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1

学
説
整
理
と
本
稿
の
課
題

幕
末

・
維
新
期

の

「外
圧
」
と
そ
れ
に
と
も
な
う
国
内
綿
織
物
業

の
再
編
成

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
枚
挙

に
い
と
ま

の
な
い
ぐ
ら
い
議
論
が
た
た
か
わ
さ

れ
て
き
た
が
、
現
在

の
学
界

の
水
準
と
し
て
は
、
輸
入
綿
布

の

「外
圧
」

へ
の

対
抗
を
輸
入
綿
糸

の
導
入
に
よ
る
国
産
綿
布

の
低
廉
化
と
そ
れ
に
伴
う
在
来
綿

　
エ

　

織
物
業

の
再
編
成

に
求
め
る
古
島

・
中
村

・
高
村
説
と
、
国
産
綿
布
と
輸
入
綿

布

の
使
用
価
値

の
差
異
か
ら
輸
入
綿
布
の

「外
圧
」
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
川

　
　

　

勝
説
、
川
勝
説
を
部
分
的
に
は
認
め
つ
つ
も
当
該
期
の
国
内
市
場
の
拡
大
が
輸

　
ヨ

　

入
綿
布

の

「外
圧
」
を
吸
収
し
た
と
す
る
谷
本
説
と

の
論
争

に
な

っ
て
い
る
と

概
括
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
論
争
も
、
解
決

の
糸
口
が
見

出
せ
な
い
ま
ま
に
、
早

一
五
年
以
上
の
月

日
が
た

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
こ

で
本
稿

で
は
、
当
時
国
内
有
数

の
綿
織
物

(白
木
綿
)
産
地

で
あ
り
、
輸
入
綿

布

に
よ
る
か
な
り
の

「外
圧
」
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
大
阪
泉
州
地
方
の
綿

織
物
業
に
つ
い
て
、
主
に
品
質
と
価
格

の
両
面
か
ら
若
干
の
考
察
を
加
え
、
こ

の
論
争
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
川
勝
説

の
持

つ
意
義
と
そ
の
問
題
点
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

川
勝
平
太
氏
は
、
「明
治
前
期

に
お
け
る
内
外
綿
布

の
価
格
」
に
お
い
て
、
国

産
綿
布
と
輸
入
金
巾
と
の
価
格
差
を
比
較

・
検
討
し
、
そ
の
価
格
差
が
明
治
中

頃
ま
で
わ
が
国
に
と

っ
て
不
利

で
あ
り
続
け
た
と
い
う
事
実

か
ら
、
輸
入
綿
糸

を
導
入
し
て
国
産
綿
布
が
輸
入
品
よ
り
も
低
廉

に
供
給
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た

ぼ
う
あ
つ

結
果
、
輸
入
防
遏
が
可
能
に
な

っ
た
の
だ
、
と
す
る
通
説
を

一
蹴
し
た
。
さ
ら

に
氏
は
、
続
い
て

「
明
治
前
期

に
お
け
る
内
外
綿
関
係
品

の
品
質
」
に
お
い
て
、

国
産
綿
布

は
低
番
手

の
太
糸
で
織
ら
れ
た
堅
牢
な
厚
地
布

で
あ
る
の
に
対
し
、

輸
入
綿
布
は
高
番
手

の
細
糸
で
織
ら
れ
た
薄
地
布

で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
絹
織

物
の
下
級
代
替
財
と
し
て
着
物

の
裏
地
に
用

い
ら
れ
た
と
論
じ
、
両
者

の
使
用
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価
値
が
異
な

っ
て
い
た
か
ら
競
合
関
係
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

か
く
し
て
川
勝
氏

は
、
輸
入
綿
布
に
よ
る
在
来
綿
織
物
業

へ
の

「外
圧
」
を

完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
説
を
真

っ
向

か
ら
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
高
村
直
助
氏

は
、
「維
新
前
後

の

『外
圧
』
を
め
ぐ
る

一
、
二
の

　
　

　

問
題
」

に
お
い
て
、
大
阪
商
法
会
議
所
の
明
治

一
二
年

「海
関
税
改
正

に
関
す

る
答
申
書
」
を
引
用
し

つ
つ
、
川
勝
説
に
対

す
る
反
批
判
を
行

っ
た
。
そ
の
要

点
を
簡
単
に
示
そ
う
。

こ
の
答
申
書

の

「中
等
金
巾
」
の
項
目
を
正
確
に
読
み
取
れ
ば
、
当
時

一
反

当
た
り
二
一二
～
二
四
銭
の
相
場

で
あ

っ
た
中
等
金
巾
は
、
洋
銀
相
場
が
、
従

っ

て
紙
幣
表
示

の
価
格
が
、
六
割
上
昇
す
る
ま

で

(す
な
わ
ち
そ
の
価
格
が
三
七

～
三
八
銭
に
な
る
ま
で
)
は
売
行
不
変

で
、

そ
れ
以
上

に
な
る
と
伯
州
木
綿

一

反
当
た
り
四
八
銭
物

に
販
路

の

一
部
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

品
質
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
両
者
の
価
格
差

が

一
〇
銭
以
下
に
縮
ま
ら
な
い
限

り
は
、
伝
統
的
嗜
好
よ
り
は
安
価
さ

の
方
が

優
先
さ
れ
る
と
い
う
、

一
種
の
不

完
全
競
争
が
実
在

し
て
い
た
と
い
う

の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
価
格
差
が

コ

○
銭
以
下
」
と
い
う
数
字
は
、
後
述

の
関
係

で
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う

に
高
村
氏
は
、
品
質
上

の
差
異
を

一
面
的

に
強
調
し
て
、
価
格
如

何

に
よ
っ
て
は
代
替
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
川

勝
説
に
対
し
て
的
を
射
た
反
批
判
を
行

っ
た
か
に
見
え
る
。
だ
が
、
高
村
氏
は

当
初
は
品
質

の
差
異
を
無
視
し
て
完
全
競
争
説
を
と

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
で
は
高
村
氏
は
川
勝
氏

の
使
用
価
値
説
を
認

め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
こ
の
議
論

に

決
着
が

つ
か
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
は
、
議
論

の
中
心
が
史
料
に
登
場
す
る

「
必
的
」
「
代
用
」
と
い
っ
た
字
句

の
解
釈
に
移

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
川
勝
氏

の
方
法
論
上
の
問
題
点

の
追
究
や
、
史
料
に
見
ら
れ
る

絹
織
物
と
の
代
替
関
係

の
検
討
が
顧
み
ら
れ
な
く
な

っ
た
憾
み
が
あ
る
。

川
勝
氏
の
方
法
論
上
の

一
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ
の
後
谷
本
雅
之
氏
に

よ

っ
て
次

の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
以
下
そ
れ
を
引
用
す
る
と
、
「…
…

川
勝
氏
は
、
明
治

一
〇
年
代

の
輸
入
綿
布
価
格

(生
金
巾
)
と
在
来
綿
布
価
格

(三
河
白
木
綿
)
を
比
較
し
、
在
来
綿
布
価
格
が
依
然
と
し
て
輸
入
綿
布
価
格
を

上
回

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
国
内
綿
布
市
場
防
遏
の
要
因
は
在
来
綿
布
価
格
の

低
下

で
は
な
く
、
内
外
綿
布

の
品
質
の
相
違
-
厚
地
布
と
薄
地
布
ー
、
そ
の
背

後
に
あ
る
需
要
構
造

の
差
異

に
あ

っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
川
勝
氏

の
見
解

は
、
従
来
検
討
が
手
薄

で
あ

っ
た
使
用
価
値

の
側
面
を
指
摘
し
て
い
る

点
、
興
味
深

い
分
析
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
品
質

の
差
異
は
、
綿
布
輸
入
開

始
当
初

か
ら

一
貫
し
て
存
在
す
る
は
ず

で
、
こ
の
論
点

の
み
で
は
、
第

一
図

(注

日
こ
こ
で
は
図
1
と
し
て
再
録
)
に
見
ら
れ
る
輸
入
綿
布

の
動
態
を
説
明
す

る
こ
と
は
困
難

で
あ
ろ
う
。
川
勝
氏
は
、
輸
入
綿
布
を
在
来
綿
布

で
は
な
く
在

来
絹
布

の
代
替
財

(下
級
代
替
財
)
と
把
え
、
所
得
の
上
昇
↓
在
来
絹
布

へ
の

需
要
転
換
↓
輸
入
綿
布

の
減
少
と

い
う
脈
絡
を
想
定
し
て
い
る
が
、
綿
布
輸
入

は
イ

ン
フ
レ
期

の
明
治

一
〇
～

一
二
年

に
増
大
し
、
デ

フ
レ
下

の
明
治

一
〇
年

代
後
半
に
か
け
て
減
少
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
綿
布
輸
入
の
動
向
を
在
来
絹
布
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と
の
関
連
で
説
明
す
る
こ
と
に
は
成
功
し

て
い
な

い
。
輸
入
綿
布

の

一
部
が
在

来
絹
布
と
代
替
関
係

に
あ

っ
た
の
は
事
実

で
あ
る
が
、
綿
布
輸
入

の
動
向
は
在

来
綿
布
と
の
関
連

に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
品
質

の

差
里
↑

需
要
構
造

の
問
題
1
を
静
態
的
に
論
ず

る
だ
け

で
な
く
、
綿
布
国
内
市

　
ら

　

場

の
展
開
と
関
連
さ
せ
た
、
動
態
的
な
把
握
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
」

こ
の
谷
本
氏

の
指
摘
を
手
掛

か
り
と
し

つ
つ
、
川
勝
氏

の
方
法
論
上
の
問
題

点

を
探

る
と

、

次

の

よ
う

に

な

る
と

思

わ

れ

る

。

ま
ず

、
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川
勝
⊥
咼
村
●

谷
本

　
　

　

三
氏
が
共
通
し
て
依
拠
し
て
い
る
中
村
哲
推
計
に
よ
れ
ぽ
、
輸
入
綿
布

の
国
内

綿
布
市
場
占
拠
率

の
ピ
ー
ク
は
明
治
七

(
一
八
七
四
)
年

で
あ
り
、
以
後
輸
入

綿
布

の
国
内
綿
布
市
場
占
拠
率

は
減
少
し
て
行
く
こ
と
か
ら
、
「外
圧
」
が
最

も
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
明
治
初
年
代
で
あ
り
、
こ
の
期
間
に
お
け

る
輸
入
綿
布
と
国
産
綿
布

の
価
格
比
較
を
行
う
べ
き
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
三
河
木
綿
と
生
金
巾
と
の
使
用
価
値
11
品
質

の
差

は
明
確
で
あ
る
か
ら
、

使
用
価
値
を
問
題

に
し
て
論
じ
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
や
は
り
そ
の
比
較
は
、
比
較

的
品
質

・
用
途

の
似
た
伯
州
木
綿
と
中
等
金
巾
、
泉
州
木
綿
と
下
等
金
巾
で
行

う

べ
き
で
あ

っ
た
こ
と
、
の
二
点

に
集
約
で
き
よ
う

(た
だ
し
、
川
勝
論
文
が

出
る
前
に
あ

っ
て
は
、
使
用
価
値

(日
品
質
の
差
)
の
相
違
か
ら

「外
圧
」
を
検
討

す
る
と
い
う
方
法
論
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
三
河
木
綿
と
生
金
巾
と
の
品

質
の
差
異
が
自
明
で
あ

っ
た
と
す
る
谷
本
氏
の
見
解
は
、
川
勝
論
文
に
よ
っ
て
初
め

て
自
明
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
)。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
谷
本
氏

の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
比
較
の
対
象
を
輸
入
生

金
巾
と
泉
州
白
木
綿

に
取

る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
両
者

の
使
用
価
値

(11
品
質

の
差
)
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
上
で
、
次

に
価
値
的
側
面

の
検
討
と
し
て
、

両
者

の
価
格
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
泉
州
木
綿
の
市
場

に
つ
い
て

も
最
後
に
簡
単

に
触
れ
る
。

11

輸
入
生
金
巾
と
和
泉
木
綿
の
品
質

幕
末
か
ら
明
治
初
年

に
か
け

て
の
泉
州
地
方

の
製
品
は
、
『泉
南
織
布
発
達
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史
』
に
よ
れ
ば
、
白
木
綿
は

「泉
風
」
と
称
さ
れ
る
特
徴
を
も
ち
、
太
口
と
細

口
の
二
種
類
が
存
在
し
た
。
そ
の
生
産
地
域

名
に
よ
り
山
直
木
綿
と
呼
ぼ
れ
た

比
較
的
厚
手

の
も
の
が

「太

口
」
で
、
主

と
し
て
手
拭
地
、
晒
地

に
用
い
ら
れ
、

吉
見
木
綿
と
呼
ば
れ
た
薄
手

の
も
の
が

「
細

口
」
で
、
主
と
し
て
紅
地

(着
物

　
ア

　

の
裏
地
)
に
用
い
ら
れ
た
。
も

っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
も

っ
ぱ
ら
泉
州
南
部

に
つ

い
て
の
記
述
で
あ
り
、
泉
州
北
部
の
製
品

に
つ
い
て
は
若
干
品
質
が
違
う
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
違

い
を
含
み

つ
つ
も
、
泉
州
の
木
綿

の

一
般
的
特

　
　

　

徴
は

「地
薄
方

二
而
多
分
者
紅
地

・
手
拭

地
等
に
相
成
候
」
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
泉
州
木
綿
全
体

を

一
括
し
て

「和
泉
木
綿
」
と
し

て
扱
う
。

こ
の
う
ち

「細

口
」

の
も

の
は
、
国
産
綿

布
の
中
で
は
か
な
り
薄
地

の
部
類

に
入
る
も
の
で
あ
り
、
先

の
大
阪
商
法
会
議

所
の
答
申

に

「下
等
金
巾

は
着
物

の
裏
地
に
用

い
る
」
と
あ
る
が
、
細
口
の
和
泉
木
綿
が
同

一
の
用
途
と
み
ら
れ

る
。
し
か
し
、
同

一
の
用
途

で
あ

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
品
質
ま
で
同

一
で
あ

っ
た
と
は
言
え
な
い
。
明
治
三
九
年

の

『
内
地
向

・
輸
出
向

織
物
製
造
法
』

に
よ
れ
ば
、
泉
州
木
綿

の
う
ち
、
裏
地
に
用
い
る
も

の
は
緯
糸

・
経
糸
共
に
二

〇
番
手
の
綿
糸
を

一
寸

の
間

に
七
〇
本
前
後

打
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
中
形
地

(浴
衣
地
の
一
種
)
に
用

い
る
も

の
は
緯
糸

・
経
糸
共
に
二
〇
番
手

の
綿
糸
を

一

寸

の
間
六
〇
本
前
後
打
込
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
手
拭
地

に
用
い
る
も
の
は
経
糸

に
二
〇
番
手

の
綿
糸
を

一
寸

の
間
に
五
六
～
七
二
本
程
度
打
込
み
、
緯
糸
に

一

二
～

一
六
番
手

の
綿
糸
を

一
寸

の
間
に
五
六
本
程
度
打
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
金
巾
の
方
は
、
上
等

・
中
等

・
下
等

の
区
別
は
判
明
し
な

い

が
、
緯
糸

・
経
糸
共
に
二
八
～
四
〇
番
手

の
綿
糸
を

一
寸

の
問
に
八
四
～

一
〇

　　

　

八
本
程
度
打
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
明
治
三
五
年

『外
国
貿
易
概
覧
』

に
も
、

日
本

に
輸
入
さ
れ
た
舶
来

の
生
金
巾
の
場
合
、
「縦
糸
は
二
八
番
よ
り
三
八
番
、

横
糸
は
三
〇
番
よ
り
五
〇
番

の
も
の
を
用
ひ
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら

の
数
字
か
ら

は
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
に
く

い
が
、
裏
地
に
用
い
る
も

の
同
士
で
比
較
す
る
と
、

目

の
粗
さ
で
は
和
泉
木
綿
と
生
金
巾
と
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
ず
、
生
金
巾

の
方
が

糸
が
細
い
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
生
金
巾

の
方
が
耐
久
性
と
い
う
点
で
か
な
り
劣

る
こ
と
が
容
易

に
理
解

し
う
る
。

こ
の
事
実

は
、
英
国
領
事
報
告

に
お
け
る

「
(中
略
)
生
金
巾
は
生
地

の
い
た
み
が
ひ
ど
く

一
回
の
洗
濯
も
き
か
な
い
。
そ

れ
で
裏
地

に
使
用
し

て
す
り
切

れ
て
し
ま
え
ぽ
、
家
庭
用

に
も
使
え
な
く

　り
　

な
る
」
と
の
記
述

に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
同

一
の
用
途
と
い
え
ど
も
、
輸
入
生
金
巾
と
和
泉
木
綿
と
の
間

に
は
明
ら
か
な
品
質

の
差

(
つ
ま
り
裏
地
と
し
て
用
い
る
に
は
輸
入
生
金
巾
の
方

が
か
な
り
質
的
に
劣
る
)
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
和
泉
木
綿

は
、
大
坂
や
京

都
を
市
場
と
し
た
他
、
江
戸
後
期
以
来
大
坂
南
部

(堺

・
岸
和
田

・
泉
佐
野
な

ど
)
に
や

っ
て
来
る
よ
う
に
な

っ
た
北
前
船

の
帰
り
荷
と
し
て
、
主
と
し
て
北

　　
　

海
道
や
北
陸

・
東
北
の
田
舎
を
市
場
と
し
て
い
た
。
伝
統
的
需
要
構
造
を
も

つ

こ
れ
ら
の
地
域

に
お
い
て
、
消
費
者
が
単
純

に
価
格
差

の
度
合
い
に
よ

っ
て
は

金
巾
購
入
に
全
面
的
に
シ
フ
ト
し
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
に
く

い
。
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m

分
析

に
用
い
る
史
料
に
つ
い
て

ま
ず
、
価
格
分
析

に
用

い
る
史
料
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
明
治
元
年

～
四
年
に
つ
い
て
は
岸
和
田
市
郷
土
資
料
室

(市
史
編
纂
室
)
蔵

の
前
田
家
文

書

の
デ
ー
タ
を
、
明
治

一
一
年
～

一
六
年

に

つ
い
て
は
川
上
雅
氏

の
論
文

「明

　ね
　

治
前
期
泉
州
に
お
け
る
木
綿
仲
買

の
経
営
」

所
収
の
辻
家
文
書
の
デ

ー
タ
を
、

ま
た
そ
の
間
を
埋
め
る
参
考
史
料
と
し
て
、
泉
南
に
隣
接
す
る
泉
北

の
史
料
と

し
て
は
、
『泉
大
津
市
史
』
所
収

の
田
中
家
文
書

の
デ

ー
タ
と
岡
田
光
代
氏

の

　お
　

論
文

「
幕
末
～
明
治
前
期
に
お
け
る

一
農
家

の
木
綿
生
産
」
所
収

の
徳
兵
衛
家

文
書

の
デ

ー
タ
を
用
い
る

(泉
南

・
泉
北
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
図
2
の
地
図

を
参
照
)。

デ
ー
タ
分
析
に
入
る
前

に
、
史
料

の
性
格

に

つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
前
田

図2藤 井村 ・忠岡村 ・助松村の位置(注:日 根

野村 は現在 の泉佐野市に な り、 この地図 のも う少

し南 になる)

家
文
書

か
ら
以
下
、
順

に
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。
前
田
家

は
江
戸
時
代
後
期

～
明
治
初
年
に
か
け
て
の
和
泉
国

・
南
郡

・
藤
井
村

の
木
綿
仲
買
商

で
あ
る
。

岸
和
田
市
郷
土
資
料
室
所
蔵
史
料
に
は
、
文
化

・
文
政
期

か
ら
明
治
九
年
に
か

け

て
の
家
業

に
関
す
る
帳
簿

「毛
綿
買
日
記
」
「毛
綿
出

入
帳
」
「毛
綿

反
入

帳
」
「木
綿
仕
切
通
」
「毛
綿
上
方
仕
切
帳
」
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
、
明
治
四

年
以
降
は
木
綿
関
係

の
帳
簿
は
存
在
し
な
い
の
で
、
理
由

は
不
明
で
あ
る
が
、

前
田
家
は
お
そ
ら
く
木
綿
商
を
や
め
て
し
ま

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ

れ
、
そ
の
中

で
連
続
し
た
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
の
は
慶
応
四
年

(明
治
元
年
)

～
明
治
四
年
に
か
け
て
の

「毛
綿
買
日
記
」

で
あ
る
。
同
日
記
は
仲
買
商
で
あ

る
前
田
家
が
、
機
織
農
家
を
ま
わ

っ
て
綿
布
を
買
い
集
め
た
時
の
帳
簿

で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
前
田
家
は
藤
井
村
を
中
心
と
し
て
南
郡
内

の
近
隣
村

の
機
織

農
家
を
主
と
し
て
取
引
相
手
と
し
て
お
り
、
取
引
規
模
は
年
間
約

一
、
五
〇
〇

～
二
、
○
○
○
反
と
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
取
引
相
手
数

は
八
○
～

一
〇
〇

人
と
、
か
な
り
多

い

(表
1
～
3
を
参
照
)。

一
方
辻
家
は
、
和
泉
国

・
日
根
郡

・
日
根
野
村
の
木
綿
仲
買
商
で
あ
る
が
、

川
上
論
文
に
よ
れ
ば
幕
末
期
に
は
泉
州
最
大
と
な

っ
た
木
綿
問
屋
で
あ
る
。
木

綿
の
集
荷
先
は
、
先

の
前
田
家

の
よ
う
な
仲
買
商
と
直
接
生
産
者
で
あ
る
…機
織

農
家
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
両
者

の
デ
ー
タ
が
そ
ろ

っ
て
い
る
明
治

一
二
年

の

史
料
に
よ
れ
ぽ
、
集
荷
先
仲
買
商
は

一
八
名
、
そ
の
集
荷
量
は
二
二
、

一
四
七

反
で
あ
り
、
集
荷
先
機
織
農
家

の
方
は
二
〇
八
名

に
及
び
、
そ
の
集
荷
量
は
三
、

八
二
六
反
で
あ
る

(表
4

・
表
5
を
参
照
)。
表

に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
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表1前 田家の取引量(全 体)及 び取引先別数量(村 別)[単 位:反]

慶応4年 2,390 藤 井 村:1,186西 内村:808そ の他:386不 明:10

明治2年 1,828 藤 井 村:736西 内村:530そ の他:500不 明:62

明治3年 1,324 藤 井 村:456西 内村:666そ の他:202不 明:0

明治4年 1,808 藤 井 村:624西 内村:1,008そ の他:90不 明:86

(注)そ の他 に含 まれ るのは、下松、上松、河合 、三 ヶ山、木積、尾生 、荒 木、田治米、岸城町、 北

町な ど南郡 内の村落 と、隣の 日根郡 の日根野村

表2前 田家 の月別取 引量[単 位:反]、 月別平均価格[単 位:匁]

慶応4年 明治2年 明治3年 明治4年

取引量 平均価格 取引量 平均価格 取引量 平均価格 取引量 平均価格

1月 80 35.4 482 73.7 60 79.4 108 76.0

2月 262 39.4 132 61.2 70 76.7 246 75.0

3月 250 39.6 190 86.3 72 72.8 222 72.1

4月 138 37.4 !92 85.4 64 66.6 118 63.4

閏4月 52 38.2

5月 32 39.2 36 84.2 6 72.5 30 64.0

6月 94 44.9 12 66.7 42 70.4 32 74.4

7月 222 48.3 82 81.4 30 73.0 230 69.2

8月 218 55.3 212 94.8 86 67.0 !30 64.7

9月 160 59.2 128 87.0 34 64.2 114 65.8

10月 56 55.1 34 73.1 12 66.3 74 63.4

閏10月 84 63.2

11月 222 61.6 132 75.4 336 73.5 192 70.5

12月 610 65.0 196 77.3 408 77.2 312 73.6

合計/年平均 2396 40.1 1828 78.9 1304 70.1 1808 69.3

表3前 田家の取引先上位3位 の変化

慶応4年 明治2年 明治3年 明治4年

藤井村 吉兵衛 156反 太助 86反 彦左衛門 60反 源六 106反

久右衛門 120反 源兵衛 76反 源六 60反 吉左衛門 92反

源六 102反 利右衛門 64反 源兵衛 52反 太助 80反

久右衛門 64反

計 29人 20人 16人 20人

西内村 安右衛門 118反 安右衛門 84反 安右衛門 78反 善作 116反

茂七 104反 茂七 40反 甚次 52反 茂七 76反

仁左衛門 74反 甚次 36反 善作 48反 安右衛門 74反

仁左衛門 48反

計 45人 40人 42人 55人

その他 沼村・常喜 54反 沼村・常喜 58反 沼村・常喜 50反 沼村・常喜 42反

河合・中右衛門 34反 尾生村 58反 沼村・伝兵衛 28反 沼村・伝兵衛 8反

沼村 ・又七 22反 沼村・花久 28反

八阪・才次郎 28反

計 46人 49人 15人 10人

(注)明 治3年 ・4年のその他 については、上位2位 以 外 は取引量が極端 に少ないため、省略 した。

表1～3と もに、慶 応4年 ～明治4年 「毛綿買 日記 」 よ り作成
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表4辻 家の取引先[小 買(木 綿屋)]上 位3位 とその取引量の変化(単 位:反)

明治11年 明治12年

和 半唐 合計 和 半唐 合計

内寄 1,814 1,922 3,736 辰次郎 1,538 3,376 4,914

高郎 1,686 1,724 3,410 内寄 2,010 2,356 4,366

喜七郎 1,640 1,200 2,840 喜七郎 1,328 1,606 2,934

●●o ● ●● ●o●

年取引量全体 13,928 8,984 22,912 年取引量全体 8,965 13,182 22,147

明治13年 明治14年

和 半唐 合計 和 半唐 合計

内寄 1,810 1,844 3,654 内寄 1,940 2,946 4,886

辰次郎 348 !,876 2,224 木伊 1,060 1,060

長蔵 338 840 1,178 長蔵 302 840 1,142

o● ● 9● ■ ■ ● ● ●9● ロ● ●

年取引量全体 3,560 6,588 10,148 年取引量全体 2,636 5,618 8,254

明治15年 明治16年

和 半唐 丸唐 合計 和 半唐 丸唐 合計

内寄 1,500 1,236 376 3,112 内寄 120 770 188 1,078

木伊 2,592 喜代松 38 582 120 740

庄三郎 46 338 92 476 寅吉 10 140 38 188

曹.● ■o, o● ● 9・ ・ ●o●

年取引量全体 4,222 3,224 658 8,104 年取引量全体 298 1,566 430 2,294

[出所]川 上雅 「明治前期 泉州にお ける木綿仲買 の経営」、p.316・ 表4よ り作成

(宮本又 次編 『商 品流通の史的研究』 ミネル ヴァ書房、1967年)。 原史料 は、辻家 「木 綿揚利帳」。

辻
家
文
書

の
特
徴
は
、
明
治

一
〇
年
代
の
史
料
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
購
買

綿
布

の
種
類
が
、
在
来
手
紡
糸
で
織
ら
れ
た

「
和
木
綿
」
と
、
機
械
製
紡
績
糸

を
経
糸

に
用
い
た

「半
唐
木
綿
」、
さ
ら

に
緯
糸

・
経
糸
共
に
機
械
製
紡
績
糸

を
用

い
た

「丸
唐
木
綿
」
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
こ
の
点
は
安

価
な
輸
入
綿
糸

の
導
入
が
、
ど

の
程
度
製
品

の
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
に
つ
な
が

っ
た

の
か
、
ま
た
そ

の
結
果
、
輸
入
生
金
巾
と

の
価
格
差
は
い
か
に
縮
ま

っ
た
の
か

を
知
る
上
で
貴
重

で
あ
る
。

以
上
が
泉
南
地
域

の
木
綿
仲
買

の
史
料

で
あ

る
が
、
両
者

に
は
明
治

五
年

～

一
〇
年

に
か
け

て
の
動
向
を
示
す
デ
ー
タ
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
を
補
う
た

め
に
、
前
述

の
泉
北
地
域

の
史
料
を
用
い
る
。
泉
北
地
域
は
、
近
代

に
は
泉
南

　む
　

地
域
と
は
異
な

っ
た
発
展
を
み
せ
た
。
と
は
い
え
、
近
世
か
ら
明
治
初
年

に
か

け
て
は
さ
ほ
ど
泉
南
地
域
と
の
違

い
は
な
い
。
ま
た
、
岡
田
論
文
で
扱
わ
れ
て

い
る
泉
北
の
徳
兵
衛
家
は
、
泉
南
地
域
に
隣
接
す
る
和
泉
国

・
泉
郡

・
忠
岡
村

の
機
織
農
家
で
あ
り
、
そ
の
取
引
先
に
は
岸
和
田
や
貝
塚

の
仲
買
商
が
頻
繁
に

登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
史
料
は
泉
南
地
域

の
動
向
を
反
映
し
て
い
る
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
図
3
、
表
6
は
徳
兵
衛
家

の
販
売
反
数
と
販

売
先
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
徳
兵
衛
家

の

生
産
規
模
は
明
治
元
年
～

一
〇
年
ま
で
は

一
五
〇
～
二
〇
〇
反
前
後
と
比
較
的

安
定
し
て
い
る
が
、
取
引
先

に
つ
い
て
は
明
治
四
年
以
降
、
岸
和
田
の
仲
買
に

特
化
し
て
い
る
。

最
後
に
、
『泉
大
津
市
史
』
所
収

の
田
中
家
文
書
で
あ
る
が
、
田
中
家
は
徳
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表5明 治12年 、辻家の農家 よ りの木綿 購入分[上 段 は日根野村 ・字別 集計、下段 は東上字 より購 入分の詳細](単 位:反)

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
種類 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐字 人数
東上 32 12422 4076 48122 76164 3862 1826 3028 98112 2078 2456 2434 4818 588798

中筋 18 324 826 2436 2232 6030 6一 42 4412 418 1818 22 1216 236196

新道出 19 224 1012 1018 244 3826 8一 104 420 一4 46 一2 一14 108154

西出 23 104 2410 2432 1638 2820 614 1020 1010 一2 一2 一 『 一2 128154

山出 9 12一 4一 1810 1822 2234 4一 一 一 24一 24 24 一2 一14 10690

田中 7 一6 2一 814 216 810 6一 一4 1026 一4 612 一10 一2 42104

久之木 11 8 一12 8 1016 66 一2 8一 218 44 4一 一 一 一2 3476

母山 5 14一 1g一 1020 88 10一 46 4一 14一 8一 一 い 一 一 一 一 9034

浦山 5 8 62 一26 一6 一32 一4 『 … 一g 一6 一2 一} }_ 694

野 口 8 64 一4 4一 一 一 一16 一8 一 一 一10 一 … 一2 一 一 2一 1244

西上 8 10一 6一 64 4一 6一 一 一 一 一 42 44 一_ 一 一 一 一 4010

口出 10 一 一 一 一 一4 一 一 48 6一 6一 64 一 一 一 一 一 一 …_ 2216

その他 15 2820 20一 1016 438 188 一4 一 一 一4 一 一 一 冖 一 一 一 一 8090

不明 38 2810 122 2026 1668 2824 1426 1020 4020 1428 412 210 3010 218256

合計 208 28690 150144 182336 178452 266276 7290 8278 256246 56152 62114 2860 9278 1,7102,116

九兵衛 14一 418 S20 一38 一22 一g 24 226 212 12一 一 一 8一 52148

儀右衛門 12一 6一 412 418 一2 一6 一16 一38 一26 一8 一22 一 一 26148

仲右衛門 8一 一12 一28 一20 一10 44 4一 616 410 一10 一4 一 一 26114

栄 助 12一 10一 6一 24一 4一 2一 2一 204 _g 一6 一 一 一12 8030

弥 助 22 42 一12 612 一 一 _一 一 一 82 一10 一10 一 一 一_ 2050

清 市 122 一10 一10 210 一 一 一 一 一 一 6一 一2 一6 4一 一 一 2440

新左衛門 一10 2一 8一 62 一 一 一 一 一 一 一10 一2 一14 一_ 10一 2438

口右衛門 14一 2一 一} 6一 4一 2一 一 一 10一 一 一 2一 10一 4一 54一

源 次 8一 8一 8一 8一 8一 一 一 一 一 2一 6一 8一 一 一 一_ 56一

宮 内 6一 一 一 一 一 10一 一 一 _一 10一 10一 2一 一 一 一 『 14一 52一

安 次 8一 一2 一10 一10 _g 一4 一 一 一6 一4 一_ 一6 一 一 850

源 古 4一 8 66 一10 一6 }一 }㎜ 10一 … 一 一 一 一 一 2一 2230

笠 松 一2 一6 一8 一8 8一 2一 一 一 26 一4 一_ 一 一 一 一 1234

藤右衛門 6一 一16 一4 一 一 一 一 _一 2一 10一 一 一 一 一 一 一 一 一 1820

長 作 6一 2一 6一 2一 8一 一 一 一 一 一 一 2一 一 一 6一 一_ 32一

儀兵衛 一6 一2 一6 一10 2一 }一 一 一 2一 一 一 一2 … 一 一_ 426

その他 12一 2一 26 826 414 84 108 124 4一 2一 42 106 7s70

合 計 12422 4076 48122 76164 3862 1826 3028 100112 2078 2456 2434 4818 588798

(注)上欄その他は他村名あるいは表示外字名の記載があるもの、不明は肩書の記載がないもの。同字同名を同一人物として集計。辻家 「木綿反入帳」より作成。
和とは和糸のみで織 られた木綿、唐とは輸入綿糸を経糸に用いた半唐木綿を示す。

[出所]川 上雅 「明治前期 泉州 にお ける木綿仲 買の経営」、p.318・ 表5(宮 本 又次編 『商品流通 の史 的研究』 ミネル ヴァ書房、1967年)
・原史料 は、辻家 「木 綿反入帳」。
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幕末維新期の 「外圧」と和泉木綿

表6徳 兵衛家、販売先反数と主な取引先仲買商[単 位:反]

村内 岸和田 その他 不明 合計
判明する

仲買数
主 な仲買(括 弧内は反数)

明治元年 48 48 96 0 192 6
吉井村 ・油屋才十郎(48)、

磯上村 ・万太郎(48)

明治2年 32 118 40 0 190 8
岸 和 田 ・金 屋(40)、 磯 上 村 ・

治郎 万(40)

明治3年(1870) 8 !68 8 0 184 z
岸 和 田 ・金 屋(40)、 岸 和 田 ・

中井(36)、 岸 和 田 ・鸛利(36)

明治4年 0 158 0 0 158 4
岸和 田 ・あ み嘉(24)、 岸 和 田 ・

中井(18)

明治5年 0 122 0 0 122 1 岸和 田 ・ふ じ定(76)

明治6年 0 188 0 0 188 2 岸和 田 ・ふ じ定(170)

明治7年 0 146 0 14 160 3 岸和 田 ・ふ じ定(122)

明治8年(1875) 0 110 40 0 150 2 岸和 田 ・ふ じ定(110)

明治9年 0 202 0 6 208 1 岸和 田 ・ふ じ定(202)

明治10年 0 194 8 0 202 4 岸和 田 ・ふ じ定(158)

明治11年 0 104 0 32 136 3 岸和 田 ・ふ じ定(104)

明治12年 0 208 10 162 380 4 岸和 田 ・ふじ定(208)、小瀬勘(134)

明 治13年(1880) 0 0 0 370 370 1 ふ じ徳(370)

明治14年 0 0 0 210 210 1 ふ じ徳(210)

明治15年 0 0 0 230 230 1 ふ じ徳(230)

(大阪府 立大 学 『歴史 研究』第34号 、[出所]岡 田光 代 「幕末～ 明治前 期 にお ける一農 家 の木 綿生 産」、p.44・ 表4

1996年)

図3明 治元 年～16年 、徳兵衛 家 木 綿販売反 数(単 位:反)

 

兵
衛
家
と
同
じ
泉
郡
の
隣
村
、
助
松
村

の
、
紀
州
街
道
沿

い
の
田
中
本
陣

で
あ

る
。
こ
の
文
書
に
は
、
近
隣
十

一
ヶ
村

の
物
産
を
調
査
し
た
物
産
表

(明
治
八

年
以
降
)
が
残
さ
れ
て
お
り
、
南
郡
に
隣
接
す
る
泉
郡
の
大
ま
か
な
動
向
は

つ

か
め
る
の
で
あ
る
。

現
在

の
と
こ
ろ
利
用
可
能
な
史
料

は
、
こ
の
程
度
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
史

料
か
ら
は
、
地
域
的
な
ば
ら

つ
き
や
、
生
産
品
が
太
口
な
の
か
細
口
な
の
か
は

判
明
し
な
い
。
と
は
い
え
、
泉
州
地
方
全
体

の
白
木
綿
生
産

の
お
よ
そ
の
動
向

を
把
握
す
る
に
は
足
り
る
も

の
で
あ
る
。
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即

輸
入
生
金
巾
と
泉
州
木
綿

の
価
格

さ
て
、
以
上

の
史
料
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
価
格
分
析
に
入
る
。
前
田
家

の
文

書
は
明
治
維
新

の
真

っ
只
中
で
貨
幣
制
度
が

混
乱
し
て
い
た
時
期

の
も

の
で
、

価
格
表
示
が
す
べ
て
銀
表
示

の
匁
と
な

っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
辻
家

の
デ

ー
タ
と
は
つ
な
が
ら
な

い
。
そ
こ
で
、

こ
れ
を
円

・
銭
法
に
換
算
す
る
必

要
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
山
本
有
造
氏
が

そ
の
著
書

『両
か
ら
円

へ
』

の
中

で
、
布
屋

・
山
口
吉
兵
衛
家

の
勘
定
帳
か
ら
推
計
し
た
デ

ー
タ
を
も
と
に
換
算

を
試

み
た
。
換
算
比
率

は
、
慶
応
四
年

(明
治
元
年
)

一
月

・
一
円
冂

一
九

二

匁
、
二
月

・
一
円
ー1
二
〇
九
匁
、
三
月

・
一
円
目

一
六
五
匁
、
四
月

・
一
円
11

一
九
三
匁
、
閏
四
月

・
一
円
11
二
〇
二
匁
、

五
月
以
降

・
一
円
11
二
二
〇
匁
、

　た
　

明
治
二
～
四
年

・
一
円
11
二
二
〇
匁
で
あ
る

[徳
兵
衛
家
文
書
の
デ

ー
タ
は
、

岡
田
氏
が
す
で
に
明
治
八
、
九
年

の
円
銭
表

示
を
基
に
指
数
化
し
て
お
ら
れ
る

の
で
、
そ
れ
を
用
い
た
]
。

一
方
、
輸
入
金
巾

に
つ
い
て
は
、
『横
浜
市
史
』
及
び
そ
の
元

の
デ

ー
タ
で

あ
る

『大
日
本
各
港
輸
出
入
年
表
』
・
『大
日
本
各
港
輸
出
入
半
年
表
』
な
ど
の

貿
易
統
計
を
も
と
に
算
出
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら

の
貿
易
統
計
は
、
そ
の
ま

　
め
　

ま
利
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
建
元
正
弘

・
馬
場
正
雄
氏
ら

の
研
究
に
よ

れ
ぽ
、
明
治
前
期

の
貿
易
統
計

は
、
金
貨
国

か
ら
の
輸
入
は
金
円

に
よ

っ
て
、

銀
貨
国
か
ら

の
輸
入
は
銀
円

で
計
上
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
集
計
に
あ
た

っ
て
は
、

金
円

・
銀
円

の
実
勢
の
乖
離
を
無
視
し
て
金
円

一
円
口
銀
円

一
円

の
法
定

レ
ー

ト
が
用

い
ら
れ
た
結
果
、
銀
円
で
統

一
し
た
場
合
、
輸
入
総
額
が
過
小
評
価
に

な
る
。
さ
ら
に
、
日
本

の
貿
易
統
計

は
輸
出
港
積
出
価
格

(F
.
0
.
B
.価
格
)

で
表
示
さ
れ
て
お
り
、
運
送
料
と
保
険
料
を
含
め
た
輸
入
港
到
着
価
格

(C
.

1
.F
.価
格
)
を
算
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
た
の
が
建
元
推

計
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
輸
入
金
巾

の
輸
入
額
を
計
算
し
た
も

の
が
表
8

で
あ
る
。
同
表

の
輸
入
額
は
、
ま
ず
各
年
次

の
運
賃
保
険
料
比
率
を
乗
じ

(
一

五
～

一
八
%
あ
た
り
で
推
移
)、
次

に
明
治
七

(
一
八
七
四
)
年

以
降

は
、
表

7

の
金
貨

一
円
に
対
す
る
銀
貨
平
均
相
場
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
た
も
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
る
輸
入
金
巾

の
価
格
で
あ
る
が
、

明
治

一
〇
年
以
前
は
デ
ー
タ
と
し
て

『横
浜
市
史
』

の
貿
易
統
計
し
か
存
在
し

な

い
上

に
、
下
等

・
中
等

・
上
等
な
ど
に
分
類
さ
れ
ず
生
金
巾
と
し
て

一
括
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
半
ぽ
強
引

で
は
あ
る
が
、
輸
入
金
巾

の
中
心
が
三
巾
金

巾

で
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮
し
、
品
質

の
差
異

は
こ
こ
で
は
無
視

し
て
、
川
勝

　ガ
　

推
計
と
同
じ
計
算
方
法
を
採
用
し
、
明
治
二
〇
年
ま
で
連
続

し
て
、

一
反
当
た

り

の
平
均
価
格
を
割
り
出
し
た
。
平
均
価
格

で
あ
る
か
ら
、
お
お
よ
そ
中
等
金

巾

に
相
当
す
る
価
格
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
て
算
出
さ
れ
た
価
格
は

銀
円
表
示
で
あ
る
。
前
述

の
文
書

の
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
る
和
泉
木
綿

の
価
格

は
紙
幣
表
示
で
あ
る
か
ら
、
銀
円
を
さ
ら
に
紙
幣
価
格

に
換
算
す
る
必
要
が
あ

る
。

か
く
し
て
、
前
掲
山
本
書
所
収
の
円
銀

一
円
に
対
す
る
紙
幣

の
毎
月
平
均

　　
　

相
場
表
を
用

い
て
再
計
算
し
た
最
終
結
果
が
、
表
9
で
あ
る
。
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幕末維新期の 「外圧」 と和泉木綿

表7商 品貿易(輸 入)に 関する金銀混計の修正[単 位:千 円]

修正前の輸入額 金貨1円に対する銀貨

平均相場(円)(4)

修正済輸入額

(2)x(4)+(3)=(5)輸入総額(1) 対金貨国(2) 対銀貨国及相手国不詳(3)

明 治7(1874)年 23,462 14,042 9,420 1.073 24,487

明 治8(1875)年 29,976 21,376 8,600 1.090 31,899

明 治9(1876)年 23,965 15,827 8,138 1.163 26,544

明 治10(1877)年 27,471 21,316 6,105 1.120 29,979

明 治11(!878)年 32,875 27,233 5,642 1.178 37,722

明 治12(1879)年 32,953 25,438 7,515 1.199 38,015

明治13(1880)年 36,627 28,964 7,663 1.194 42,246

明治14(1881)年 31,191 23,343 7,848 1.196 35,766

明治15(1882)年 29,477 20,460 8,986 1.191 33,354

明治16(1883)年 28,445 20,122 8,323 1.199 32,449

明治17(1884)年 29,673 19,822 9,851 1.199 33,617

明治18(1885)年 29,357 19,088 10,269 1.217 33,499

明治19(1886)年 32,168 20,799 !1,369 1.245 37,264

明治20(1887)年 44,304 29,794 14,510 1.297 53,153

[出所]山 本有造 『両か ら円へ』p.228・ 表6-7。 原資料 は、馬場正雄 ・建元 正弘 「日本 にお ける外国貿易 と経済成 長」

の付 表1(篠 原三代平 ・藤野正三郎編 『日本の経済成長』 日本経 済新 聞社、1967年)で あ るが、本表 は山本氏 に よる、

1874年 と1886年 のデータの再修 正後 の もので ある。

表8生 金巾輸入量 ・輸入額の変遷

横浜 神戸 1反 当た り価格(銭)

輸 入量(yard) 輸入額(円) 輸 入 量(yard) 輸 入額(円) 横浜 神戸
1868(明 治 元)年 599,791反 1,775,649 26.6

1869年 449,686反 1,966,164 39.3

1870年 586,103反 2,037,904 164,035反 24.0

1871年 1,148,171反 3,235,653 240,597反 763,589 25.6 24.0

1872年 812,038反 2,156,344 14,819,234 1,265,512 24.1 26.2

1873年 28,386,959 2,144,167 18,990,086 1,333,869 27.5 25.5

1874年 40,765,939 2,999,203 20,492,411 1,388,930 26.8 24.6

1875年 30,172,550 2,187,721 13,261,055 808,647 26.4 22.2

1876年 43,300,913 3,032,895 9,753,000 703,695 25.5 26.2

1877(明 治10)年 26,968,111 1,855,377 8,118,144 489,217 25.0 21.9

1878年 21,633,120 1,473,085 12,876,174 931,812 24.8 26.3

1879年 43,711,547 2,86!,093 18,231,524 1,351,279 23.8 27.0

1880年 33,835,440 2,262,817 10,110,687 715,790 24.3 25.7

1881年 29,778,592 1,966,047 8,983,846 670,672 24.0 27.1

1882年 43,232,071 2,811,509 6,159,687 469,111 23.6 27.7

1883年 19,059,268 1,187,923 4,461,531 286,962 22.7 23.4

1884年 12,406,473 718,278 6,880,971 425,925 21.2 22.5

1885年 20,139,402 1,151,699 9,051,532 527,047 20.8 21.2

1886年 12,829,131 752,141 7,156,878 419,184 21.3 21.3

1887(明 治20)年 14,773,757 873,507 13,477,568 807,245 21.6 21.8

[出所]『 大 日本 各港輸出入半年表』及 び 『大 日本各港輸 出入年表 』、 『横浜市史』 資料編2・ 日本貿易統計 か ら算出。輸

入額 はすべ て、表7の 建元推計 に従 い、F.0.B価 格 に換算 し直 してある。また、1反 あた りの価 格 とは、 日本式 の1反

当た りの価格 であ り、 その算出方法 は、川勝 平太 「明治前期 における内外綿布 の価格 」に拠 った。
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輸
入
金
巾

に
は
上
等

・
中
等

・
下
等

の
三
種
類
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
和
泉
木

綿
と
競
合
関
係

に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
下
等
金
巾
で
あ
る
。
第

一
節
で

も
述
べ
た
、
高
村
氏

の
川
勝
氏
に
対
す
る
反
論
を
同
様

に
和
泉
木
綿

に
対
し
て

も
適
用
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
阪
商
法
会
議
所
の
明
治

一
二
年

「海
関
税
改
正

に
関
す
る
答
申
書
」

の

「下
等
金
巾
」

の
項
目
に
よ
れ

　ね
　

 ぽ
、
当
時

一
反
当
た
り
二
〇
～

二
三
銭

の
相
場
で
あ

っ
た
下
等
金
巾

は
、
洋
銀

相
場
が
、
従

っ
て
紙
幣
表
示
の
価
格
が
、
四
割
五
分
上
昇
す
る
ま
で

(す
な
わ

ち
そ
の
価
格
が
二
八
～
三
二
銭
に
な
る
ま
で
)
は
売
行
不
変

で
、
そ
れ
以
上
に
な

る
と
泉
州
木
綿

一
反
当
た
り
三
五
銭
物

に
販
路

の
一
部
を
奪
わ
れ
る
と
い
う

の

で
あ
る
。
両
者

の
価
格
差
が
八
～
九
銭
以
下
に
縮
ま
ら
な
い
限
り
は
、
伝
統
的

嗜
好

よ
り
は
安
価
さ
の
方
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
表

9
よ
り
そ

の
検
証
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
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同
表
A
i
G
欄
以
下
の
価
格
差
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
言
え
る

こ
と
は
、
第

一
に
、
国
内
市
場
に
対
し
て
輸

入
綿
布
の
圧
力

の
最
も
強
か

っ
た

明
治
初
年
代

に
お
い
て
は
、
輸
入
生
金
巾

と
泉
州
和
木
綿

(在
来
手
紡
糸
を
原

料
と
す
る
)
と
の
価
格
差

は
、
和
泉
木
綿

の
方
が
生
金
巾

よ
り
も
高

い
場
合

で

も
最
大

で
明
治
四

(
一
八
七

一
)
年

の
九

・
九
銭

(明
治
七
年

の
府
県
物
産
表

の

数
値
は
和
泉
木
綿
か
河
内
木
綿
か
判
別
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
の
価
格
差
は
無

視
し
た
)
で
、
明
治
元
～
三
年
は
、
和
泉
木
綿

の
方
が
生
金
巾
よ
り
も
安
価

で

あ
る
か
、
上
述
の
価
格
差

の
範
囲
内

で
あ

る
。
第
二
に
、
表
D
l
G
欄
及
び
D

l
H
欄
か
ら
は
、
逆
に
輸
入
綿
布

の
圧
力
が
弱
ま
る
明
治

一
〇
年
代
に
和
泉
木

綿

の
価
格

の
方
が
高
く
な

っ
て
そ
の
価
格
差
が
拡
大
し
、
二
〇
銭
以
上

の
差
が

開
く
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
あ
く
ま
で
価
格
差
は
九
銭
以
下

の
範
囲

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
多
く
、
和
泉
木
綿

の
方
が
価
格
が
安

い
年
さ
え
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
前
述

の
と

お
り
、
生
金
巾

の
上
等

・
中
等

・
下

等
品
別

の
輸
入
比
率
は
わ
か
ら
な

い
が
、

一
八
七
五
年
の
英
国
領
事
報
告

に
よ

れ
ぽ
、

一
八
七
〇
年
代

に
神
戸
に
も
た
ら

さ
れ
た
金
巾
の
大
部
分
は
上
海
か
ら

　ね
　

の
再
輸
出
品
で
あ
り
、
か

つ
下
等
品

で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
9
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
和
泉
木
綿

と
直
接

の
競
合
関
係
に
あ

る

(と
言
わ
れ
る
)
下
等

金
巾
よ
り
も
泉
州
木
綿

の
方
が
全
体
と
し

て
価
格
が
安
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

輸
入
綿
布
が
圧
倒
的
な
価
格
差

で
も

っ
て
国
内
市
場
を
席
巻
し
た
と

い
う
古

島

・
中
村

・
高
村
氏

の
説
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

開
港
期
～
維
新
期
に
お
け
る
国
産
綿
織
物
価
格
全
体
の
動
向
と
し
て
は
、
ま

ず
黒
船
来
航

に
よ
り
嘉
永
期
に

一
旦
低
落
し
、
安
政
期
以
降
貿
易

の
開
始
に
と

も
な

っ
て
米
価
と
の
相
対
価
格

(米
価
を
分
母
に
、
綿
織
物
価
格
を
分
子
に
し
た

相
対
価
格
)
が
低
落
傾
向
を
示
し
、
そ

の
低
落
傾
向

は
明
治
初
期
以
降
が
顕
著

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
在
来
綿
織
物
業
が
全
体
と
し
て
衰
退
し
な
か
っ
た
の

は
、
す
べ
て
の
在
来
綿
織
物
が
輸
入
綿
織
物
と
直
接
的
な
競
合
関
係

に
お
か
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
が
異
な

っ
た
需
要
11
市
場
を
対
象
と
し
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
在
来
綿
織
物

の
市
場
が
奪
わ
れ
な
か

っ
た
こ
と
と
、
技
術
的
進
歩

　れ
　

に
よ
る
生
産
性
の
向
上
が
見
ら
れ
た
た
め
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
在
来
綿
織

物
業
全
体

の
動
向
を
念
頭

に
お
く
と
、
表
9
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
和
泉
木
綿

の
動
向
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

今
述
べ
て
き
た
こ
と
は
価
格
に
つ
い
て
の
検
討

の
み
で
あ
る
か
ら
、
次
は
当

然
生
産
量

の
動
向
を
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
生
産
量
に
つ
い
て
は
明
治

初
年
に
つ
い
て
は
詳
細
な
デ
ー
タ
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
谷
本
氏
が
述
べ
て

い
る
よ
う
な
明
治
初
年

に
お
け
る
生
産

の
減
退
と
い
う
事
実
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
谷
本
氏
は

「堺
市
史
史
料
」

に
お
け
る
文
久
期
の
生
産

量
約
二
〇
〇
万
反
と
い
う
数
値
と
、
『泉
南
郡
織
物
同
業
組
合
沿
革
誌
』
の
明

治
初
年

の
生
産
量
約

一
〇
〇
万
反
と

い
う
数
値

(表
10
参
照
)
か
ら
、
「和
泉

木
綿
は
明
治
初
年
代
に
は
停
滞
な
い
し
あ

る
程
度

の
生
産

の
減
少
を
経
験
し

　ほ
　

た
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者

の
史
料
は
和
泉
国
全
体

の
、
ま
た
後

者

の
史
料
は
あ
く
ま
で
も
泉
南
郡
に
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
前
者

の

史
料

は
堺

の
木
綿
問
屋

の
独
占
的
な
集
荷

に
反
対
す
る
と
い
う
文
脈

の
も
と
で
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表10和 泉木綿の生産動向(単 位:千 反)

同業組合データ 和泉国 (泉北) (泉南)

1868年 頃 1,000

1873年 1,30000

1874年 s700

1877年 1,500

1878年 1,500

1879年 2,000

1880年 2,000

1881年 2,500

1882年 3,000

1883年 2,500

1884年 2,500 1,984 293 1,692

1885年 3,000 1,515 282 1,233

1886年 2,500 1,815 602 1,213

1887年 2,500 8,21700

1888年 3,000

1889年 3,000 3,099

1890年 4,000

1891年 5,000 2,605

1892年 5,000 3,724

[出所]谷 本雅 之 『日本 におけ る在 来 的経 済発 展 と織 物業 』名古 屋大 学 出版会 、

1998年 、p.197・ 表4-1

原資 料 は、『泉南 郡織 物同業 組合 沿革誌 』及 び、官 庁統計(1873・74年 は 『府 県

物産 表 』各年 版、1884・1885年 は 『大 阪府 勧 業 年表』7・8回 、1886年 は 『大

阪府 農商 工年報 』9回 、1887年 は 『大 阪府農 商要覧 』、1889・91・92年 は 『大 阪

府農 工商 統計年 報』12・14・15回

(注)① 和 泉 ・河内 の生産量 。

②過 大 と思わ れ るが 、そ のま ま掲 げ てあ る。

 

作
成
さ
れ
た
、
争
論
関
係

の
史
料
で
あ
る
た

め
、
そ
の
数
値
も
過
大

に
記
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
強

い
。
ま
た
氏
は
、
前
掲

岡
田
論
文

(図
3
)
か
ら
も
、
明

治
初
年
の
生
産

の
停
滞
な
い
し
減
少
が
う
か
が
え
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

も
あ
く
ま
で

一
農
家
の
事
例

で
あ
り
、
産
地
全
体

の
動
向
を
反
映
し
て
い
る
か

ど
う
か
は
疑
問

で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
和
泉
国
全
体

で
生
産
量
が

「停
滞

な
い
し
減
退
」
し
た
と
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、

和
泉
木
綿
が
、
明
治

一
〇
年
代
の
前
半

に
生
金
巾
よ
り
も
高
価
で
あ

っ
た
時
期

も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
生
金
巾
に
比
べ
て
こ
の
よ
う
に
安
価
た
り
え
た
条
件

は
何
か
。
・当
然
こ
れ
は
生
産
性

の
向
上
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
技
術
的
な
面

で
言
え
ば
、
明
治
七
～

八
年
頃
か
ら
下
機
を
改
良

し
た
チ

ョ
ン
コ
機
が
登
場
し

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
技
術
的
側
面

の
検
討
は
本
稿

の
課
題
で
は
な
い
の

で
、
そ
れ
は
ま
た
別
稿

に
譲
り
た
い
と
思
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
に
も
注
意
す

べ
き
点
が

い
く

つ
か
あ
る
。
ま
ず

前
述

の
よ
う
に
、
表

9
E
欄

の
明
治
七
年

『府
県
物
産
表
』
を
用

い
た
白
木
綿

三
六

・
五
銭
と

い
う
数
値
で
あ
る
が
、
こ
の
数
値
は
実
際

の
和
泉
木
綿

の
価
格

よ
り
も
割
高
に
算
出
さ
れ
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
堺
県
全

体

(河
内
国

・
和
泉
国
を
あ
わ
せ
た
も
の
)
の
デ
ー
タ
で
あ

っ
て
、
こ
こ
で
言
う

白
木
綿

に
は
、
地
厚

の
河
内
木
綿
や
和
泉
木
綿

の
う
ち
で
も
手
拭
地
な
ど
が
含

ま
れ
る
た
め
、
こ
の
数
値
は
他

の
欄
と
比
べ
て
割
高
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
同
じ

『府
県
物
産
表
』

の
大
阪
府
の
数
値
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
各
産
地

の
白
木
綿
が
集
ま
る
大
阪
府

で
は
、
そ
の
平
均
価
格
は
四
四
銭
と

か
な
り
高
い
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
次
に
、
表

9
に
注
記
し
た
よ
う

に
、
泉
北

の
徳
兵
衛
家

・
田
中
家
の
デ
ー
タ
に
は
和
木
綿

・
半
唐
木
綿
の
区
別
が
な
い
。

前
掲
岡
田
論
文

に
よ
れ
ば
、
徳
兵
衛
家
が
岸
和
田
や
貝
塚
の
商
人
か
ら
唐
糸
の

購
入
を
本
格
的

に
行
う
よ
う
に
な
る
の
は
明
治

一
〇
年
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以

降

の
デ
ー
タ
に
は
半
唐
木
綿
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
は
、
前
述

の
大
阪
商

法
会
議
所

の
答
申
と
は
異
な
り
、
輸
入
生
金
巾
と
和
泉
木
綿
と
の
価
格
差
は
九

銭
以
内
に
縮
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
輸
入
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金
巾
と
和
泉
木
綿
と
の
間

の
競
合
関
係
は
、
存
在
し
た
に
せ
よ
、
通
説

に
よ
っ

て
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
激
烈
な
も
の
で
は
決
し
て
な
か

っ
た
と
結
論
づ
け
る

こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
第
二
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、
輸
入
生
金
巾
と
和
泉
木

綿
と
の
間
に
は
、
同
じ
薄
手
と
い
え
ど
も
相
当
な
品
質

の
差
が
存
在
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
輸
入
生
金
巾
が
必
ず
し
も
和
泉
木
綿

の
細
口
が
用
い
ら
れ
て
い
た

着
物

の
裏
地
に
と

っ
て
か
わ

っ
た
と
は
限

ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
和
泉

木
綿
と
輸
入
生
金
巾
と
は
基
本
的

に
市
場

を
異

に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、

輸
入
綿
布
の

「外
圧
」
は
和
泉
木
綿

に
関

し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
結

論
に
な
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
和
泉
木
綿

の
市
場
で
あ

る
、
北
陸

・
東
北

・
北
海
道
地
方

の
市
場
動
向
の
分
析

に
は
立
ち
入
ら
な
か

っ
た
。
和
泉
木
綿

の
主
た
る
販
売
市

場
は
、
『堺
市
史
』
等
に
よ
れ
ば
、
大
坂

・
京
都

の
他
、
北
陸

・
東
北

・
北
海

道
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
前
船
が
堺
や
泉
南

に
北
海
道
産

の
魚
肥

(こ
れ
は
棉
作

の
肥
料
と
な
る
)
を
運
ん
で
来
た
際
に
、
帰

り

の
積
荷
と
し
て
和
泉
木
綿
を
載

せ
て
行

っ
た
こ
と
に
よ
る
。
織
豊
政
権
期
以
前
か
ら

の
堺

の
豪
商
で
、
江
戸
時

代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
木
綿
問
屋
を
営

ん
で
い
た
岸
谷
家

の
記
録

に
よ
れ

ぽ
、
岸
谷
家
の
明
治
期
の
主
た
る
取
引
先

は
、
札
幌
市
南
四
条

の
向
井
呉
服
店

と
佐
渡
島

の
本
間
商
店

で
あ
る
。
ま
た
、
同
家

の
記
録
に
は
、
堺
に
集
荷
さ
れ

た
和
泉
木
綿
は
大
阪
商
船
で
北
海
道

へ
送

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、

明
治
二
〇
年
代
に
入

っ
て
も
ま
だ
な
お
北
海
道
が
市
場
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か

　お
　

が
え
る
。
こ
の
東
北

・
北
海
道

の
市
場
の
分
析

に
つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
で

あ
る
が
、
金
巾
と
和
泉
木
綿

の
品
質
の
違

い
が
明
確
に
存
在
し
た
以
上
、
両
者

の
市
場
は
異
な

っ
て
い
た
は
ず

で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
大
阪
商
船

の
函
館
航
路
を
用

い
て
、
明
治
二
〇
年
代
に
な

っ
て
も
和
泉
木
綿
が
北
海
道
を

独
自

の
市
場
と
し
て
存
続

・
発
達
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
た
び
実
証
を
試

み
た
品
質
と
価
格
に
よ
る
分
析
に
加
え
て
、
別
稿

で
は

市
場

の
側
面
か
ら
も
本
稿
の
主
張
を
裏
づ
け
て
み
る
予
定

で
あ
る
。

注(1
)
・
古
島
敏
雄

『産
業
史
m
』
(山
川
出
版
社
、

一
九
六
六
年
)

・
高
村
直
助

『日
本
紡
績
業
史
序
説
』
上

(塙
壷
旦
房
、

一
九
七

一
年
)

・
中
村
哲

「世
界
資
本
主
義
と
日
本
綿
業
の
変
革
」
(同

『明
治
維
新

の
基

礎
構
造
」
未
来
社
、

一
九
七

一
年
所
収
)

(2
)

川
勝
平
太

・
「明
治
前
期
に
お
け
る
内
外
綿
布
の
価
格
」
(『早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
』

二
四
四

・
二
四
五
合
併
号
、

一
九
七
六
年
)

・
「明
治
前
期
に
お
け
る
内
外
綿
関
係
品
の
品
質
」
(『早
稲
田
政
治
経
済
学

雑
誌
』
二
五
〇

・
二
五

一
合
併
号
、

一
九
七
七
年
)

・
「
ア
ジ
ア
木
綿
市
場
の
構
造
と
展
開
」
(『社
会
経
済
史
学
』
第
五

一
巻

・

一
号
、

一
九
八
五
年
)

(3
)
・
斎
藤
修

・
谷
本
雅
之

「在
来
産
業
の
再
編
成
」
(梅
村
又
次

・
山
本
有
造

編

『日
本
経
済
史
3
・
開
港
と
維
新
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
所
収
)

・
谷
本
雅
之

「幕
末

・
明
治
期
綿
布
国
内
市
場

の
展
開
」
(『土
地
制
度
史
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学

』
第

=

五
号
、

一
九

八
七
年

四
月

)

(4
)

高

村

直
助

「維

新

前

後

の

『外

圧
』

を

め

ぐ

る

一
、

二

の
問

題
」

(東

京

大

学

『社
会

科
学

研
究

』
第

三

九
巻

・
第

四
号
、

一
九
七

八
年

)

(
5
)

谷

本

・
前

掲
論

文
、

六

七
頁

、
注

(
62
)

(6
)

中

村

・
前

掲
書

、
付

表

3

(
7
)

岡

田

光

代

「近

世

泉

州

地

方

に
お

け

る
在

郷

木
綿

仲

買
」

(福

山

昭

・
武

知

京

三
編

『社
会

経
済

の
史

的

展
開
』

松
籟

社
、

一
九

八
六
年
所

収
)

六
頁

(8
)

文

久

元

年

八
月

「
乍

恐

口
上

」

(
「
泉

州

織

出

木

綿

売

捌

二
付

出

入

一
件

留

」

堺
市
史

史
料

99
)

(
9
)

森

山

弘
助

『内

地

向

・
輸

出

向

織

物

製

造

法
』

(名

古

屋

・
江

口
商

店

機

料

部

、

一
九

〇

六
年
)

二
九
1

三
四
頁

、

四
六
頁

(10
)

Hユ
曁

⊂
巳
く
Φ
邑

蔓

牢

①
ω
ω
ω
①
ユ
①
ω
一
じd
『三

曁

℃
爰
鼠

ヨ
Φ
耳
餌
煢

勺
碧

①
『ρ

冒

冨

P

〈
o
一●
。。
一
。。
。。
刈
L
≦

ω
o
①
=
穹

Φ
o
磊

QQ
Φ
ユ
Φ
ρ
Z
o
」
㊤
㌦
、幻
8

0
暮
ω
8

昏
Φ

Z
讐
凶く
Φ
O
o
簿
8

ζ

穹

口
貯
o
け
霞
Φ
ω
9

冨

冨

昌
..
P
旨

(11
)

渡

辺
庫

治

・
小

谷
方

明

編

『
ふ

る

さ
と

の
想

い
出

・
写

真

集

・
明

治
大

正

昭
和

・
堺

』

(
国
書

刊
行

会

、

一
九

八

三
年
)

六

一
頁

[原

典

は

『堺

市

史
』

続

編

・
第

五
巻

、

八
六

〇

1

八
六

三
頁

「
明
治

十

四
年

・
堺
市

木

綿

商
組

合

之
沿

革
」
]

ま

た
、

『新

潟

日

報
』

昭

和

四

二
年

七

月

六

日

の
記

事

と

し

て
、
佐

渡

ヶ

島

の

「
島

屋
」

と

い
う
廻

船

問
屋

が

一
八
世

紀
末

か
ら

明
治

一
〇

年

代

ま

で

大
坂

と
取
引

を

し

て

い
た

こ
と
が

書

か
れ

て

い
る
。
さ

ら

に
、
明

治

三

四
年

六
月

の
堺

市

木
綿

商

組
合

「商

業

調
査

」

(堺
市

中

央

図
書

館
所

蔵

)

に
も
、

大
阪

・
京
都

以

外

の
和

泉

木
綿

の
主

た

る
販
売

先

と

し

て
、
北

海
道

・
東

北

地
方

が
挙
げ

ら

れ

て

い
る
。

(12
)

川

上

雅

「
明
治

前

期

泉

州

に
お

け

る
木

綿

仲

買

の
経

営

」

(宮

本

又
次

編

『
商
品

流
通

の
史

的
研
究

』

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
童
旦
房
、

一
九

六
七
年

所
収

)

(13
)

岡

田

光
代

「幕

末

～
明

治

前

期

に
お

け

る

一
農

家

の
木

綿

生
産

」

(大

阪

府

立
大

学

『歴
史

研
究

』
第

三

四
号
、

一
九
九

六
年
)

(14
)

阿

部

武

司

『
日
本

に

お
け

る
産

地

綿

織

物

業

の
展
開

』

(東

京

大

学

出

版

会

、

一
九

八
九
年

)
第

一
章

(15
)

山

本

有
造

『両

か
ら

円

へ
』

(
ミ

ネ

ル
ヴ

ァ
書

房
、

一
九

九

四

年

)

二
三

八
-

二

四
三
頁
表

7
1

2

(16
)

馬

場

正
雄

・
建

元
正

弘

「
日

本

に
お

け

る
外

国

貿

易

と
経

済
成

長
」

(篠

原

三

代

平

・
藤

野

正

三
郎

編

『
日
本

の
経

済
成

長
』

日
本

経

済
新

聞

社
、

一

九
六

七
年
所

収

)

(17
)

前
掲

川

勝

「
価
格

」

五

一
六
i

五

一
八
頁

表

5
備

考

ー
比

較

・
換

算

の
方

法

に

つ
い

て
ー

(18
)

前
掲

山
本

[
一
九

九

四
]

二
二

一
頁

表

6
1

2

(19
)

前
掲

川
勝

「価

格

」
五

一
八
頁

表

5

(20
)

HO
勺

ω
Φ
9

ω
二
W
℃
即

冨

g

p

<
0
5

0
0
ヨ
ヨ
9
0
巨

勾
8

0
『
け"
田

。
σq
o

p
&

O
ω
鋤
冨

ho
「
H
。。
翻
も

P
H
ω
～

=

(21
)

新

保
博

「幕

末

期

・
明

治
期

の
価

格

構
造

」

(『
社

会
経

済
史

学

』
第

三
三

巻

一
号
、

一
九

六
七
年

)

二
〇

i

一
=

頁

(22
)

谷

本

雅

之

『
日
本

に

お
け

る
在
来

的

経

済

発

展

と

織
物

業

』

(名

古

屋

大

学

出

版
会

、

一
九
九

八
年

)

一
九
六
1

一
九
九
頁

(23
)

堺

市

・
岸
谷

家

所
蔵

文

書
。

こ
れ

は
、
先

の

『
堺

市
史

』

の
記

述

や

『新

潟
日

報
』

の
記

事
を

裏
づ

け

る
重
要

な
証

拠

で
あ

る
。
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付
記

"
岸
和
田
市
郷
土
資
料
室
の
春
野
文
隆
様
に
は
、
史
料
の
閲
覧

・
コ
ピ
ー
に
多

大
な
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
堺
市
の
岸
谷
宏
様
、
森
田
昌
孝
様
、
池

田
市
の
三
本
浩
子
様
に
は
、
個
人
蔵

の
貴
重

な
史
料
を
閲
覧

・
コ
ピ
ー
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
和
泉
木
綿
の
会
主
宰
の
平
山
貴
夫
様

(平
山
繊
維
株
式
会
社
)
か
ら

は
、
復
元
し
た
和
泉
木
綿
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
当
時
の
和
泉
木
綿
の
品
質
に
つ
い

て
御
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回

の
論
文
に
は
反
映
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
稲
西
株
式
会
社
の
稲
本
義
和
様
、
村
井
清
様
か
ら
は
貴
重
な
史
料
を
コ
ピ
ー
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
当
時
の
近
江
商
人
の
販
路
に
つ
い
て
も
御
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
念
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

幕末維新期の 「外圧」と和泉木綿
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