格
的
発
展
と
普
及
は
、
世
界
恐
慌
以
後
に
属
す
る)

、
養
蚕
農
家
の
間 

に
も
特
約
組
合
が
形
成
さ
れ
、

「

原
料
繭
地
盤」

の
確
保
の
た
め
に
、

特
約
組 

合
に
対
し
て
大
製
糸
か
ら
の
罾
金
的

.技
術
的
助
成
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
大
製 

■糸
資
本
に
ょ
る
養
蚕
農
家
の
系
列
的
支
配
を
通
じ
て
、

「

養
蚕
小
作」

と
い
わ 

れ
る
事
態
を
も
現
出
せ
し
め
る
に
至
っ
た
：。

ま
た
、
生
糸
の
販
売
•
輸
出
面
で
は
、
こ
れ
ら
大
製
糸
は
、
従
来
に
お
け
る 

生
糸
問
屋
の
市
場
支
配
を
離
脱
し
て
、
自
ら
直
接
に
、
生
糸
の
販
売
•
輸
出
機 

構
の
設
置
•
拡
充
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
大
正
末
期
に
、
片
倉
が
横
浜
、

二
ュ
ー
ョ
ー
ク
に
そ
れ
ぞ
れ
出
張
所
を
開
設
し
、
郡
是
、
鐘
紛
が
新
設
の
神
百

市
場
に
お
い
て
同
様
の
動
き
を
示
す
な
ど
、
.何
れ
も
そ
の
先
例
で
あ
り
、
こ
の 

よ
ぅ
に
し
て
、
昭
和
三
.年
頃
に
は
、
輸
出
生
糸
総
額
に
し
め
る
製
糸
業
者
の
直 

接
販
売
の
比
率
は
ニ
〇
％
に
達
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
第
一
次
大
戦
に
よ
る
外 

商
.の
著
し
い
後
退
を
契
機
と
し
、
以
上
の
動
き
と
絡
み
合
っ
て
、
日
本
の
生
糸
'
 

輸

出

商

社

の

急

速

，な
抬
頭
が
見
ら
.れ

(

さ
き
の
製
糸
業
者
の
兼
営
、

一，般
商
社
の 

進
出
、
生
糸
問
屋
の
転
身
等
に
よ
る)

、

横
浜
生
糸
市
場
に
お
け
る
価
格
形
成
上
.
 

.
の
主
導
権
が
日
本
.の
；商
社
ベ
移
行
す
る
と
と
も
に
.、

か
れ
ら
に
.よ

る

生

糸

輸

出 

の
支
配
が
完
成
し(

邦
商
に
よ
る
生
糸
輸
出
比
率
は
、

大
正
九
年
の
八
_

か
ら
瞄
.
 

和
四
年
の
九
割
へ
と
増
進
す
る)

'、
か
つ
、

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
：
三
井
物
産
、
 

日
本
生
糸
、
旭
シ
ル
ク
、
.
日
本
綿
花
、
■片
倉
等
、
.
.当

時

の

八

大

輸

出

商

.へ
の
生 

糸
輸
出
高
の
集
中
は
、
八
割
以
上
に
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
：；

\

以
上
の
よ
ぅ
に
、
製
糸
経
営
の
産
業
資
本
と
し
て
の
独
立
的
発
展
.は
、
製
糸 

業
に
お
け
右
独
占
.
集
中
化
と
コ
ン
ッ
ヱ
ル
ン
の
形
成
を
ま
ら
て
、
は
じ
め
て
-ヾ
-
 

達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
新
し
い
形
態
の
.反
面
で
は
、
既
に
確
立
し
：
 

た
生
糸
問
屋
の
製
糸
経
営
支
配
の
体
制
ば
、
そ
の
相
対
的
地
位
を
低
め
な
：が
ら
.
 

も
な
お
健
在
で
あ
り
、
そ
の
支
配
下
に
は
、
産
業
資
本
と
し
て
の
独
立
.を
阻
ま 

れ
た
中
小
製
糸
業
者
が
、
独
占
的
大
製
糸
資
本
の
压
迫
を
受
け
.つ
つ
広
汎
に
存
.
 

続
し
.(

前

掲〔

第
四
表〕

'
を
再
び
参
照r

こ
こ
に
、

い
わ
ば
わ
が
国
製
糸
業
.の
，
 

「

ニ
極
集
中」

的
構
造
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
.。

こ
う
し
た
構
造
の
矛
藤
が

問
題
が
こ
こ
で
漸
く
重
大
化
し
、
そ
れ
へ
の
対
策
が
*
政
府
の
助
成
に
よ
る
救 

済
策
と
し
て
は
じ
め
て
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
.大
正
期
に
な
っ
て 

新
し
い
展
開
を
示
し
た
政
治
•

社
会
情
勢
の
影
響
.に

も

よ

る

が

、

そ

，の
.
経

済
 

的
背
景
と
し
て
は
、
生
糸
輸
出
の
ア
メ
リ
ヵ
需
#
依
存
が
決
的
と
な
っ
た
こ 

，
と
に
よ
り
，
生
糸
の
舍
況
変
動
が
激
し
く
な
っ
た
と
と
、
製
糸
業
の
規
模
の
拡 

/

張
と
そ
の
構
造
変
化
.(

さ
き
に
見
た
独
占
•
.集
中
化
と
コ
ン
ッH
ル
ン
化
に
も
と 

づ
く)

に
よ
り
、

問
屋
の
賓
金
力
に
限
界
が
生
じ
、
製
糸
業
の
銀
行
資
金
へ
の 

.依

存

が

高

ま

る

に

つ

れ
て
、
.糸
価
低
落
の
被
害
が
金
融
機
関
に
波
及
し
、
そ
の 

社
会
経
済
的
影
響
が
.
重
要
.と

な

る

等

，々

、.の
問
題
.が
：生
じ
て
来
た
.こ
と
に
よ 

1
る
？
と
こ
ろ
.で
、
こ
，の
恐
慌
対
策
は
、
生
糸
の
買
取
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た 

帝
国
蛋
糸
会
社
の
前
後
三
回
に
わ
た
る
シx

ジ
ヶ
ー
ト
的
活
動
と
、
銀

行

(

興 

銀
"

勸
銀)

に
よ
る
救
済
融
資
の
政
府
補
償
と
を
、

主
た
，る
内
容
と
す
る
も
の 

.
で
.あ
っ
た
が
、
第

—*

次
大
戦
後
の
恐
慌
が
，
単
な
る
糸
価
低
落
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 

国
内
の
ー
.般
趴
^
を
.胄
景
と
.し
ー
て
、
張
糸
業
全
般
に
及
ぶ
性
質
の
も
の
で
あ
っ 

た
こ
と
か
ら
、
対
策
と
し
て
も
、
応
急
的
な
救
済
策
か
ら
次
第
に
恒
久
的
な
安 

定
策
.
へ
向
ぅ
必
要
が
生
じ
、
次
期
に
入
っ
て
、
糸
価
及
び
繭
価
安
定
の
た
め
の 

対
策
立
法
が
行
わ
れ
る
趨
勢
と
な
る
.の
で
あ
る
。

⑷

製
糸
業
の
停
滞
化
と
整
理
•
合
理
化

発
展
し
、
種
々
の
問
題
を
生
ず
.る
に
至
る
の
は
、
製
糸
業
が
停
滞
期
に
入
っ
て
昭
和
初
期
に
入

o'

て
か
ら
、
製
糸
業
は
、
，
世
界
恐
慌
の
影
響
に
よ
る
内
外
需 

か
ら
で
あ
る
。
 

■

.

要
の
.一
般
的
減
退
と
、
化
学
織
維
の
抬
頭
に
よ
る
生
糸
の
需
要
構
造
の
変
化
、
 

な
お
、
こ
の
時
期
の
新
し
い
問
題
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
前
期
ま
で
、
.製

と

い

ぅ

一

一
つ
の
要
因
が
重
な
っ
て
、
漸
く
、
成
長
か
ら
停
滞
乃
至
衰
退
へ
向
ぅ 

糸
業
の
発
展
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
克
服
し
得
て
来
た
糸
価
変
動
、
.
蚕

糸

恐

慌

の

こ

と

と

な

り

、
こ
れ
に
と
も
な
っ 

莖

糸

業

内

部

の

矛

盾

や

利

害

の

.対
立
が

わ
が
国
製
糸
業
の
歴
史
的
展
開
と
戦
前
•
戦
後
の
構
造
変
化(

一) 

五

九

(

八
四
七)

4



〔第 8 表〕 ァメリガ生糸消費高用途別構成推移

単 位 ：俵 , ( ) 内擒成比

年 次 靴 下 用 織 物 用 合 計

1929 (昭和 4 年) 
34 ( «  9 ) 
35( « 10 ) 
3 6 ( " 1 1 ) 
37( 〃 12 ) 
38( »  13 ) 
39( » 14 )

• • . 
170,000(27.3)
227,791(48.1)
251,152(55.0)
291,588(60,3)
292,140(72.1)
282,435(72.3)
290,731(81.2)

440,000(73.7) 
246,039(51.9) 
205,759(45,0) 
192,154(39.7) 
113,149(27,9) 
108,253(27.7) 
67,111(18.8)

610,000(100) 
4 7 3 , 8 3 0 ( " )  
456,911( " )  
483,742 ( " )  
405,289 ( « )  
390,688 ( « ) 
357.842 ( " )

前 掲 「農林行政史j 1090〜1 0 9 1頁より。

.
た
こ
と
は
、
輸
出
産
業
と
し
て
の
製
糸
業
凋
落
の
証
左
と
な
る
も

の
.で
あ
っ 

た
。
 

' 

• 

•

と
こ
ろ
で
、
こ
の
製
糸
業
の
衰
退
が
、
.
経
済
恐
慌
に
ょ
る
需
要
減
退
だ
け
で 

な
く
、
化
学
織
維=

=

人
絹
が
、
生
糸
の
強
敵
と
し
て
こ
の
時
期
：に
.登
場
し
た
こ 

と
に
も
原
因
し
た
た
め
、

生
糸
は
、

そ
の
需
要
構
造
の
面
か
ら
も
、
.そ
の
合 

理
化
と
再
編
成
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
：で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
化
学
織 

維
と
し
て
登
場
し
た
人
絹
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
欧
米
に
お
け
る
急
速
な
工
業 

'
化
に
ょ
っ
.て
、
そ
の
価
格
を
著
し
く
低
廉
化
せ
し
め
、
従
来
の
生
糸
市
場
、
と 

く
に
広
幅
織
物
の
分
野
を
次
第
に
蚕
食
し
.(

標
準
物
に
つ
い
て
、
人
絹
糸
と
生
糸 

と
：の
価
格
比
は
、

ほ
ぼ
一
対
三

.で
あ
っ
た
が
、
人
絹
糸
ば
し
ば
し
ば
こ
の
比
率
を
下 

廻
る
こ
.と
が
多
か
っ
た)

、
生
糸

^
罾
に
対
す
る
人
絹
の
影
響
は
，
'
ア
メ
•;
•
力

に
 

お
いV

最
も
激
し
く
、
か
つ
世
界
恐
慌
期
に
お
い
：て
と
く
に
甚
だ
し
か
っ
た
。
 

例
え
ば
、
恐
慌
直
前
の
.
ア
メ
リ
力
の
生
糸
輸
入
高
約
一
億
ニ
千
万
ポ
ン
ド
が
、
恐 

慌
の
谷
底
め
時
期
に
当
る
一
九
三
四
年
に
は
、
五
千
六
百
万
ポ
シ
ド
と
半
減
し 

た
の
に
対
し
、
人
絹
生
産
高
は
、
,
逆
に
ニ
億
ポ
.ン
ド
以
上
に
上
昇
し
，た

罾

畠 

「

農
林
行
政
史J

第
三
巻
、

一
，〇

八
八
頁
参
照

)

。

こ
の
ょ
ぅ
な
市
場
条
#
_
の
激
変 

か
ら
、
.
生
糸
は
、
そ
の
製
品
•

市
場
分
野
を
、
そ
の
品
質
を
生
か
し
た
漏
人
用
、
 

絹

靴

下

(

ア
メ
リ
ヵ
の
需
要
を
大
宗
と
す
る
：

)

へ
と
限
定
す
る
こ
と
.に
な
り
，
世 

界
恐
慌
期
を
境
に
し
て
、
生
糸
消
費
に
お
け
る
㈱

め
と
«
ア
の
比
率
は
逆
転
す 

る
に
至
っ
た
。(〔

第
八
表〕

参
照)

し
か
し
な
が
ら
、
靴
下
用
の
生
糸
消
費
：は
、
.
 

■織
物
用
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
.に

少
量
.で

あ

っ

ア
メ

リ

力
の
絹 

靴
下
用
の
生
糸
消
費
量
は
、：
最
高
時
で
^

、
三
〇
方
俵
に
達
.
U

な
い
と」

v>

わ
れ
た)

.
、
'

 

わ
が
国
の
生
糸
年
産
額
約
七
0

万
俵
を
消
化
す
る
に
は
絶
対
的
需
要
不
足
と
な

ゎ
が
国
製
糸
寒
の
歴
史
的
展
開
と
戦
前
*
軟
後
の
構
造
変
化(

1)

り
、
こ
れ
が
、
当
時
の
製
糸
業 

に
と
っ
て
、
慢
性
的
な
過
剰
生 

産
氏
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

製
糸
業
の
合
理
化
は
、
以
上 

の
条
件
の
も
と
で
不
可
避
と
な 

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
 

ま
ず
、
糸
価
安
定
融
資
補
償
法 

の

発

動

(

昭
和
五
年
三
月)
.
に 

よ
る
滞
貨
金
融
、
生
糸
の
共
同 

保
管
等
の
安
定
化
、

ヵ
ル
テ 

ル
对
策
が
、
■恒
久
的•

組
織
的 

な
形
で
施
行
さ
れ(

こ
れ
ら
は
、
 

後
述
す
る
よ
ぅ
に
、
や
が
■て
統 

制
的
色
彩
を
帯
び
る
に
至
る)

、
 

こ
れ
を
背
景
と
•し
て
、
当
時
の 

「

産
業
合
理
化」

運
動
全
般
の
影 

響
の
も
と
に
.、
.コ
ス
ト
弓
下
け 

の
た
め
の
生
産
•
流
通
構
造
の 

西
編
成
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
製
糸
部
門
で
は
、
 

繰
糸H

程
に
：お
い
て
、
多
条
機 

.化

に
よ
，る
合■理
化
が
、
大
製
糸 

を
中
心
と
し
て
進
展
し
、
そ
の

六
一
へ
八
四
九)

〔第 6 表〕 世界恐慌後の繭生糸価格推移 (取位 ; 円）

次
生 糸 '価 格 繭 価 格

最 高 最 低 平 均 指 数 春 蚕 : M M W 通 年 指 数

円 円4 年 1,420 1,150 1,310 100 7.57 6 .53 : 7 . 06 100
5 1,190 540 775 59 4,00 2,04 3,10 44
6 760 500 583 45 3,08 2.96 3. 03 43
7 1,110 . 390 698 53 2.54 4.70 3. 53 50
8 1,090 520 765 58 6.25 ；4, 27 5. 28
9 675 445 537 41 2,52 2. 38 2,46 35

10 1,005 575 713 54 3 .82 5 .37 4. 50 64
11 925 625 778 59 5.06 4 .81 4.94 70
12 955, 662 831 63 5,80 4. 40 5,15 73
13 850 665 757 58 4,50 5 . 15 4.79 68

〔第 7 表〕 世界恐慌後の繭生糸生產高及び輸出高，器械製糸工場数,
同設備銮数推移: ： ( ） 内指数

年 次 繭 生 産 高 生系生產高 生 糸 輪 出 高 器械製糸工場数| 同設備.签数

昭 和 4 年

5
6
7
8

11
12
13
14
15

千p
102,093(100) 
106,463(104) 
97, 072 (95) 
89, 550 (87) 

101,163 (99) 
87,139 (85) 
82,066 (80) 
82,892 (81) 
85, 972 (84) 
75,256 (73) 
90,818 (88) 
87, 546 (85)

俵
705,775(100) 
710,314(101) 
730,176(103) 
693,170 (98) 
702,676(100) 
754,056(107) 
728,878(103) 
705,458(100) 
697,909 (99) 
719,202(102) 
693, 623 (98) 
712,804(101)

m
580, 950(100)
477, 322 (82) 
560, 577 (96) 
548,541 (94) 
484,035 (83) 
506,906 (87) 
554, 996 (96) 
505,300 (87)
478, 584 (82) 
477；796 (82) 
386, 030 (66) 
2 9 3 ,4 8 1 (51)

メ

3 ,719(100) 
3 ,759(101) 
3, 687 (99) 
3,356 (90) 
3, 218 (87) 
3,013 (81) 
2, 738 (74) 
2,468 (66) 

■ 1,892 (51) 
1,837 (50) 
1,813 (49) 

; 1 , 7 7 3  (47)

326,976(100) 
323,707 (99) 
319,448 (97) 
277, 800 (85) 
267,836 (80) 
249, 724 (76) 
235/488 (73) 
222,247 (68) 
196,547 (60) 
191,821 (60) 
187, 290 (57) 
183,055 (56)

両表とも「農林行政史」第 3 巻 1088〜 1090 K 参照

六
0

(

八
四
八)

表
面
化
し
、
そ
の
.調
整
が
.重
要
問 

題
と
.し
て
登
場
す
る

の

で

あ
る 

が
、
日
本
経
済
が
戦
時
体
制
へ
と 

.

傾
斜
し
、
経
済
統
制
.が
強
化
.さ
れ 

る
昭
和1

:

六

年

頃

(

太
平
洋
戦
中 

の
開
始)

ま
で
の
時
期
は
、
.
製
糸 

業
の
統
制
化
へ
の
過
渡
期
と
し 

て
、
そ
の
整
理
•
合
理
化
の
進
展 

.
す
る
過
程
と
見
る
こ
と
が
出
来 

.
'る
0
-
:■

ま
.ず
、.
製
.糸

業

停

滞

化

の

様

相 

は
、.
第
一
に
.、

世

界

恐

慌

後

の

繭 

.生
糸
価
格
の
暴
落
と
、
そ
の
後
の 

'
低
速
状
態
の
継
続
と
い
ぅ
事
実
に 

示
さ
れ(〔

第
六
表〕

参
照)

、
第
二 

に
：、
'同
じ
.睜
期
.に
お
け
る
繭
生
糸 

の
生
産
高
及
.び

生

糸

輸

出

高

の

停 

滞
乃
至
減
退
傾
向
に
ょ
っ
て
も
明 

ら
か
で
あ
り(〔

第
七
表〕

参
照)

、
 

と
く
に
、
明
治
以
来
わ
が
国
輸
出 

Q

主
座
を
し
め
て
来
た
生
糸
が
、
 

昭
和
九
年
以
降
、
輸
出
価
額
に
お 

い
て
そ
の
地
位
を
綿
製
品
に
譲
っ



結
果
、
昭
和1

-

一
年
現
在
に
.お
け
る
器
械
製
糸
設
備
の
#

数
で
は
、V

普
通
機 

.一
三
万一

千
、
. 

'
多

条

機

四

万.七
千
と
普
通
機
が
な
お
数
量
的
に
優
勢
で
あ
っ
た
.
 

が
、
緒
数
に
お
い
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、.
六
〇
万
、：
九
五
万
と
な
り
、
繰
糸
量
を 

決
め
る
緒
数
に
つ
.い
て
.は
、
多
条
機
が
普
通
機
を
庄
す
る
に
_

っ
た
。
こ
_の
#' 

条
機
化
の
決
定
的
条
件
は
、
.既
に
.述
べ
'
た
生
糸
需
要
の
転
換
に
よ
る
靴
下
用
高
'
 

格

糸

(

一
ニ
ホ
以
上)

生
産
へ
.の
移
行
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
り
、
多
条
機
化
に
よ 

る
合
理
化
は
、.

他
方
で
は
、
高
級
品
質
確
保
の
た
め
の
.：「

セ
リ
プ
.
レ—

ン」

'検 

查
法
、
能
率
向
上
の
た
め
の
'罰

点

制

度

に

.よ

石

賃

金

算

定

法

等

、
，
繰

糸

女

工

へ

.

.
 

の
労
働
強
化
を
も
と
も
な
ぅ
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
多
条
機
化
.を
基 

礎
と
し
て
、
大
規
模
、
多
角
経
#

の
優
位
は
決
定
的
と
な
り
V

片

倉

、
，郡

是

等 

巨
大
資
本
'の
靴
下
用
高
格
糸
生
產
を
通
：じ
て
の
独
占
的
地
位
は
不
動
の
も
の
と
'
 

な
り
、
い
ま
な
お
普
通
機
に
よ
り
、
.低
格
糸
の
生
産
を
主
と
し
て
い
た
中
小
製 

糸
と
の
経
當
的
格
差
が
決
定
的
に
な
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
中
小
製
糸
め
分
解
.
 

と
没
落
を
必
然
化
す
る
基
盤
が
つ
く
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

'

.

ま
た
、
養
赉
経
営
の
面
に
お
い
て
も
、
製
糸
業
の
合
理
化
に
対
応
-1
,
て
、
.桑 

園
、
稚
莖
飼
育
の
共
同
化
、'
:繭
の
共
同
販
売
、
乾
繭
取
引
の
：発
達
等
、
主
と
し
；
 

て
共
同
化
.

組
織
化
の
.形
態
に
よ
る
合
理
化
が
.進
む
と
と
も
に
、
前
期
に
出
現 

し
た
藕
の
特
約
取
引
が
普
及
し
て
、

こ
れ
が
繭
取
引
.の
.支
配
的
形
態
と
な
り
+
 

(

当
期
に
'お
い
て
、
上
藤
の
.半
数
以
上
が
特
約
取
引
の
形
態
を

と

る

こ
と
と
な
.っ
た)
、
 

大
製
糸
コ
ン
ッ
ェ
ル
シ
の
養
蚕
農
家
支
配
の
傾
向
は
'

.
一
段
と
強
化
さ
れ
る
に
.
 

至
っ
た
。

：

.

さ
ら
に
、
中
小
製
糸
業
の
動
向
と
関
速
し
て
、
生
糸
問
屋
の
金
融
機
能
の
後 

退
と
い
う
問
題
が
、
，製
糸
業
合
理
化
の
一
環
と
し
て
、
生
じ
て
来
た
。
.こ
の
傾

六
ニ
へ
八
五
9

■向
は
、
既
に
、
第

-—
-

次
大
戦
後
か
ら
、
製
糸
経
営
の
問
屋
支
配
か
ら
の
独
立
と 

銀
行
金
融
へ
o■
依
存
の
：増
大
、
戦
後
相
次
ぐ
恐
慌
と
震
災
等
に
よ
る
問
屋
の
資 

金
力
の
消
耗
、：

製
糸
業
の
拡
張
と
構
造
変
化
に
よ
る
問
屋
の
金
融
的
機
能
の
相 

対

,^

低
下
等
々
、
の
形
で
あ
^

わ
水
て
い
た
が
、
そ
れ
が
決
定
的
と
な
る
の
は
、
 

'
世
界
恐
慌
以
後
の
時
期
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
：一
一
年
の
金
融
恐
慌
以
来 

の
銀
行
合
同
、.
金
融
集
中
の
過
程
で
、
地
方
銀
行
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
、の
都 

市
銀
行
も
、
自
ら
直
接
に
、,'
,
あ
る
.い
は
.地
方
銀
行
■を
通
じ
て
間
接
に
、
製
糸
金 

融
に
進
出
す
る
こ
と
と
.な

り

(

従
来
の
ご
と
く
、
生
糸
問
屋
.で
は
な
く
、
製
糸
業 

者
を
直
接
の
融
資
対
象
と
す
る)

、
.ま
た
、
製
糸
業
の
側
に
お
い
て
も
、
乾
繭
取 

引
、
藤
保
管
施
設
の
発
達
等
に
.よ
り
、
金
融
の
季
節
性
が
緩
和
さ
れ
、
担
保
力 

が
.増
大
ず
る
.な
ど
、
信
助S

の1

般
的
向
上
が
見
ら
れ
て
、
銀
行
金
融
に
対
応 

し
得
る
条
件
が
.漸
く
具
わ
る
に
至
っ
た
。
か
く
.し
て
、
製
糸
金
融
に
.お
け
る
銀 

行
の
地
位
ど
役
割
は
、
往
年
'の
.生
糸
問
屋
の
そ
れ
に
代
っ
て
、
豸
し
，い
重
^
な 

意
義
を
も
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ

^
が
、
こ
の
こ
ど
は
、
そ
れ
ま
で
、
製
糸
金 

融
を
軸
と
し
て
成
立
っ
て
い
：た
生
糸
問
屋
の(

中
小)

製
糸
業
支
配
体
制
そ
の 

%

の
の
、
，
大
幅
な
後
退
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。/
さ
ら
に
、
番
糸
業
合
理 

化
.

の
；：

一
環
と
し
て
の
大
製
糸
の
コ
ン
ッ
エ
ル
ン
体
制
の
強
化
、.
共
同
化
、
組
織 

化
.、
系
列
取
引
の
発
展
に
よ
る
中
間
商
人
"

問
屋
の
排
除
傾
向
は
、
生
糸
問
屋 

の
衰
退
を
促
進
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
0

問
屋
金
融
の
後
退
に
つ
い
て
は
、
昭 

和
初
期
に
お
け
る
長
野
県I

製
糸
家
の
借
入
金
構
成
の
内
容
か
ら
、
ほ
ぼ
そ
の 

状
態
を
推
察
す
る
こ
と
.が
出
来
よ
5

。(〔

第
九
表〕

参
照)

以
上
の
よ
ぅ
に
し
て
、

一
方
に
お

い

て

、
大
製
糸
を
中
心
と
す
る
生
産
技 

術
の
高
度
化X
多
条
機
化)

.

.と
、.
.経
営
.の
.コ.
ン
ッh

ル
ン
fb

に
よ
る
合
理
七
と

資 金 種 類 別 構 成 比

県 内 銀 行  

県 外 "
(小 計） 

生 糸 問 屋  

そ の 他  

( 借 X 金 計 ） 

自 己 資 金  

(総 計)

. 3 1 . 7 7  
27,76 

(59.53) 
17.31 
2.02 

(78.86) 
21.14 

(100.00) ‘

第 9 表〕 昭和初期における中 

小製糸経営の借入金構 

成 比 率 （％)

製牵家和 2 
例

掲 「赉糸業資本主義史」 
-160頁参照0

昭:
事
前:

の

59-
⑵

.が
：進

展

す

る

反 

面

、
他

方

で

は.' 

こ
れ
と
対
照
的 

.な
、
遅
れ
た
中 

小

製

糸

業

者 

が
、
濫
立
と
没 

落
を
繰
返
し
な 

が
ら
広
汎
に
存 

続
し
、
こ
れ
ら

を
前
提
と
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
ま
た
再
生
産
し
つ
つ
、
古
い
製
.糸
金
融
方
式
に
.
 

つ

な

が

る

生

糸

問

屋

，が

残

存

す

る

、

と

.い
う
、「

ニ
極
集
中」

構
造
の
矛
昏
が
、
 

い
ま
や
、
合
理
化
期
に
お
け
る
製
糸
第
の
重
要
問
題
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る 

こ
と
と
な
り
、
そ
こ
'で
は
、
後
者
.の

整

理

に

ょ

る

製

糸

業

.の
再
編
成
は
必
然
の 

众
り
ゆ
き
で
あ
っ
.
た
の
で
あ
る
。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

う

し

た

再

編

成

は

、
実

際

に

は

、
'
戦

時

経

済

へ

の

移

行 

と
と
も
に
、
蚕
糸
業
各
部
門
に
お
け
る
統
制
化

’組
織
化
と
い
；う

形

式

で

、

政 

府

の

行

政•■
財

政

措

置

を

通

じ

.て

展

開

さ

れ

る

こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
 

そ
れ
は
、
業
界
の
自
主
的
な
産
業
合
理
化
'.
あ
る
い
は
自
治
統
制
を
前
提
と
す
：
 

る
恐
慌
対
策
か
ら
、
直
接
的
な
国
家
統
制
に
ょ
る
蚕
糸
業
の
組
織
化
へ
、
と
い 

う
方
向
で
あ
っ
た
。

.

.

. 

：

1

こ
の
莖
糸
業
の
統
制
化
は
、
い
わ
ゆ
る
準
戦
時
期
に
お
い
て
、
蚕
糸
業
各
界 

の
統
制
立
法
に
も
と
、、つ
い
て
行
わ
れ
た
。
蚕
糸
関
係
団
体
の
改
編
と
統
一
化
を 

は

か

る「

蚕
糸
業
組
合
法」

(

昭
和
六
年
三
月
制
定)

、

中
小
製
糸
業
と
生
糸
問

わ
が
国
製
糸
業
の
歴
史
的
展
開
と
戦
前
•戦
後
の
構
造
変
化(

一)

屋
の
整
理
に
関
す
る「

製
糸
業
法」

(
昭
和
七
年
九
月
制
定)

、「

輸
出
生
糸
取
引 

法」
(

昭
和
九
年
四
月
制
定)

、
生
糸
の
一
般
取
引
及
び
.繭
取
引
の
形
態
を
規
定 

す

る

「

糸
価
安
定
施
設
法」

'(

昭
和
一
ー
ー
年
ー
ー
頁
制
袠
ノ

「

皿

ま

処

理

統

制

法

」 

(

昭
和
ニ
年
五
月
制
定
、

一
五
年
二
月
施
行)

等
、
何
れ
も
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ぅ
ち
、
'

「

製
糸
業
法」

は
、
新
規
開
業
者
に
双
す
る
^

許
制
度
と
、
 

一：
定

規

模

の

免

許

標

準

(

当
初
は
、一

工
場
一
〇
〇
釜
乃
至
一
五
〇
釜
と
さ
れ
た) 

.
と
.に
よ
っ
て
、
中
小
製
糸
業
の
整
理
方
針
を
明
ら
か
.に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に 

も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
.「

過
剰
釜
の
整
理」

.(

昭
和
一
一
年
よ
り
一
一
一
年
に
か

.
 

け
て
実
施)

.
に
よ
り
、
休
止
の
も
の
を
含
め
て
、
釜
数
の
ニ
四
％
、

工
場
数
の 

三
'九
％
が
整
理
さ
れ
、
.
そ
の
結
果
は
、
中
小
工
場
の
全
部
廃
業
に
よ
る
も
の
が 

.
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
-0

ま
た
、
輸
出
生
糸
の
取
引
規
制
で
は
、
輸
出
生
糸
の 

格

付

化

(

昭
和
七
年
一
月
よ
り
実
施)

に
よ
り
、
従
来
の
問
屋
乃
至
商
社
に
よ
る 

個
：

<

検
査
か
ら
、
国
の
生
糸
検
査
所
に
よ
る
正
量
及
び
格
付
検
査
の
強
制
化
へ 

と
移
行
し
、

「

輸
出
生
糸
取
爿
法」

に
よ
っ
て
、

生
糸
問
屋
の
免
許
制
度
と
中 

小
問
屋
の
整
理
.(

年
間
生
糸
取
扱
高
五
千
万
俵
を
規
準
と
す
る)

が
行
わ
れ
た
。

な

お

、

日

華

事

変

に

よ

る

統

制

化

後

も

、

質

易

の

杜

絶

す

る

ま

で

は

、
‘
生
糸 

輸
出
は
軍
需
物
資
の
輸
入
を
賄
ぅ
重
要
手
段
で
あ
っ
た
た
め
、，
輸
出
振
興
策
の 

■
建
前
か
ら
、
輸
出
用
の
繭
生
糸
は
、
か
え
っ
て
価
格
統
制
か
ら
除
外
さ
れ
る
な 

ど
、
統
制
経
済
と
自
由
経
済
の
混
在
が
見
ら
れ
、

一

般
に
、
こ
の
段
階
で
は
、
 

蚕
糸
業
の
統
制
化
‘

組
織
化
は
、
個
別
的
•
多
元
的
な
形
で
行
わ
れ
、
そ
の
た 

め
の
矛
盾
と
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑶

製
糸
業
の
全
面
的
統
制
と
企
業
整
備 

•

六

三

(

八
五
一)



〔第 1 0表〕 製糸工場及び繰糸設備の整理状说

和 16年度の整備)

区 . 分 エ 場 数
. 镡 糸 設 . 備

普 通 機 多 条 機 計

営 業 製 糸 { 整 〃 理 ^

( / / 前 

組 合 〃 ] 1  1 " 後

合 計 '[ " 1  1 > > 後

減 少 率 （幻

1,357 
481 
171 
69 

1,528 
550 

(64.0)

87,178 
39,854 

9,224 
2,422 

96,402 
42,276 
(56； 2)

49,224 
37,767 
11,396 
6,929 

60,620 
44,696 
(26.3)

136,402 
77,621 
20,620 

9,351 
157,022 

• 86,972 
(44,6)

第
二
次
大
戦(

太
平
洋
戦
爭)

.
へ
の
突
入
‘
と
質
易
の
杜
絶(

と
く
に
対
米
貴 

為
の
断
絶)

に
よ
，
っ
て
、
製

糸

業

は

従

来

の

.輸
出
産
業
と
し

.

H
'

の

性

格

を

失 

い
:'

総
カ
戦
め
た
：：め
：の
車
需
動
員
体
制
の
も
と
で

.、

..

蚕
糸
業
全
体
と
^

%:

に
、：
 

強
力
な
ー
元
的
統
ま
に
服
し
、
そ
こ
で
大
規
模
な
企
罾
_

備

‘
集
中
と
再
編
成 

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
.：：
っ
，
：
た

が

、

.
戦
時
経
済
0

3

^
に
よ
り
?:
'

製
糸
業
も
ま
た
.
 

縮

小

再

生

產

の.途
：を
迪
：り
つ

〈

つ
、

敗

戦

を

迪

え

る

に

至

づ

た

。

:

'

.
こ
.の
時
期
に
お
け
：る
赉
糸
統
制
の
：基
本

.立

法

は

、:前

期

に

見

：ら

れ

た

多

元

的

：
 

な
銃
制
立
法
を
ご
兀
化
し
た
^
蛋
糸
業
統
制
法」

(

昭
和
一
六
年
五
月
施
行)

で 

,f
c

っ
て
，
こ
れ
に
よ
り
、'
養
蚕
:>
'
蚕
種
製
造
、：
生
糸
製
来
の
ず
べ
て
は
、,>
そ
：の 

原
料
配
給
、
製
品
売
渡
を
ほ
国
策
会
社
で
あ
る
日
本
蚕
糸
統
制
会
社(

政
府
と 

業
，界
に
よ
る
半
々
の
也
資
に
よ
っ
て
設
立)
を
通
じ
て
の
み
行
ぅ
体
制
と
な
り
"

莖
.糸
統
制
は
こ
こ
.
で
全
面
的
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、

か
か
る
#

■

下
で
、
資 

材

•

労
力
の
軍
需
転
換
、
す
な
わ
ち
製
糸
部
門
の
縮
小
.を
目
的
と
し
て
実
施
さ 

れ
た
企
業
整
備
：(

前
後
一
ー
回)

は
、
極
め
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
内
容
の
も
の 

で
、
前
期
以
来
の
製
糸
業
再
編
成
の
仕
上
げ
を
な
し
た
点
で
、
重
要
，な
意
義
を 

も
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
第
一
回
の
企
業
整
備(

昭
和
一
六
年
ー
〇
月
|

ー

七

年

六

月

)

.で 

は
、
整
理
基
準
、
し
た
が
っ
て
原
料
の
割
当
規
準
を
一
工
場I

一一.百
釜
.の
設
備
規 

模

と

し

(

三
百
釜
以
下
の
も
の
は
、
共
同
化
す
る
か
、
他
企
業
へ
吸
収
さ
れ
る
か
、
 

何
れ
か
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
原
料
の
配
給
が
受
け
1ら
れ
な
い)

、

こ
れ
に
よ
っ
て
エ 

場
数
と
全
体
の
#I

産
割
当
を
削
減
す
る
方
法
が
採
ら
れ
、
そ
の
実
施
結
果
に
つ 

い
て
見
る
と
、
繰
糸
設
備
で
は
、
.多
条
機
よ
り
も
普
通
機
の
大
幅
整
理
、
し
た 

が
っ
て
中
小
工
場
の
大
幅
な
整
理
•
淘
汰
が
行
わ
れ(

S 
一
 

0

8

参
照)

、.生

.

.
六

四

(

八
五
ニ)

i

規
模
別
で
は
、
年
産
額
五 

.

方
貫
乃
至
ー」

〇
万
貫
以
上
の 

'
犬
製
糸
工
場
の
生
產
割
当
比 

.

重
の
増
加
と
、

一，
万
貫
未
満 

の
中
小
エ
'場
：の
そ
れ
の
著
減 

と

が

顕

著

で

あ

り

.

(〔

第
一
一 

'

表〕

.-

参
照)

，
以
上
か
ら
、
大 

製
糸
へ
の
資
本
の
集
中
と
生 

産
の
集
中
が
、
強
力
的
に
推 

し
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
白 

で
あ
る
.0

さ
ら
に
、
第
二
回
の
整
理 

(

昭
和
一
七
年
八
月
丨
一
九
年 

..

六
月)

は
、

既
存
の
企
業
形 

態
の
ま
ま
の
集
中
•
統
合
に 

と
ど
ま
ら
ず
、
製
糸
経
営
の 

.

1

元
化
に
ょ
る
企
業
の
大
統 

合
が
行
わ
れ
た
点
で
、
ょ
り 

徹
底
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 

す
な
わ
ち
、

「

製
糸
経
営
機 

構
確
立
要
綱」

(

昭
和
一
八
年 

二
月)

に
も
と
づ
い
て
、

国 

策
会
社
た
る
日
本
蚕
糸
製
造

生 產 規 模
整 理 . 前 整 理 後

企 業 者 数 生 産 割 当 ，企 業 者 数 生 産 割 当

2 千 貫 未 満  

2 千〜 1 万貫 

1 万 〜 5 "
5 _万' 〜 10 "
1 0 万 贯 以 上  

合 計

639(55.1) 
431(37.2) 

76( 6 . 5 )  
8( 0 .7) 
6( Q .5) 

1 ,160 (100.)

448,898( : 6,9) 
1,713,830(26,4). 
1,519,595(23,5) 

562,976( 8.7) 
2, 235, 206 (34； 5) 
6,480,505(100.)

40(12.1) 
168(50.8) 
102(30,8) 
13( 3.9) 
6 ( 2 - 4 )  

329(100.)

46, 495( 0.7) 
882,594(13.7) 

1,870,847(29,1) 
900, 556(14 .0) 

2,734,030(42.5) 
6 ,434,522(100.)

'〔第 1 1表〕 昭和 16年度整備における企業規模別整理状況

単位ン貫， ( . ) : 内，構成比

J会社史」下巻 2 7頁 

1 6年 1 0月 1 日現在 

17年 6 月 3 0 日 "

統制

昭和

蚕糸 

前” 
後••

本

理
第 11第 1 0表:

会
社
が
設
立
さ
れ
、
 

民
間
製
糸
工
場
の
買 

収
と
.整
理
に
ょ
つ 

て

(

同
時
に
、
旧
生 

産
割
当
を
基
準
と
し
_
 

て
、
共
助
金——

一
 

種
の
補
償
■金——

が 

交
付
さ
れ
る)

、
蛋
糸 

関
係
事
業
の
一
.
切
が
.
 

こ
の
国
策
会
社
に
委 

譲
さ
れ
、
.
こ
こ
に
、
 

蚕
糸
業
経
當
0.
.ー
元
：
 

的
統
制
の
機
構
が
成 

■
立

し

，

こ
の
機
構
.に 

参
加
し
た
民
間
製
糸 

■T

場
及
び
そ
の
設
備
，
 

釜
数
は
、
何
れ
も
全
■
 

国

総

数

の

九

.割
近
く 

に
及
ん
だ
。

(

こ
れ
.
 

に
参
加
1.

な
か
つ
.た 

.
企
業
も
：

共

栄

蚕

：糸 

組
合
に
組
織
化
名
れ 

た
0) 

メ

わ
が
国
製
糸
業
の
歴
史
的
展
開
と
戦
前
..
.
戦
後
の
構
造
変
化(

一)

か
く
し
て
、
蚕
糸
関
係
企
業
は
、
そ
の
独
立
性
を
喪
失
し
て
、
こ
の
大
統
合 

体
.

=

国
家
資
本
ト
ラ
ス
ト
'に
組
織
化
さ
れ
、
大
製
糸
コ
ン
ッ
ヱ
ル
ン
も
、
そ
の 

内
容
を
変
え
つ
つ
こ
の
組
織
に
吸
収
さ
れ

(
こ
の
よ
ぅ
な
形
で
、
大
製
糸
資
本 

.
の
へ
ゲモー一
■ 

Iが
確
立
し
た
と
見
ら
れ
るy

統
制
化
に
よ
る
製
糸
業
の
苒
編
成 

は
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
、
そ
の
極
限
に
ま
で
達
し
た
の
で
あ
る
。

:

ま
た
、
以
上
の
製
糸
業
の
整
理
•
統
合
に
併
行
し
て
、
生
糸
の
配
給
統
制
と 

流
通
機
構
の
改
編
に
よ
り
、
生
糸
問
屋
の
全
面
的
整
理
が
見
ら
れ
た
こ
と
も
、 

大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
' さ
き
め
^
糸
統
制
会
社
の
統
制
下
で
段
階 

的
に
進
め
ら
れ
：て
疔
っ
た
。
ま
ず
、
昭
和一

六
、
七
年
度
で
は
、
既
存
の
生
糸 

問
屋

'(

組
合)

に
よ
っ
て
、

統
制
会
社
の
生
糸
配
給
業
務
.の
代
行
が
認
め
ら
れ 

た
が
、
問
屋
手
数
料
の
引
下
げ
に
よ
っ
て
問
屋
の
経
営
難
が
激
し
く
な
り
、

つ 

い
で
：一
八
年
度
に
は
こ
の
問
屋
の
業
務
代
行
が
解
除
さ
れ
、

■一
 

ガ

、

.一
一
〇
年
度 

に
至
っ
て
、
輸
出
生
糸
問
屋
及
び
全
国
生
糸
問
屋
の
営
業
権
が
、
統
制
会
社
べ 

一
括
譲
渡
さ
れ
、
こ
こ
に
、
統
㈣
殳
社
に
よ
る
生
糸
の
1 :
罾
配
給
の
体
制
が
確 

.立
さ
れ
、.
歴
史
的
な
生
糸
問
屋
の
存
立
.に
終
止
钋
が
打
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た 

の

で

あ

る

が

、

こ
れ
は
、
.'製

糸

業

の

再

編

成

が

流

通

面

か

ら

も

補

完

さ

れ

た

こ 

と
を
.意
味
す
る
も
の
で
あ
'っ
た
。

■

な
：お
、'
生
糸
需
要
の
、
.輪
出
よ
り
内
需
.へ
.の
転
換
に
と
も
な
い
、
軍
需
用
.の 

生
糸
生
産
と
と
も
に
、
..
低
格
の
国
用
生
糸
、
繭
短
繊
維
等
の
生
度
が
、
い
わ
ゆ 

る
時
局
産
業
と
し
て
残
さ
れ
、
.企
業
整
備
の
も
と
に
お
い
て
も
、.
屑
繭
等
を
原 

料
と
す
る
国
用
生
糸
業
者
.
.

(

中
小
製
糸) 

'が
'な
お

^
.̂
し
て
.い
た
こ
と
は、
.の 

ち
に
述
べ
る
よ
ぅ
に
、
戦
後
製
糸
業
の
動
向
と
の
関
連
で
注

0
さ
れ
て
よ
い
事 

実
で
あ
る
。

V

. 

六

五

(
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三)



以
上
.：の
ご
却
<:
>丨
昭
和
期
以
来
の
製
糸
業
，の

合

理

化

と

再

編

成

は

、

戦
時
統 

制

に
ょ
る
企

業

集

中

，
銃

合

の

過■
で
、'
つ

い

に

国

ま

^

本

ト

テ

ス
ト
の
形
成 

と
い
ぅ
堪
態
に
ま
で
到
達
し
、
製
糸
業
の
軍
需
転
換
に
ょ
っ
て 
>
,
そ

の

生

産

力 

の
絶
対
的
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
は
あ
：っ；た
が
、
こ
の
，大
規
瞿
な
再
編 

成
に
ょ
名
櫞
造
変
化
は
、
；.戦
時
統
制
の
遺
產
と
し
て
戦
後
に
継
承
.さ
れ
、
戦
後
.

.製
糸
I

I

 な
り
、
.

I

I

 
の
I

。

^

:

:

'
 

,
.

.

(6
)
''
戦
前
に
お
け
る
製
糸
業
合
理
化
の
特
質
：
'

:
わ
が
国
の
製
糸
業
は
、
紡
績
業
等
を
は
じ
.め
、
',
：
明
治
以
後
に
移
植
さ
.れ
た
‘近
. 

代H

業
と
は
異
な
り
、
在
来
工
業
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
外
来
技
■
を
摂
双 

す
る
こ
と
忆
ょ
っ
て
、
資
本
主
義
と
1し
：て

の

自

主

的

成

長

を

と

げ

、

：

明
治
期
ょ 

り
大
正
期
に
か
け
て
、
産
業
革
命
の
進
行
と
、
.独
占
•
集
中
の
最
高
形
態
を
自 

ら
生
み
出
ず
程
の
高
度
の
発
達
を
示
し
た
占
,に
扭
い
て
、
わ
が
国
近
代
産
業
の 

な
か
で
も
特
興
な
地
.位
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
.こ
の
在
来 

工
業
と
し
て
の
歴
史
的
な
性
格
と
、
そ
れ
が
、
農
村
経
済
の
徹
底
的
分
解
で
は 

な
く
、
む
し
ろ
養
蚕
農
業
と
し
て
の
拡
大
•
発
展
と
結
び
つ
き
つ
つ
展
開
し
て 

来
た
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
が
専
ら
輸
出
産
業
と
し
て
国
内
市
場
と
.の
関
連
か
ら 

殆
ど
隔
離
さ
れ
、
輸
出市

場

(

ァ
メ
リ
ヵ
.需
要)

•
の
変
動
が
す
べ
て
を
左
右
す 

る
不
安
：淀
な
産
業
で
■あ
っ
.た
こ
と
、
な
ど
の
諸
^
情
が
、
近
代
エ
業
と
し
へ
て
の 

製
糸
業
の
確
立
を
制
約
し
て
来
た
の
.で
あ
る
。

勿
論
、
製
糸
業
の
合
理
化
と
近
代
化
は
、
生
糸
輸
出
市
場
の
罾
^
を
ま
罾
の 

契

機

と

し

、

養

蚕

業

に

：お
け
：る

繭

生

産

の

量

的

.

質
的
発
達
を
.条

件

と

し

：つ 

つ
、
そ
の
各
歴
史
的
段
階
に
わ
た
っ
て
、
生
産
技
術
及
び
経
営
組
織
の
発
展
が

■
六
.六

(

八
五
四)

行
わ
れ
、
戦
前
の
構
造
を
形
づ
く
っ
て
来
た
こ
と
は
、
否
定
す
る
余
地
の
な
い 

事
実
で
.あ
る
。：
そ
れ
ら
は
、
既
に
各
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
.し
た
と
こ
ろ
で
あ 

る
.が
、
い
.ま
と
れ
を
要
約
し
て
見
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、；
初
期
段
階
で
は
、
.輸
出
需
要
の
拡
大
に
対
応
す
べ
き
在
来
製
糸 

業
の
改
善
.
，合
理
化
の
形
態
と
し
て
、
座
繰
の
改
良
、
：結
社
•
共
同
化
を
中
心 

と
す
る
，蚕
糸
改
良
運
動
の
展
開
。
産
業
革
命
期
に
お
い
て
は
、
西
欧
技
術
の
摂 

取
に
よ
る
器
械
製
糸
の
確
立
と
、
問
屋
制
工
業
と
し
て
、
虫
糸
問
屋
に
リ
ー
ド 

さ
れ
る
特
異
な
製
糸
経
営
の
形
態
の
発
展
。
独
占
•
集
中
段
階
で
は
、
生
糸
輸 

出
と
養
蚕
経
営
を
支
配
す
る
多
角
的
な
製
糸
コ
ン
'
'ッ
エ
ル
ン
の
形
成
と
、
こ
れ 

に
よ
る
問
屋
支
配
よ
り
の
離
脱
.
.。
：製
糸
業
の
衰
退
期
に
お
い
て
は
.、
生
糸
需
要 

の
転
換
に
対
応
^

て
、
：
高

格

糸

生

產

体

制

を

中

心

.と
す
る
産
業
合
理
化
と
、
過 

剰
設
備
、•
.中
小
製
糸
の
整
理
、，
生
糸
問
屋
の
衰
退
、
独
占
/

集
中
の
強
化
。
戦 

時
統
制
期
で
は
、
合
理
化
の
仕
上
げ
と
し
て
、
.企
業
整
備
に
よ

る
集
中
•
統
合 

と
蚕
糸
統
制
のT

元
化
に
よ
る
製
糸
業
.の
全
面
的
再
編
成
。
以
上
の
、

一
連
の 

歴
史
的
展
開
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
発
展
を
経
過
し
て
も
、
製
糸
業
は
、
全
体
と
し
て
、
 

な
お
近
代
エ
業
の
賢
格
を
十
分
に
具
え
る
に
は
至
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
遅
れ
た 

産
業
と
し
て
の
性
格
を
規
定
す
る
三
つ
の
条
件
が
存
在
し
て
い
た
。

製
品
市 

場
、
原
料
基
盤
、.
生
産
技
術
の
、.
各
々
の
特
質
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
ず
、
製
品
市
^
'に
つ
い
て
は
、
製
糸
業
が
ァ
メ
リ
力
の
：生
糸
需
要
の
動
向 

に
支
配
さ
れ
る
輸
出
産
業
と
.し
て
存
立
し
、
か
つ
生
糸
取
引
所
を
中
心
と
す
る 

流

通
.

取
引
機
構
に
よ
り
、
市
況
変
動
が
激
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
製
糸
経
営 

の

不

安

定

と

投

機

性

が

強

く

、

一
般
に
、
経

^

ム
ロ
理
化
に

よ
る

企
業
努
力
を
著

し
く
阻
害
し
て
来
た
こ
と
。
原
料
基
盤
に
つ
い
て
は
、
原
料
繭
，の
供
給
者
が
、
 

資
本
制
企
槳
で
な
く
，
主
と
し
て
小
生
産
者
た
る
養
蚕
農
家
で
あ
り
、
繭
生
産 

の
量
的
.
•質
的
限
界
と
、
繭
取
引
乃
至
市
場
機
構
の
未
発
達
に
ょ
っ
て
、
原
料 

繭
の
調
達
と
確
保
の
た
め
に
、
製
糸
経
営
の
努
力
の
相
当
部
分
が
こ
れ
に
費
さ 

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
.、
生
産
技
術
に
つ
い
て
は
、
器
械
製
糸 

技
術
が
、
永
ら
く
、.
マ

—ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
.ァ
的

性
格
を
残
し
、，
多
条
機
化
に
ょ 

っ
て
も
こ
の
点
は
克
服
さ
れ
ず
、
合
理
化
の
多
く
が
、
女
工
の
手
工
的
熟
練
と 

労
働
強
化
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
。
以
上
の
諸
点
が
、
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ 

る
。か

く
し
て
、
製
糸
経
営
に
お
い
て
は
、
原
料
繭
の
有
利
な
調
達
と
、
製
品
で 

あ
る
生
糸
の
有
利
な
販
売
と
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
支
配
す
る
こ 

と
が
、
圧
倒
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
.り
、
こ
ぅ
し
た
^

■
へ
の
資
本 

€>
.
適
応
形
態
が
、
中
小
製
糸
に
お
け
る
生
糸
問
屋
の
支
配
体
制
で
あ
り
、
巨
大

わ
が
.国
製
糸
業
の
歴
史
的
展
開
と
戦
前•

戦
後
の
構
造
変
化(

一)

製

糸

に

，お

け

る

縦

断

的

多

角

経

営

n

コ
ン
ッ
ェ
ル
ン
体
制
で
あ
っ
た
の
で
あ 

る
。
.
そ
し
て
、
と
く
に
、
戦
前
：に
お
け
る
製
糸
経
営
の
合
理
化
の
形
態
の
典
型 

力このコツッ

.エ
ル
ン
体
制
で
あ
つ
た
.と
見
る
こ
と
ガ
出
来
よ
ぅ
。

.
世
界
恐
慌
期
以
後
の
製
糸
業
の
合
理
化
が
、
過
剰
生
産
対
策
か
ら
戦
時
目
的 

に
よ
る
統
制
化
へ
と
.傾
く
に
し
た
が
っ
て
、
；生
産
技
術
や
経
営
組
織
の
改
善
を 

通
じ
て
の
合
理
化
を
ま
す
ま
す
後
退
せ
し
め
、
企
業
整
備
に
よ
る
集
中
統
合
と
.
 

再
編
成
に
よ
っ
て
、
資
本
集
中
と
資
本
組
織
の
高
度
化
の
み
が
跛
行
的
に
進
行 

し
、.
産
業
と
し
て
の
近
代
化
が
全
く
放
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
戦
後
に
お
い
て
、
 

再
び
.製
糸
業
の
合
.理
化
が
、
そ
の
体
質
改
善
.の
問
題
と
し
て
登
場
ず
る
遠
因
に 

な
っ
た
も
の
と
；い
い
得
る
の
で
あ
る
。(

未
完)

.

追
.

記

本
稿
は
、
昭
和
三
六
年
度
、
農
林
省
試
験
研
究
費
ハ「

製
糸
業
の
体
質 

改
善
に
関
す
る
研
究」

)

及
び
同
年
度
下
期
、
慶
応
義
塾
学
事
振
興
資
金 

:

に
よ
.る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
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