
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
通
商
網

―
―
日
本
綿
布
取
引
を
事
例
に
―
―

本
稿
の
課
題
は
、　
一
九
二
〇
年
代
の
前
半
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お

い
て
、
い
か
な
る
担
い
手
に
よ
っ
て
日
本
製
品
が
取
引
さ
れ
て
い
た

の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
事
例
と
し
て
求
め
る
の
は
日
本
綿

布
で
あ
る
。
日
本
綿
布
取
引
に
か
か
わ
る
華
僑
と
印
僑
な
ど
に
注
目

し
て
、
こ
う
し
た
国
家
の
後
援
を
受
け
な
い
経
済
主
体
の
通
商
網
に

依
存
す
る
戦
前
期
日
本
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

近
年
の
ア
ジ
ア
国
際
経
済
史
研
究
は
、
ア
ジ
ア
域
内
に
共
通
す
る

消
費
構
造
と
華
僑

・
印
僑
ら
の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
背
景

に
、
「
ア
ジ
ア
間
貿
易
」
の
拡
大
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
強
調
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
複
数
の
論
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
こ
の
議
論

は
、
そ
の
後
、
各
論
者
の
関
心
の
違
い
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
今
日
に

至

っ
て
い
る
。
杉
原
薫
氏
の
関
心
は
、
ア
ジ
ア
の
工
業
化
に
あ
り
、

籠

谷

直

人

「西
欧
か
ら
の
衝
撃
」
に
敏
感
に
反
応
し
た
華
僑

・
印
僑
ら
の
通
商

活
動
が
、
新
し
い
市
場
機
会
を
創
造
し
、
あ
わ
せ
て
日
本
を
も
含
め

た
ア
ジ
ア
の
工
業
化
も
そ
の
新
し
い
市
場
機
会
を
通
し
て
展
望
さ
れ

て
い
た
。
華
僑

。
印
僑
の
通
商
網
が
、
ア
ジ
ア
の
工
業
化
を
支
え
る

市
場
秩
序
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
西
欧
中

心
史
観
の
相
対
化
が
企
図
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
濱
下
武
志
氏

に
お
い
て
は
、
「地
域
」
と

「ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
を
鍵
概
念
と
し
て
華
僑
の
通
商
活
動
を
と
ら
え
、
こ
れ
ま

で
の
均
質
な
領
域
性
を
前
提
に
し
た

「国
民
国
家
」
形
成
史
観
の
相

対
化
が
企
図
さ
れ
て
い
た
。
従
来
の
日
本
史
研
究
の
関
心
は
、
ア
ジ

ア
で
の

「国
民
国
家
」
形
成
を
念
頭
に
置

い
て
、
そ
れ
を
支
え
る

「国
民
経
済
」
の
登
場
が
い
か
に
日
本
に
お
い
て
可
能
で
あ

っ
た
か
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を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
国
家
と
い
う

「領
域
」
性
の
支
配
す
る

空
間
造
り
の
過
程
に
、
ま
た
そ
の
膨
張
の
過
程
に
関
心
を
集
中
さ
せ

て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
濱
下
氏
の
ア
ジ
ア
史
像
は
、
こ
う
し

た
領
域
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し

た
地
域
間
の
連
携
に
ア
ジ
ア
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
探
り
出
す
点
に
特

徴
が
あ

っ
た
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
は
総
合
商
社
の

よ
う
な

「組
織
」
で
は
な
い
た
め
に
、
「本
社
」
が
な
く
、
そ
れ
だ

け
に
全
体
を
把
握
す
る
主
体
が
存
在
し
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
定
義
の

難
し
さ
が

つ
き
ま
と
う
が
、
あ
る
種
の
信
頼
、
信
用
関
係
を
前
提

に
、
広
が
り
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
開
放
性
を
有
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
神
戸
に
い
る
福
建
系
華
僑
Ａ
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
華
僑
Ｂ
と
取
引
関
係
を
有
し
、
そ
れ
と
同
時
に
福
建
省
の
商
人
Ｃ

や
、　
一
九
二
〇
年
代
後
半
で
あ
れ
ば
共
産
党
の
影
響
下
の
中
国
奥
地

の
商
人
Ｄ
と
も
取
引
関
係
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
Ａ
は
Ｃ
と
Ｄ
と
は

知
り
合
い
で
は
な
い
と
し
て
も
、
福
建
人
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
、
あ
る
種
の
信
頼
関
係
を
前
提
に
、
取
引
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
国
民
国
家
の
よ

う
な
領
域
性
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

様
々
な
政
治
形
態
と
併
存
じ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
「独
立
国
」

の
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
の

「植
民
地
」
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
「半
植
民

地
」
的
要
素
の
強
い
中
国
南
部
、
そ
し
て
中
国

「共
産
党
」
下
の
中

国
奥
地
と
い
っ
た
、
敵
対
す
る
国
や
地
域
を
も
含
め
た
様
々
な
政
治

形
態
の
な
か
を

「繋
げ
る
」
機
能
を
有
し
、
あ
わ
せ
て
領
域
性
が
支

配
す
る
権
力
の
形
態
を
相
対
化
す
る
機
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年

の
ア
ジ
ア
国
際
経
済
史
研
究
が
、
華
僑
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
と
ア
ジ
ア
の
工
業
化
と
の
間
に
有
意
な
関
係
を

示
唆
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
領
域
性
を
も
た
な
い
華
僑
通
商
網

は
、
信
頼
関
係
を
増
し
た
り
、
安
全
を
保
障
し
た
り
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
取
引
コ
ス
ト
を

一
般
的
に
引
き
下
げ
る
機
能
を
通
し
て
、

ア
ジ
ア
の
工
業
化
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
、
「地
域
公
共
財
」
と
し

て
の
側
面
を
有
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
公
共
財
を
念
頭
に
お
く

と
き
に
は
、
道
路
や
鉄
道
の
よ
う
な
、
強
い
公
共
性
を
も
っ
た
物
的

財
な
ど
を
想
定
し
て
き
た
。
鉄
道
の
敷
設
な
ど
は
、
そ
れ
が
軍
事
的

な
意
味
あ
い
が
強
か
っ
た
と
し
て
も
、　
一
端
敷
設
さ
れ
る
と
食
糧
の

需
給
調
整
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
つ
い
に
は
飢
饉
の
防
止
に
つ

な
が
り
、
社
会
全
体
の
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
帰
結
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
公
共
財
は
、
鉄
道
な
ど
の
物
的
な

イ
ン
フ
ラ
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
私
的
所
有
権
の
確
立
や
自
由

貿
易
体
制
と
い
っ
た
普
遍
性
を
有
す
る
、
非
物
的
な
市
場
秩
序
を
も
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含
ん
で
い
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
信
頼
関
係
を
前

提
に
、
取
引
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
な
が
ら
、
様
々
な
権
力
形
態
を
相

対
化
す
る
華
僑
通
商
網
も
公
共
財
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

本
章
で
は
、
こ
の
華
僑
通
商
網
の
機
能
を
、
南
洋
協
会
新
嘉
岐
商

品
陳
列
所

『英
領
馬
来
に
於
け
る
綿
布

（附
人
絹
布
ご

（
一
九
二
五

年

一
一
月
）
を
通
し
て
検
討
し
た
い
。　
一
九
二
四
年
五
月
に
イ
ギ
リ

ス
本
国
は
、
直
轄
植
民
地

。
保
護
領
国

へ
の

「外
国
織
物
輸
入
割

当
」
制
の
適
用
を
声
明
し
た
。
こ
の
統
制
実
施
の
声
明
は
、
「
日
本

商
品
の
排
斥
を
企
図
す
る
差
別
的
待
遇
」
で
あ
る
と
の
批
判
を
日
本

か
ら
喚
起
し
、
通
説
的
に
は
日
本
の
世
界
的
な
通
商
上
の

「孤
立
」

化
を
促
す
も
の
と
評
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
華
僑
と
印
僑
は
、
三

〇
年
代
の
通
商
秩
序
に
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
で
、
日
本
製
品
、
そ

し
て
後
に
は
中
国
製
品
の
輸
入
取
引
を
求
め
た
た
め
に
、
輸
入
割
当

制
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
本
国
製
品
の
市
場
確
保
と
い
う
政
策
課
題
に

制
約
を
加
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
事
例

に
、
日
本
製
品
取
引
に
積
極
化
し
た
華
僑
と
印
僑
の
通
商
網
の
実
態

と
、
そ
れ
ら
を
取
り
囲
む
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

一　
　
一
九
二
〇
年
代

の
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序

の
概
観

ま
ず
は
、　
一
九
二
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
通
商
網
を
と
り
ま
く
ア
ジ
ア

国
際
経
済
秩
序
の
大
枠
を
、
近
年
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
の
新
し

い
潮
流
と
な

っ
た

「ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
の
対
ア
ジ
ア

関
係
史
の
方
法
と
、
近
年
の
ア
ジ
ア
経
済
史
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を

念
頭
に
お
き
な
が
ら
概
観
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

杉
原
薫
氏
が
そ
の
ア
ジ
ア
経
済
史
研
究
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
点

は
、　
一
九
二
〇
年
代
の

「
ア
ジ
ア
間
貿
易
」
の
分
断
的
な
様
相
で
は

な
く
、
む
し
ろ
相
互
依
存
の
回
復
と
い
う
再
編
の
側
面
で
あ

っ
起
。

杉
原
氏
の
推
計
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
三
〇
年
代
の
輸
出
の
回
復

過
程
に
お
い
て
、
対
欧
米
依
存
の
高
ま
り
は
、
英
領

マ
ラ
ヤ
、
タ

イ
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
と
ア

ジ
ア
各
地
域
の
輸
入
面
に
お
い
て
は
、
仏
印
を
除
い
て
は
、
対
ア
ジ

ア
輸
入
を
増
や
す
傾
向
に
あ

っ
た
。
三
〇
年
代
の
東
南
ア
ジ
ア
と
南

ア
ジ
ア
の
輸
入
面
は
、
対
ア
ジ
ア
関
係
の
回
復
が
対
欧
米
関
係
の
そ

れ
よ
り
も
顕
著
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
欧
米
本
国
の
製
品

市
場
と
し
て
ア
ジ
ア
植
民
地
圏
を
分
割
的
に
再
編
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
て
き
た
経
済

「プ
ロ
ッ
ク
」
化
政
策
の
合
意
に
大
き
く
反
す
る

結
果
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ジ
ア
市
場
を
舞
台
に
し
た
日
本
と
欧
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米
各
国
と
の
綿
業
通
商
摩
擦
問
題
が
三
〇
年
代
前
半
に
現
れ
る
と
み

な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
近
年
の

「ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
が
強
調
す

る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
対
植
民
地
経
済
利
害
に
は
、

①
英
本
国
製
品
を
植
民
地
に
販
売
す
る

「産
業
」
的
利
害

②
植
民
地
か
ら
英
本
国

へ
の
配
当
、
利
子
な
ど
の
毎
年
の
支
払
の

円
滑
化
と
、
そ
れ
を
通
し
た
ポ
ン
ド
通
貨
価
値
の
維
持
と
い

う
、
「金
融

・
サ
ー
ビ
ス
」
的
利
害

の
二
つ
が
存
在
し
、
と
く
に

一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
後
者
に

比
重
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
三

〇
年
代
の
対
ア
ジ
ア
政
策
の
基
調
は
、
政
治
的
費
用

（英
印
の
場
合

は

「本
国
費
」、
蘭
印
の
場
合
は
年
金
）
の
支
払
を
も
含
め
た
、
ア
ジ

ア
か
ら
の
毎
年
の
支
払
い
が
滞
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う

「
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
」
的
利
害
に
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
本
国

を
含
む
帝
国
内
の
通
貨
政
策
も
そ
う
し
た
利
害
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本

主
義
」
論
の
描
く
三
〇
年
代
の
対
ア
ジ
ア
関
係
史
を
や
や
理
念
的
に

整
理
す
る
と
図
１
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

図 1 1930年 代のアジア国際経済秩序についての概観

アジア(日 本人 中国人・インド人 オランダ人)

通商網・・
1、 、  ①

(金 融)

輸 出霊
(産業)

資料 :P J ケイン、A G ホプキンス (木畑洋―・旦祐介訳)『ジェントルマン資本主義の帝国』

第 2巻 (名古屋大学出版会、1997年、原書は1993年 )。

注記 :図の→は支払い。→は財の流れ。
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ョ
ー
ロ
ッ
パ
本
国
側
が
こ
の
産
業
と
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
の
両
者
の

経
済
利
害
を
追
求
す
る
う
え
で
、
ア
ジ
ア
植
民
地
に
付
与
し
た
経
済

的
条
件
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

④
植
民
地
通
貨
の
割
高
な
設
定

③
支
払
い
の
源
泉
と
な
る
植
民
地
の
貿
易
黒
字

（輸
出
超
過
）
の

拡
大
、
な
い
し
維
持

ω
は
植
民
地
通
貨
を
強
く
す
る
こ
と
で
、
②
の
本
国

へ
の
支
払
い

を
円
滑
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
①
の
本
国
製
品
の
輸
入
を

促
す
条
件
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
大
不
況
下
の
三
〇
年
代
に
は
通
貨

の
割
高
な
評
価
が
、
植
民
地
に
対
し
て
は
デ
フ
レ
的
環
境
を
供
与

し
、
本
国
は
植
民
地
の
デ
フ
レ
的
環
境

へ
の
対
応
が
必
要
と
な

っ

た
。
英
印
で
は
、
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
ポ
ン
ド
に
対
し
て
割
高
に
通

（９
）

貨
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
蘭
印
は
、
オ
ラ
ン
ダ
本
国
の
金
本
位
制
維

持
方
針
か
ら
三
〇
年
代
前
半
に
は
ポ
ン
ド
に
対
し
て
割
高
な
通
貨

レ
ー
ト
に
釘
づ
け
さ
れ
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
本
国
を
は
じ
め
と
す
る

金
本
位
制
維
持
国

（フ
ラ
ン
ス
、
三
四
年
ま
で
の
ベ
ル
ギ
ー
）
な
ど
で

は
、
二
九
年
を
基
準
と
し
た
場
合
に
約
七
割
も
ポ
ン
ド
に
た
い
し
て

通
貨
価
値
が
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
三
六
年
ま
で
不
況
が
継
続
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
二
年
以
降
に
円
を
ポ
ン
ド
に
対
し
て
約
四
割
切

り
下
げ
た
日
本
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
英

。
蘭
領
ア
ジ
ア
植
民
地
の
通

貨

「割
高
」
圏
に
た
い
し
て
、
日
本
製
品
の
輸
出
が
強
く
促
さ
れ
る

（１０
）

構
造
に
な
っ
て
い
た
。
二
五
年
の
中
国
の
幣
制
改
革
後
に
中
国
の
通

貨
レ
ー
ト
も
切
り
下
げ
を
実
現
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア

に
は
通
貨

「切
下
」
圏
が
、
そ
し
て
対
照
的
に
南
ア
ジ
ア
。
東
南
ア

ジ
ア
に
は
通
貨

「割
高
」
圏
が
生
ま
れ
、
前
圏
か
ら
後
圏
に
製
品
の

輸
出
が
促
さ
れ
る
構
造
連
鎖
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
か

ら
の

「集
中
豪
雨
」
的
な
対
ア
ジ
ア
輸
出
拡
大
は
、
「
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
」
論
と
し
て
世
界
的
に
批
判
の
対
象
に
な
っ
た

が
、
こ
の
輸
出
拡
大
は
低
賃
金
論
と
関
係
す
る
日
本
の
社
会
構
造
か

ら
説
明
さ
れ
う
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
本
国
と
日

本
の
双
方
が
つ
く
り
だ
し
た
通
貨
政
策
の
対
照
性
に
起
因
す
る
も
の

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
ジ
ア
の
国
際
通
商
関
係

を
担
っ
た
の
が
、
日
本
人
貿
易
商

・
華
僑

。
印
僑
ら
で
あ
っ
た
。

一
一　
英
領

マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
輸
入
割
当
制

の

実
施
と
華
僑
通
商
網

（―
）
華
僑
通
商
網
と
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
競
争
力

イ
ギ
リ
ス
本
国
の
意
向
を
受
け
た
英
領

マ
ラ
ヤ
は
外
国
製
品
の
輸
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入
割
当
制
を
採
用
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
関
税
の
引
き

上
げ
政
策
の
実
施
と
あ
わ
せ
て
、
自
由
貿
易
体
制
を
強
く
否
定
す
る

も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
英
領
マ
ラ
ヤ
が
、
日
本
製
品

を
含
め
た
外
国
製
品
の
輸
入
割
当
制
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
徹
底
し

た
排
他
性
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
に
注
意
し
た
い
。
英

領
マ
ラ
ヤ
内
に
お
い
て
は
、
日
本
製
品
を
対
象
に
し
た
輸
入
関
税
の

引
き
上
げ
は
、
「驚
く
べ
き
密
輸
入
の
激
増
を
招
来
せ
る
の
み
、

却

っ
て
関
税
収
入
は
そ
の
た
め
非
常
な
減
退
を
示
す
に
至
」）
る
と
判

断
さ
れ
た
。
過
度
の
輸
入
関
税
の
引
き
上
げ
は
、
密
貿
易
の
増
加
を

通
し
て
関
税
収
入
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
本
国
の

「
サ
ー
ビ

ス
。
金
融
」
利
害
を
損
ね
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
日

本
製
品
の
輸
入
規
制
策
に
は
、
「
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
」
利
害
を
大
き

く
損
ね
る
こ
と
の
な
い
割
当
制
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

表
１
は
、
英
領
マ
ラ
ヤ
が
外
国
綿
布
輸
入
割
当
制
を
実
施
し
た
、

一
九
二
四
年
六
月
以
降
の
綿
布
の
輸
入
状
況
を
各
国
製
品
別
に
調
査

し
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
六
月
か
ら

一
二
月
ま
で
の
七
カ
月
間
に
お

け
る
全
輸
入
割
当
量
は
約
二
二
六
〇
万
碍
で
あ

っ
た
が
、
結
果
的
に

は
そ
れ
を
上
回
る
六
九
六
八
万
碍
が
輸
入
さ
れ
た
。
全
輸
入
量
に
お

い
て
、
英
本
国
製
品
は

一
八
％
を
占
め
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
西

欧
人
貿
易
商
に
よ
っ
て
取
引
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
華
僑

・
印
僑
は
、
す
す
ん
で
日
本
製
品
を
取
引
し
て
お
り
、
日

本
製
品
の
輸
入
取
引
を
め
ぐ
っ
て
、
華
僑
は
三
八
％
、
印
僑
は
二

六
％
、
日
本
人
輸
入
商
は
三
〇
％
を
占
め
た
。
そ
の
結
果
、
全
輸
入

量
に
占
め
る
華
僑
の
取
引
割
合
は
三
七
％
、
印
僑
は
二

一
％
、
日
本

人
は
二
三
％
、
西
欧
系
は
二
〇
％
、
と
い
う
構
成
比
を
示
し
た
。
外

国
綿
布
輸
入
割
当
制
が
実
施
さ
れ
て
も
、
華
僑
、
印
僑
は
有
益
な
日

本
製
品
の
輸
入
に
意
欲
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

各
輸
入
商
の

一
社
あ
た
り
の
取
引
量
を
み
る
と
、
日
本
製
品
を
取

引
す
る
日
本
人
が

一
一
三
万
備
と
最
も
多
量
で
あ
り
、
日
本
製
品
を

取
引
す
る
華
僑
の
取
引
量
は
六
三
万
碍
、
印
僑
の
そ
れ
は
三
五
万

碍
、
英
国
製
品
を
取
引
す
る
西
欧
人
の
そ
れ
は
三
二
万
碍
と
い
う
違

い
が
あ

っ
た
。
日
本
人
輸
入
商
が
日
本
製
品
を
集
荷
し
や
す
い
こ
と

は
当
然
で
あ
る
が
、
華
僑
輸
入
商
の

一
社
当
た
り
の
取
引
量
を
基
準

に
考
え
れ
ば
、
印
僑
と
西
欧
系
輸
入
商
は
相
対
的
に
少
量
で
あ
り
、

取
引
活
動
に
お
い
て
競
争
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
か
、
ま
た
は
ア

ジ
ア
市
場
に
お
い
て

一
度
に
大
量
の
製
品
取
引
の
で
き
な
い
条
件
下

に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

印
僑
の
輸
入
取
引
を
各
商
ご
と
に
整
理
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

上
位
の
メ
ン
バ
ー

（④
１
１
か
ら
６
ま
で
）
で
は
、
二
〇
年
代
末
に

お
い
て
日
本
製
品
を
取
引
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
と
こ
ろ
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華 僑 印 僑 日本人 西欧人 計

英国製品

中国製品

日本製品

1,227(39)

4,127(34)◎ _

20.252(32)◎ _

571

1

13,844

24)

1)

39)①

14(1)
15,827(14)①

10,833(34

205(1
2,782(18

① 12,632 (97

4,348 (37

52 707(103

計 25,608(105) 15,841(15) 13.821(53 69,688(237

表 1 英領マラヤにおける綿布輸入 (1934年 6～ 12月 )

(単位 :千偶)

資料 :南洋協会新嘉坂商品陳列所『英領馬来に於ける綿布(附人絹布)』 1935年11月 ,附
録 の`Imports into Singapore of Japanese Textiles (Cotton, Rayon and Sarong

there of)by race and by firms, during the period frOm June lst 1934 to
Dec 31st 1934'よ り。

注記 :100以 下の切り捨てにより,計 と各々の合計は一致しない。( )内は社数。①、◎、
①、①は、それぞれ表 4の表記に対応している。

表2 シンガポールにおける印僑綿布輸入商 (1934年 6～ 12月 )

④日本製品

1社当り輸入量

英国製品

中国製品

日本製品

計 243 1,056

B19,Cl

3,573

3,548

1,130

1,000

134

132

131

125

115

100

88

日本品

日本品

日本品

*

絹綿織物商

絹綿織物商

織物商。ハイデラバードに本店。ボンベイ,

横浜,神戸,香港,カ ルカッタに支店

ハイデラバードに本店。横
マドラス,ボ ンベイに支店

絹織物商

卸小売商。ハイデラバード
に本店。神戸に支店

卸小売商。Thakurdas Ksmman

Ｓ

Ｓ

　

Ｓ

Ｓ

Ｇ

Ｓ

Ｇ

１

２

３

４

　

５

６

７
　

８

９

１０

■

１２

‐３

14

15

16

17

18

19

20

Maganlal Nagindas & Co.

J.kimatrai & Co.
T.Chhotalal & Co.

G.Ramchand

R.Purshotam
Khomchand & Sons

J.T.Chanrai & Co.

M.A.F.Ellahi & Co.

C.Ramchand & Sons

Wasiamull Asomull & Co.

A.A.Valibhoy & Co.

Vanmali Dass & Co.

F.Hoondamall & Sons

Uttamram &Co.
J.M.M.Hayat & Co.

S.M.Aboobucher & Co.

N.M.lsmail Brothers

J.Gurbamall & Co.

D.Hiralal & Co.
T.Kessamall

13,574

その他とも計 39社
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③イギリス製品 (単位 :千碍)

資料 :表 1と 同じ。備考は,2″め η げ ンZα′のαf_9ZI.τ″ι3ルιDなゎり Lithogra―
phers LtdのCommercial and Mi∝ ellaneous(シ ンガポール国立大学中央図書館所
蔵)の項目を参照。

注記 :*は ,1920年代末にも資料に現われるメンバーで,取引商品の国名がわかるものに
は,そ の国名を記した。(新嘉坂商品陳列所『英領馬来に於ける主要綿布』1928年 3月 ,

926頁 ,滋賀大学経済学部所蔵。同 暉新嘉波市場に於ける綿布商況』〔所報第474号〕
1929年 9月 3日付,3746頁。商工省商務局編『内外市場に於ける本邦輸出織物の現勢』
1929年 2月 ,88693頁 )。 人種の判明するもので,Sはシンディー系,Mはムスリム系,

Gはグジャラート系,Pはパンジャピ系(坂上武史編『対印輸出貿易事情』日本綿糸布
輸出組合,1939年 2月 ,52頁。Raieswary Ampalavanar Brown,②物ノαπグ勿 多
少″κ′%恣あわ ブη助%滋―E“ι4sれ St Martin Pres,1999 pp 203 11ま た富永智津子
氏のご教示も得た)。

Ｓ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

Ｓ

Ｓ

Ｐ

　

Ｍ

Ｓ

Ｍ

Ｓ

Ｓ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

‐３

‐４

・５

‐６

‐７

‐８

‐９

２０

S.I.Bin & Co.
Gian Singh & Co.
V.M.M.Aboo Bakar & Co.

Maganlal Nagindas & Co.

M.S.M.lbramhim & Co.

V.M.Abdul Kader & Co.

R.E.Mohamed Kasim & Co.

M.B.Abdul tuia & Sons

B.H.T.Doulatram & Co.

J.T.Chanrai & Co.

Abdul Wahab
Khemchand & Sons

F.Hoondamall & Sons

M.A.Ahmed Din Brothers

Lallubrai Brothers
K.N.Mohamed huff & Sons

T.Dialdas
K.M.M.hrahim & Co.

T.Kessamall
J.Kimatrai & Co.

A21

A20,Cl
A2

日本品

日本品

日本品

総合商。 Soon Wee Joey
総合商。 Inder Singh

卸商

卸小売商

総合蔵 小売商。M Zand ttldln

綿布,陶磁器商。S E AMul HJ

絹織物商。B.DOugatram
④の 7

総合商

④の13

軍事用品取引

その他とも計 24社

⑥中国製品
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か
ら
、
彼
ら
は
お
そ
ら
く
三
〇
年
代
に
な

っ
て
新
た
に
日
本
製
品
の

輸
入
取
引

に
参
画
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
〓
出
留
巨

Ｚ
“
”
【●
０
あ

（番
号
④
１
１
、
③
１
４
）
は
、
三
二
年
に
神
戸
に
支
店

（‐５
）

を
開
設
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
輸
入
取
引
に
深
く
関
わ
っ

て
い
た
の
一”
”
∽
い５
∞

，

（③
１
２
）
も

一
九
二
五
年
に
日
本
に
支
店
を

設
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

同
表
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
日
本
製
品
を
輸
入
取
引
す
る
印
僑
輸

入
商
に
は
、
シ
ン
デ
イ
ー
系
の
メ
ン
バ
ー
が
多

い
こ
と
が
特
徴
で

あ

っ
た
。
シ
ン
デ
イ
ー
系
は
資
源
の
乏
し
い
北
西
イ
ン
ド

（
ハ
イ
デ

ラ
バ
ー
ド
）
出
身
の
印
僑
で
あ
り
、
本
社
を
ボ
ン
ベ
イ
と
ハ
イ
デ
ラ

バ
ー
ド
に
置
く
も

の
が
多

か

っ
た
。
例

え
ば
、
ρ

”
”
ヨ
多
営
Ｑ

（④
１
４
）、
「

↓
・
０

，
”
”
“
い
（④
１
７
、
③
１
１０
）、
「

〓
ｏ
ｏ
●
争

Ｂ
”
〓
（〇
１
１３
、
③
‐
・３
）
は
、
本
店
を

ハ
イ
デ
ラ
バ
ー
ド
に
置
き
、

神
戸
に
支
店
を
設
け
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
シ
ン
デ
イ
ー
系
は
、
神

戸
に
お
い
て
も
多
く
在
住
し
て
お
り
、　
一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
神
戸

に
お
い
て
設
立
さ
れ
た

「イ
ン
ド
人
社
会
協
会
」
は
、
彼
ら
の
主
導

下

に
あ

っ
た
。
日
本

の
印
僑
社
会

は

「属
性
と
し
て
は
、
シ
ン

デ
ィ
ｌ

ｏ
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
、
地
理
的
に
は
香
港
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が

重
要
」
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
三
〇
年
代
の
日
本
製
品
の

取
引
に
か
か
わ
る
印
僑
通
商
網
は
、
こ
の
シ
ン
デ
イ
ー
系
に
よ

っ
て

占
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

華
僑
の
輸
入
取
引
を
整
理
し
た
の
が
、
表
３
で
あ
る
。
日
本
製
品

を
輸
入
す
る
メ
ン
バ
ー

（④
）
に
は
そ
の
他
の
他
国
製
品
を
取
引
す

る
も
の
が
少
な
く
、
と
く
に
上
位
の
も
の
は
日
本
製
品
を
専
門
的
に

輸
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
英
領
マ
ラ
ヤ
に
お
い
て
、
日
本
製

品
は
専
門
的
に
取
引
さ
れ
る
、
安
定
的
な
華
僑
と
印
僑
の
通
商
網
に

支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
が
取
引
関
係
を

有
す
る
在
神
戸
広
東
系
輸
出
商
を
み
る
と
、
長
発
公
司
、
祐
発
公

司
、
成
興
公
司
、
東
南
公
司
、
三
盛
洋
行
な
ど
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
広
東
系
神
戸
華
僑
で
あ

っ
た
。
同
表
の

Ｚ
”
口
ｏ
●
∞
口
】●
”
（呉
漢
興
、
番
号
４
）
も
広
東
系
華
僑
東
南
公
司

と
の
取
引
関
係
を
有
す
る
輸
入
商
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ

る
と
、
日
本
製
品
を
取
引
す
る
英
領
マ
ラ
ヤ
の
華
僑
通
商
網
は
、
広

東
系
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
た
。
東
南
公
司

（陳
灘
彬
）

は
来
神
後
に
仁
和
号
に
入
店
し
、　
一
九

一
三
年
に
独
立
し
て

「大
阪

一
部
京
都
よ
り
仕
入
れ
南
洋
方
面
に
買
継
を
な
」
す
輸
出
商
で
あ

り
、　
一
九

一
五
年
に
帰
化
し
た

「広
東
商
人
中

一
流
の
」
商
人
で
あ

（２３
）

っ
た
。

表
４
は
、
判
明
す
る
輸
入
商
と
輸
入
綿
布
の
品
種
を
整
理
し
て
、

各
国
籍
別
輸
入
商
ご
と
に
取
引
の
多
い
綿
布
の
品
種
を
整
理
し
た
も
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表3 シンガポールにおける華僑綿布輸入商 (1934年 6～ 12月 )

④日本製品

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

ｎ

ｌ２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

Cheong Fart(長 発)

Chup Yick(集益)

Lce Sang Ybn Seng Kee(利生源)

Ng Hong Hing(呉漢興 )

Kwong Wah Loong(広 華隆)

Yau Seng&Co(友成)

Kwong Sang Long(広三尤)

Teck Leong(徳隆)

Lian Tung Fo&Co
Yue Tai&Co(裕 泰)

Lee Woo&Co.
Tai On(泰安 )

Heap Onn(協 安 )

Nam Seng(南生)

Wing Hing L00ng(永 興隆)

Seng Thyo Hong
Yたk Tai(益泰)

Kwollg FoOk Tai(広福安 )

Sim Ah Kow&CO(沈 亜九)

3,491

3,323

2,915

2,441

52

1,590

957

951

861

625

388

179

87

80

52

42

35

28

24

日本品

日本品
日本品

日本品

日本品

日本品

日本品

*

三盛洋行
三盛洋行

東南公司,三盛洋行

永和公司

永和公司

長発公司,成興公司,裕発公司

長発公司,成興公司,裕発公司

その他とも計 32社

③イギリス製品 (単位 :千碍)

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

・３

・４

・５

‐６

‐７

・８

・９

２０

Tung Sen&Co
Sim Ah KOw&CO(沈 正九)

Tan Huat Seng(陳 発盛)

Yew Guan(友源 )

Sing Huat(信 発)

Chua」 Oo(泉裕 )

Yong Nam Say(永 南生)

Kim Sing(金成 )

Kwong On(広 安)

Buan Seng Long(万 盛隆)

Yue Tai&Co.(裕泰 )

Fook On(福 安 )

Boon Seng & CO(文 成 )

Ku Shing Hong(郵 倍宏)

Thiam Chiang(添 泉)

Yaw Cheong(耀昌)

Lee Moh Chan(李 茂成 )

Keat Cheong&cO(吉 昌)

Yaw Guan(耀 光 )

Jong Kiat Aun(永 吉安 )

A19
C18

C4
C9
C19

０４

８４

７２

２‐

８２

４０

３３

２３

２３

２２

・７

・３

・１

９

９

７

７

６

６

４

欧州品

欧州品

欧州品

欧州品

*

日本品

*

④の19

鉱業,不動産

その他とも計 39社
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(単位 :千硝)◎中国製品

中国製品専門取引商

①の 5

①の17

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

■

１２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

Kwong Fook Tai(広福安 )

Kwong Yow Seng
Fook On(福 安)

Sing Huat(信 発)

Chin Guan&Co(進 源)

Yick Tai(益 泰)

Kwong On(広 安 )

Chua Joo(泉 裕 )

Wing Yue Loong(永 友隆)

Kwong Tesk Ghen
Sam Yick&CO(三 益)

Hup Tai(合泰 )

Yue Tai Cheong(友 泰昌)

Kwong Yick(広益)

KwOng Ⅵck Whg On COy絋 益永安)

Goh Chiaw Hup
Tan Huat Seng(陳 発盛)

Yong Nam Say(永 南生)

LOh Lee Nang

A18

B12
B5

A17
B9
B6

*
*

欧州品

口
ｍ

小
″
　
　
＊

＊

欧

口ｍ
口ｍ

欧

欧

その他とも計 34社

資料 :表 2と 同じ 注記 :表 2と 同じ。①の備考は、取引関係のある神戸華僑。

の
で
あ
る
。
日
本
製
品
を
輸
入
す
る
日
本
人

６

Ｙ

華
僑

６

１
ｌ
Ｙ

印
僑

（①
）、
イ
ギ
リ
ス
製
品
を
輸
入
す
る
西
欧
人
系
輸
入

商

（①
）、
中
国
製
品
を
輸
入
す
る
華
僑

（◎
ｌ
ι

、
の
五

つ
の

ケ
ー
ス
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
各
国
籍
別
の
輸
入
商
の
取
引

量
は
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
本

製
品
の
場
合
、
日
本
人
輸
入
商
は
五
五
％
、
華
僑
輸
入
商
は
五

八
％
、
印
僑
輸
入
商
は
五
五
％
を
カ
バ
ー
し
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
場

合
、
欧
州
系
輸
入
商
は
七
〇
％
を
カ
バ
ー
し
、
中
国
製
品
の
場
合
、

華
僑
は
四
二
％
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
状
態
で
あ
り

（表
１
と
対
照
さ

れ
た
じ

、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
全
体
像
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

四
〇
万
碍
以
上
の
輸
入
取
引
量
に
の
ぼ
る
品
種

（①
ｌ
八
種
、
◎

１
１
１

一
〇
種
、
①
ｌ
七
種
、
①
ｌ
六
種
、
◎
１
２
１
二
種
）、　
の
べ
〓
一

三
種
を
対
象
に
、
各
国
籍
別
輸
入
商
の
取
引
の
特
徴
を
推
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
第

一
に
、
各
国
籍
別
輸
入
商
の

一
回
当
た
り
の
輸
入
取
引
量
に
差
異
が
あ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
日
本

製
品
を
扱
う
輸
入
商
の
な
か
で
は
、
日
本
人
の
全
体
平
均
は
三
万
二

〇
〇
〇
砺
、
華
僑
の
そ
れ
は
二
万

一
〇
〇
〇
備
、
印
僑
の
そ
れ
は

一

万
六
〇
〇
〇
碍
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
を
扱
う
西
欧

人
輸
入
商
の
そ
れ
は

一
万

一
〇
〇
〇
備
、
中
国
製
品
を
扱
う
華
僑
輸

′′0
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品
）
卜
〇
び
０
中
翻
ン
社
。
（
卜
ヽ
ざ
〇
ゆ
彗
＞
脚
再
）
剛

【
磁

船
類
。
中
麟
囀
Ｏ
Ｎ
碑
鬱
＞
帥
（■
品
ン

針
再
督
翌
回
踏
（回
ｙ

入
商
の
そ
れ
は
二
万
三
〇
〇
〇
砺
で
あ

っ
た
。
華
僑
輸
入
商
の
全
体

平
均
取
引
量
は
、
日
本
人
輸
入
商
の
そ
れ
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
決

し
て
低
い
水
準
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
別
の
輸
入
商
の
な
か
に
は
三

井
物
産
や
三
菱
商
事
と
同
じ
水
準
に
い
る
も
の
が
い
た
と
こ
ろ
か

ら
、
華
僑
輸
入
商
は

一
度
に
多
量
の
日
本
製
品
や
中
国
製
品
を
取
引

し
う
る
資
金
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
わ
か
る
こ

と
は
、
こ
の
華
僑
輸
入
商
の
取
り
扱
う
綿
布
品
種
は
、
日
本
製
品
の

輸
入
取
引
に
限
定
し
た
場
合
、
比
較
的
に
他
の
輸
入
商
の
取
引
品
種

と
重
な
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
華
僑
輸
入
商
は
、

日
本
製
品
を
輸
入
す
る
場
合
、
他
の
輸
入
商
と
の
競
合
を
避
け
る
よ

う
に
取
引
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
は
、
こ
の

華
僑
輸
入
商
の
も
う

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
を
輸

入
す
る
欧
州
系
輸
入
商
ら
の
取
引
綿
布
の
種
類
を
み
る
と
、
華
僑
輸

入
商
の
輸
入
す
る
日
本
製
品
の
綿
布
品
種
と
重
な
る
も
の
が
多

い
点

で
あ
る
。　
一
九
二
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
市
場
に
お
い
て
は
、
日
本
製
品

と
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
競
合
が
生
じ
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
後
退
が
強
く

問
題
視
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
競
合
は
、
輸
入
商
の
レ
ベ
ル
で
み
た

場
合
に
は
、
西
欧
人
貿
易
商
と
日
本
人
貿
易
商
と
の
競
争
で
は
な

く
、
む
し
ろ
華
僑
輸
入
商
と
の
競
争
の
問
題
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
製
品
の
ア
ジ
ア
市
場
に
お
け
る
国
際
競
争
力
は
、
東
南
ア

ジ
ア
市
場
に
お
け
る
華
僑
通
商
網
の
反
応
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
中
国
製
品
を
輸
入
取
引
し
て
い
る
華
僑
輸
入
商

の
メ
ン
バ
ー

（表
３
の
③
）
に
目
を
む
け
て
も
窺
え
る
。
そ
こ
に

は
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
を
取
引
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー

（表
３
の
○
）
と

重
複
す
る
も
の
が
あ
り
、
と
く
に

（③
）
の
メ
ン
バ
ー
に
は
二
〇
年

代
ま
で
は
欧
州
品
を
取
引
し
て
い
た
も
の
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら

の
事
実
は
英
領
マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
製
品
は
華
僑
を
通
し
て



中
国
製
品
に
代
替
さ
れ
る
対
象
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
華
僑
通

商
網
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
に
と
っ
て
は
、
台
頭
著
し
い
中
国

製
品
と
の
競
合
問
題
が
重
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
の
特
徴
は
、
印
僑
輸
入
商
の
取
引
に
つ
い
て
で
あ
る
。
印
僑

輸
入
商
は
、
人
絹
織
物
の
輸
入
取
引
に
積
極
的
に
関
わ
る
も
の
の
、

そ
の
他
の
品
種
で
は
日
本
人
輸
入
商
が
取
引
す
る
も
の
に
参
入
す
る

傾
向
を
有
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
印
僑
輸
入
商
が
日
本
人
輸
入
商
に

た
い
し
て
競
合
的
な
取
引
に
出
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
む
し

ろ
日
本
人
通
商
網
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
た

い
。
印
僑
が
、　
一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
華
僑
の
対
日
本
製
品
ボ
イ

コ
ッ
ト
運
動
に
乗
じ
て
日
本
製
品
取
引
に
参
入
し
た
こ
と
は
よ
く
指

摘
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
印
僑
は
日
本
人
輸
入
商
が
華
僑
の
排
日
運

動
に
直
面
し
た
時
に
、
日
本
人
輸
入
商
の
取
り
扱
う
品
種
の
輸
入
取

引
に
関
わ
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。
満
洲
事
変
後
の
華
僑
の
対
日

本
製
品

「ボ
イ
コ
ッ
ト
の
お
陰
で
面
目
を

一
新
し
、
す

っ
か
り
土
台

を
固
め
た
カ
ン
ボ
ン
・
ヂ
ァ
フ
の
印
度
人
商
店
」
と
評
さ
れ
た
よ

う
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
印
僑
輸
入
商
は
、
日
貨
排
斥
運
動
に
直
面

し
た
日
本
人
輸
入
商
に
代
わ
っ
て
日
本
製
品
の
輸
入
取
引
に
参
画
す

る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
日
本
人
通
商
網
に

課
せ
ら
れ
た
通
商
上
の
制
約
を
補
完
す
る
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ

フ
一

。先
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
は
、
製
品
の
販
売
市
場
の
確

保
と
言
う

「産
業
」
的
利
害
と
、
植
民
地
か
ら
の
毎
年
の
支
払
の
円

滑
化
と
い
う

「
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
」
的
経
済
利
害
の
二
つ
に
即
し

て
、
植
民
地
の
通
貨
を
割
高
に
設
定
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、　
一
九

三
二
年
以
降
の
日
本
の
通
貨
切
り
下
げ
と
呼
応
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の

「通
貨
切
下
」
圏
と
、
東
南
ア
ジ
ア
。南
ア
ジ
ア
の

「通
貨
割
高
」

圏
の
対
照
を
形
成
し
た
。
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
を
形

成
す
る
基
本
的
な
制
度
的
条
件
は
、
こ
の
通
貨
政
策
の
対
照
性
で

あ

っ
た
。
し
か
し
、
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
対
照
性
に

た
い
し
て
、
華
僑

・
印
僑
通
商
網
が
強
く
反
応
し
、
イ
ギ
リ
ス
本
国

の
英
領
マ
ラ
ヤ
ヘ
の
輸
入
割
当
制
の
実
施
に
よ
っ
て
も
、
日
本
製
品

に
は

「数
字
的
影
響
殆
ど
な
く
、
割
当
前
年
と
同
等
輸
入
勢
力
を
記

録
」
し
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
ア
ジ
ア
市
場
に
お
け
る

国
際
競
争
力
は
、
東
南
ア
ジ
ア
市
場
に
お
け
る
華
僑
通
商
網
の
反
応

に
強
く
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
印
僑
通
商
網
は
日
本
人
通

商
網
を
補
完
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
華
僑

と
印
橋
が
、
こ
う
し
た
通
貨
政
策
の
対
照
性
に
敏
感
に
反
応
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
が
植
民
地
に
有
す
る
二
つ
の
経
済
利

害
の
う
ち
、
「産
業
」
的
利
害
が
副
次
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
結
果

ア′5



が
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
本

国
の
対
ア
ジ
ア
植
民
地
利
害
は
、
幸
僑

・
印
僑
通
商
網
の
反
応
を
通

し
て
、
「
サ
ー
ビ
ス

・
金
融
」
利
害
に
比
重
を
移
す
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

（２
）
西
欧
人
輸
入
商
内
に
お
け
る
対
立

次
に
、
英
領
マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
西
欧
人
輸
入
商
の
動
き
を
検
討
し

た
い
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
輸
入
取
引
に
は
西
欧

人
輸
入
商
が
集
中
し
て
い
た
。
西
欧
人
輸
入
商
の
メ
ン
バ
ー
を
整
理

し
た
表
５
を
み
る
と
、
西
欧
人
輸
入
商
の
上
位

（③
の
１
～
６
）
は
、

エ
ド
ガ
ー

・
プ
ラ
ザ
ー
ス

（Ｕ
辞
鶴

”
８

，
０
あ

③
１
３
、
④
１
１
）

の

一
社
を
除
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
輸
入
に
特
化
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
単
な
る
輸
出
入
業
だ
け
で
な
く
、

錫
、
ゴ
ム
生
産
事
業
や
保
険
業
務
に
関
わ
る
多
角
的
経
営
体
で
あ
る

場
合
が
多
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
製
品
の
輸
入
業
務
は
そ
の

一
環

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は

「欧
州
人
ば
か
り
の
貿
易
会

社
が
出
来
て
大
い
に
英
国
品
を
売
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
重
役
会
議

の
結
果
、
ど
う
し
て
も
八
割
は
日
本
品
を
扱
わ
な
け
れ
ば
算
盤
が
採

れ
な
い
と
云
う
事
に
決
定
し
、
支
配
人
が
態
々
仕
入
れ
芳
々
日
本
視

察
に
行

っ
た
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
西
欧
人
輸
入
商
の
な
か
に
お

い
て
も
日
本
製
品
の
輸
入
取
引
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
製
品

の
輸
入
取
引

に
関
わ
っ
た

エ
ド

ガ
ー

・
プ
ラ
ザ
ー
ス

０
お
ミ

ω
【ｏ
”ぎ
こ

の
場
合
を
み
る
と
、
同

社
は
、
輸
出
入
業
務
に
専
念
す
る
企
業
で
あ
り
、
日
本
製
品
の
輸
入

取
引

に
関

わ
る
∪
蘇
訂
】ヨ

（④
ｌ
Ｈ
、
⑬
ｌ
と

、
∵
く
い配

ぢ
お
∽

（④
１
５
、
③
ｌ
せ

も
同
様
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
多
角
的
な
事

業
体
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
輸
出
入
業
を
主
体
と
し
た
企
業
の

場
合
に
は
、
有
益
な
日
本
製
品
の
取
引
は
選
好
の
対
象
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
エ
ド
ガ
ー
・プ
ラ
ザ
ー
ス
は
、
本
社
を
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
も
つ
貿
易
商
で
あ
り
、
チ
ャ
ー
タ
ー
ド
銀
行
か
ら
円
資
金
を
調

達
し
て
、
「
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ｏ
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
」
と
し
て
日
本
製
品

の
輸
入
に
関
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
同
社
は
、
二
〇
年
代
末
ま
で
は

欧
州
製
品
の
輸
入
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、
三
〇
年
代
の
初
め
に
は
有

益
な
日
本
製
品
の
輸
入
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
、
マ

ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
ス
ラ
バ
ヤ
、
バ
ン
コ
ク
、
そ
し
て
大
阪
に
支
店
を

有
し
て
い
た
。

西
欧
人
輸
入
商
に
お
い
て
も
、
通
貨
政
策
の
対
照
性
に
反
応
し
、

英
国
製
品
以
外
の
商
品
の
輸
入
取
引
を
選
好
す
る
勢
力
が
存
在
し
た

こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
が

「外
国
織
物
輸
入
割
当
」
制
の
施
行
を

776



表 5 シンガポールにおける西欧人綿布輸入商 (1934年 6～ 12月 )

④日本製品                              (単 位 :千備)

③イギリス製品

表 2と 同じ

表 2と 同じ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Eclgar Brothers, Ltd.
William Jacks & Co.
Harper Gilfillan & Co.

Boustead & Co.
Irving Jones & Co.
Straits Java Trading Co.
L. E. Tels & Co. Trading Society

G. W. Haumma & Co.
Borneo Sumatra Trading Co.

J. S. Bros. & Co.
Diethelm & Co.

J. Witt
Guthrie & Co.
Paterson Simons & Co.
Hagemeyer Trading Co.
American Lloyd Agency, Ltd.

Societa Commercial Orientale

B3
B17

B7
B18
B16
B13

B9

B ll

B15

B10

欧州品

*

欧州品

欧州品

欧州品

*

口
ｍ

小
川
＊

欧

輸出入,不動産,鉱山,海
運(浅野物産との取弓D
①の 7

⑬の18

③の13

③の 9

①の11

①の15

総合商

③の10

その他とも計 18社

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ７

　

Ａｌ４

Ａ６

Ａ２

Ａ５

1,419

1,396

1,118

1,062

783

口ｍ
口ｍ

州

洲

欧
欧

口ｍ
′―、卜
月

＊

＊

欧

欧州品

欧州品

*

欧州品

欧州品
欧州品

*
*

欧州品
欧州品

ゴム,スズ取]ヽ 俄 欧州品輸入商
コミッション・マーチャント

輸出ん支店はロンドン,マンチェス
ター,バンコク,ス ラベヤ,大阪
机 賊 自颯 縮はロンドン

不動産,保険ち鉱物,ゴ
ム取弓L欧州品輸入業
オランダ商
不動産,海運,保険,輸入業
保険,輸入
輸入。本店はスイス
オランダ商
不動産,保険,鉱 山,プ
ランテーション,総合商

オランダ商

不重板彗龍 紹檜籠鷺枯はロンドン

総合商,海運
コミッション・マーチャント
オランダ商

１

２

３

　

４

５

　

６

７

８

９

１０

■

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Henry Waugh & Co.
Watts & Co.
Edgar Brothers, Ltd.

Brinkmann & Co.
Barlow & Co.

Trading Co. "Holland"
Boustead & Co.
Jackson & Co.
Diethelm & Co.
Societa Commercial 0rientale
Guthrie & Co.

A. & S. Henry & Co.
L. E. Tels & Co. Trading Society

Singapore Trading Co.
Paterson Simons & Co.
Straits Java Trading Co.
William Jacks & Co.
Irving Jones & Co.
International "Rotterdam"
Adamson Gilfillan & Co.

その他とも計 34社
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求
め
た
と
き
に
、
「海
峡
植
民
地
英
商
協
会
委
員
会
」
は

「輸
入
割

当
制
を
適
用
す
る
の
不
可
」
な
る

「陳
情
書
」
を
本
国
植
民
地
省
に

提
出
し

（三
四
年
六
月

一
一
日
）、
ま
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
立
法
議
会

に
お
い
て
も
民
間
議
員
七
名
か
ら

「割
当
制
に
反
対
」
す
る
投
票
が

な
さ
れ
た

（三
四
年
六
月

一
一
日
）
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。
英

商
協
会
委
員
会
の
割
当
制
導
入
反
対
の
理
由
は
、
英
領
マ
ラ
ヤ
は
本

来

「原
料
産
出
地
」
で
あ
り
、
「物
資
集
散
通
過
」
機
能
を
維
持
す

る
こ
と
が

「生
命
」
で
あ
り
、
通
商
制
限
策
に
は
基
本
的
に
反
対
す

る
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り

「飽
迄
通
商
自
由
主
義
に
立

脚
し
、
繁
栄
を
維
持
す
る
方
、
些
々
た
る
輸
入
制
限
よ
り
得
可
き
利

益
よ
り
も
、
遥
に
英
帝
国

の
為
有
利
な
り
」
と
す
る
も

の
で
あ

（３０
）

っ
た
。

し
か
し
、
結
局
、
議
会
で
は

「官
吏
議
員
十
名
の
賛
成
」
に
よ

っ

て
割
当
制
の
実
施
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
決
定
を
促

し
た
の
が
、
輸
入
商
内

の
利
害
対
立
で
あ

っ
た
。
民
間
の
な
か
に
お

い
て
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
輸
入
増
を
企
図
し
て
、
割
当
制
の
実
施
を

強
く
主
張
す
る
勢
力
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
存

在

が
、
英

国

製

品

輸

入

の
首
位

に

い
た

ヘ
ン
リ
ー

・
フ
オ
ー

（口
ｏ
Ｒ
く
　
ヨ
”
」
ｍ
〓
―
表

５
の
○
１
１
）
の
デ

イ

ヴ
ィ
ス

（ｒ
　
＞
・

∪
ミ
【ｏ
し

で
あ

っ
た
。
同
社
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
本
社
を
置

き
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
品
の
輸
入
取
引
の
代
理
店
を
多
く
つ
と
め
る
輸
入
商

で
あ

っ
た
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
多
角
的
な
事
業
体
を
構
成
し
て

お
り
、
輸
入
業
務
だ
け
に
特
化
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
綿
布
輸
入
取
引
の
記
録
が
見
あ
た
ら
な
い

と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
三
〇
年
代
に
新
た
に
取
引
に
参
入
し
た
新

興
勢
力
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（表
５
）。
同
社
の
こ
う
し
た
性

格
が
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
求
め
る
輸
入
割
当
制
を
強
く
支
持
す
る
姿
勢

を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
社
が

「委
員
会
に
選
出
さ
れ
て
い

る
企
業
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
製
品
の
取
引
に
深
い
関
心
を
も

っ
て
お

ら
ず
」
と
批
判
し
、
自
ら
を

「少
数
派
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
英
商

協
会
委
員
会
は
有
益
な
日
本
製
品
の
輸
入
を
選
好
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
民
間
内
の
対
立
が
表
面
化
し
て
は
、
「割

当
制
度
に
対
す
る
反
対
は
明
ら
か
に
信
頼
を
失

っ
て
い
っ
た
」
の
で

あ
る
。

ま
と
め

に
か
え

て

一
九
二
三
年
以
降
の
英
領
マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
綿
布
輸
入
状
況
を
み

た
の
が
表
６
で
あ
る
が
、
か
く
し
て
実
施
さ
れ
た
外
国
織
物
輸
入
割

当
制
の
継
続
に
よ
っ
て
、
日
本
製
品
の
輸
入
量
は
二
五
年
以
降
に
減

少
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
二
五
年
以
降
の
約
五
〇
〇
〇
万
碍

′′8



表6 英領マラヤにおける各国綿布輸入

年代
輸入量 (千115) 単価 (ド ル/千ヤール)

日本 イギリス 中国その他 計 日本 イギリス 中国その他 平均

99,465

99,239

53,755

53.033

25,877

29,007

33,340

38,052

19,561

16,158

16,553

23,326

145,903

144,404

103,648

114,411

90 0

95.4

94.3

91.8

190.9

185.7

186.7

176 5

26 9

23 5

32 1

164

112

117

130

124

資料 :『内外綿業年鑑』昭和13年版,日 本綿業倶楽部,1938年 12月 ,「諸統計表」の174頁。

の
日
本
製
品
輸
入
水
準
は
、
日
本

製
品
の
輸
入
実
績
と
し
て
は
三

一

年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
水

準
は
割
当
制
の
企
図
す
る
も
の
で

あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
は
対

英
協
調
的
な
姿
勢
を
み
せ
る
こ
と

で
、
通
商
関
係
を
維
持
し
た
と
評

価
で
き
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
側
に

お
い
て
も
、
三
七
年
春
に
は
、
こ

う
し
た
割
当
制
の
継
続
下
に
お
け

る
規
制

「緩
和
」
が
、
日
本

へ
の

宥
和
政
策
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と

自
体
が
外
交
政
策
の
選
択
肢
に
な

り
う
る
程
に
、
日
本
と
英
領
マ
ラ

ヤ
と
の
通
商
関
係
が
実
態
と
し
て

存
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

」た
。そ

し
て
、
さ
ら
に
注
意
し
た
い

の
は
、
日
本
製
品
の
輸
入
に
規
制

が
加
え
ら
れ
つ
つ
も
、
他
方
に
お
い
て
中
国
製
品
の
輸
入
が

一
九
二

六
年
か
ら
増
え
て
き
た
点
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
中
国

製
品
の
輸
入
増
加
は
二
五
年
の
中
国
の
幣
制
改
革
後
に
お
け
る
通
貨

切
り
下
げ
に
よ
る
輸
出
促
進
の
結
果
で
あ
り
、
華
僑
通
商
網
を
通
し

て
中
国
製
品
と
代
替
関
係
に
あ

っ
た
イ
ギ
リ
ス
製
品
は
、
改
め
て
競

争
圧
力
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

華
僑
通
商
網
を
通
し
た
中
国
製
品
の
輸
入
増
加
が
、
三
七
年
以
降
の

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
に
よ
る
対
日
本
製
品
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
の
継
続

を
支
え
る
条
件
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。　
一
九
二
七
年
の
日
本
製
品
の

輸
入
に
占
め
る
華
僑
輸
入
商
の
取
引
割
合
は
二
七
％
、
印
橋
は
三

九
％
、
日
本
人
は
三
〇
％
、
欧
州
系
は
五
％
と
い
う
構
成
で
あ

っ
た

が
、
日
中
戦
争
の
勃
発
後
の

一
九
三
八
年

一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
六

カ
月
間
に
お
い
て
は
、
華
僑
の
輸
入
割
合
は
三
％

へ
と
急
激
に
減
少

し
、
印
僑
五
六
％
、
日
本
人
三
九
％
、
欧
州
人
三
％
と
い
う
構
成
に

変
化
す
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
日
本
製
品
を
め
ぐ
る
華
僑
輸

入
商
の
退
場
を
支
え
た
の
は
、
上
海
と
香
港
を
通
し
た
中
国
製
品
の

輸
入
増
加
で
あ
っ
た
。
と
く
に

「新
嘉
岐
を
中
心
と
し
て
見
た
る
華

僑
の
支
那
人
客
荷
物
の
動
き
と
云
う
も
の
は
、
新
嘉
崚
か
ら
香
港
と

云
う
間
が
非
常
に
多
い
」

と
い
う
状
況
が
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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（１
）

杉
原
薫

『
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書

房
、　
一
九
九
六
年
二
月
。

（２
）

濱
下
武
志

『朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
近
代
ア
ジ
ア
』
岩
波
書
店
、　
一

九
九
七
年
五
月
。

（３
）

杉
原
薫
氏
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
。
事
例
と
し
て
は
福
建
人
を
対

象
に
し
た
、
陳
天
璽

「儒
教
文
明
と
華
商

の
経
済
活
動
」
（比
較

文
明
会

『比
較
文
明
し　
一
三
、　
一
九
九
八
年

一
月
）
を
参
照
。

（４
）

杉
原
薫

「近
代
ア
ジ
ア
経
済
史
に
お
け
る
連
続
と
断
絶
―
―
川

勝
平
太
・濱
下
武
志
氏
の
所
説
を
め
ぐ

っ
て
―
―
」
翁
社
会
経
済

史
学
』
第
六
二
巻
第
二
号
、　
一
九
九
六
年
）
。

（５
）
　
”
　
ｒ
】簿
】ｏ
”
●
０
フ
■
∽
ヨ
一け，
お
０
９
ン
ヽ
ミ
礎
と
いヽ
ヾ

，

ｓ
ｓ
でヽ
ぼ
ミ
ヽ

ざ
ヨ
％ｐ

ｒ
ｏ
●
Ｏ
ｏ
５
・
Ｈ８
ｒ

佐
々
木
淳

「
日
本
の
工
業
化
と
産
地

綿
織
物
業
に
お
け
る
力
織
機
導
入
後

の
前
貸
し
問
屋
制
」
亀
社
会

経
済
史
学
』
第
六
四
巻
第
六
号
、　
一
九
九
九
年
）
。

（６
）

天
野
健
雄
編

『英
国
植
民
地
の
織
物
輸
入
割
当
制
』
東
京
商
工

会
議
所

（商
工
調
査
第
五
三
号
）

一
九
二
四
年

一
一
月
、
七
頁
。

（７
）

Ｐ

●
Ｊ

●
ケ
イ
ン

・
Ａ

・
Ｇ

・
ホ
プ
キ
ン
ス

（木
畑
洋

一
。
旦

祐
介
訳
）
『ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義

の
帝
国
　
一
ご

名
古
屋

大
学
出
版
会
、　
一
九
九
七
年
四
月

（原
書
は
、
フ

〕

ｏ
”
ョ

”
●
０

＞
　
〇
　
口
ｏ
ｏ
こ
●
ρ
ω
ミ
ミ
∽き
ヽ
選
ヽ
ヽ
工
ヽ
ンヽ
ド
「６
ミ
∽み

ヽ
８
ヽ
υ
ｓヽ
も
ヽ
‐

●ヽ
ミ
ミヽ
こ
ο
ド
　ヽ
』
も
ヽ
嶽
，』
も
つ
ｐ
　
ｒ
Ｏ
●
”
●
ｐ”
５
宝
［Ｏ
Ｌ
∽ｏ
）
ＨΦ
Φ
∞
し
。

（８
）

前
掲

『
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
』
第
四
章
。

（ｎソ
）
　
ω
”
∽“
α
ｏ
く
０

，
”
一”の
ユ
一
り
いヽ
ヽ
ｏ
　
い
ヾ
まヽ
い
ヽ
ド
ヽ
」町
ミ
Ｓ
ミヽヽ

ぃヽ
ヽ
８
，

３ヽ
ミ
ミ

ヽ
ド
ヽ
い
ミ
ヽ
∽ド
ヽ
Ｒ
Ｃヽ

き

ヽ
ド
ヽ
ミ

』
℃
い
０
い
Ｏ
ω
●

Ｏ
Ｘ
いｏ
【Ｑ

Ｃ
●
【く
ｏ
『２
く̈
り
【ｏ
∽́

∪
２

，
計
Ｈ
ｏ
ｏ

，
０

，
”
０
けｏ
【
０
至公
昭
小。

（１０
）

以
上
の
根
拠
は
、
秋
田
茂

・
籠
谷
直
人
編

『
一
九
二
〇
年
代
の

ア
ジ
ア
国
際
秩
序
』
漢
水
社
、
第

一
章

（近
刊
）。

（Ｈ
）

こ
れ
ま
で
の
世
界
経
済
史
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
通
貨

政
策
の
対
照
性
を
背
景
に
し
た
東
ア
ジ
ア
製
品
の
輸
出
促
進
の
構

造
に
対
し
て
、
「
オ
タ
フ
体
制
」
や

「
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・ブ

ロ
ツ

ク
」
圏
の
形
成
は
否
定
的
に
作
用
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
各
地
域
の

対
欧
米
貿
貿
易
は
輸
入
の
拡
大
で
は
な
く
、
反
対
に
輸
出
の
拡
大

を
結
果
し
て
い
た
。
こ
の
第

一
次
産
品
を
内
容
と
す
る
対
欧
米
輸

出
の
回
復
は
、
ま
さ
に

（２
）
に
即
し
た

（Ｂ
）
を
企
図
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
三
〇
年
代
の
オ
タ

フ
体
制
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
製
品
の
輸
出
市
場
確
保
の
利
害
を
優
先

し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
対
ポ
ン
ド
為
替
レ
ー
ト
を
固
定

さ
れ
た
植
民
地
の
貿
易
黒
字
の
回
復
を
企
図
し
た
貿
易
調
整
の
シ

ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
本
国

の
対
外
経
済
政
策
は
、
帝
国
特
恵
制
度
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
本
国

の
製
品
輸
出
拡
大
に
重
点
を
置
い
た
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
植
民
地
の
第

一
次
産
品
輸
出
の
回
復
を
通
し
た
貿
易
黒
字
の
確

保
を
、
帝
国
圏
内
で
調
整
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
あ

っ
た
と
言

え
る
。

一
九
二
〇
年
代

の
前
半

に
は
、
日
本
と
イ
ギ
リ

ス
・
オ
ラ
ン
ダ

の
両
本
国
と
の
綿
業
通
商
摩
擦
の
激
化
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
、
ア
ジ
ア
植
民
地
の
第

一
次
産
品
の
恒
常
的
な
購
入
者
と
し

て
参
加
す
る
姿
勢
を
日
本
か
ら
引
き
出
す
た
め
の
舞
台
一異
に
す
ぎ

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
不
況
下
の
ア
ジ
ア
植
民
地
は
低
廉
な

720



日
本
製
品
を
社
会
政
策
的
な
観
点
か
ら
も
強
く
求
め
て
お
り
、
本

国
も
植
民
地
に
お
い
て
歓
迎
さ
れ
る
日
本
製
品
の
輸
入
規
制
に
積

極
化
で
き
な
い
状
況
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
三
〇
年
代
の
日
本
の

「集
中
豪
雨
」
的
な
輸
出
拡
大
は
、
不
況
下
の
南
ア
ジ
ア

・
東
南

ア
ジ
ア
に
と
っ
て
は
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
・
オ

ラ
ン
ダ
の
両
本
国
が

「
サ
ー
ビ
ス
。金
融
」
利
害
に
比
重
を
移
す

な
か
で
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
通
貨
政
策
の
対
照
性
を
背
景
に
し

た
、
三
〇
年
代
の
相
互
補
完
的
な
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
の
諸
相

の
一
つ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て

は
欧
米
へ
の
第

一
次
産
品
輸
出
の
拡
大
を
通
し
た
購
買
力
の
回
復

が
、
低
廉
な
日
本
製
品
に
向
か
う
構
造
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
注
目
し
た
い

（同
前
）
。

（・２
）

当
房
盛
吉
編

『
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
中
心
に
同
胞
活
躍
　
南
洋
の

五
十
年
』
南
洋
及
日
本
人
社
、　
一
九
三
七
年
四
月
、
三
二
七
頁
。

（‐３
）

南
洋
協
会
新
嘉
岐
商
品
陳
列
所

『英
領
馬
来
に
於
け
る
綿
布

（附
人
絹
布
と
　
一
九
三
五
年

一
一
月
、
八
二
頁
。

（‐４
）

神
戸
の
印
僑
に
つ
い
て
は
、
「気
の
儘
に
往
復
す
る
小
商
人
の

数
も
少
な
か
ら
ざ
る
と
他
に
神
戸
に
て
も
人
種
別
、
宗
教
別
の
対

立
が
相
当
根
強
い
や
う
で
こ
れ
等
の
為
に
和
と
一
致
を
欠
」
く
と

評
さ
れ
て
い
た

（神
田
末
保

「本
邦
に
於
け
る
印
度
商
人
」
、
神

戸
貿
易
同
志
会

『同
志
』

一
四
号
、　
一
九
三
九
年

一
月
、
二
六

―
三
〇
頁
）
。
実
際
に
イ
ン
ド
商
業
会
議
所
が
設
立
さ
れ
る
の
は

一
九
二
七
年
と
、
か
な
り
遅
れ
る
の
も
、
印
僑
社
会
内
の
協
調
性

の
不
足
が
背
景
で
あ
っ
た

（金
谷
熊
雄

「神
戸
と
イ
ン
ド
」
、
『日

印
文
化
』
二
号
、
関
西
日
印
文
化
協
会
、　
一
九
六

一
年
、
二
九

―
三
〇
頁
）
。

（・５
）
　
∽
ゴ
一日
ご
０
国
守
ｏ
∽〓
】
“
●
０
国
守
”
″
”
ヨ
”
国
〓
ｏ
∽ゴ
〓
ヽ
も
ヽ
ド
ヽ
ミ
ヽ

∽
ミ
咀
Ｓ
ｓ
ヽ

き

き
ヽ
　

マヾじ
ミヽ

的
Ｓ
ｓ
ο
ミ
ヽ
ヽ
Ｓ
ヽ
ミ
げ

”
Ｓ
ヽ
も
ミ
ヤ

ヽ
ヽ
ヾヽ
ド
ｔ
や
ドヽ
ざ

∽
ぶヽ
睫
ミ
）や
ヽ
い
“
Ｎ
つ
ヽ
い
ヽ
い

”
ｏ
●
Ｌ
ｏ
∞
ｐ
Ｈ
ｏ
Ｏ
Ｐ
や

∞
『

（‐６
）
　
〇
『“
】
口
お
けｏ
『く

∪
ｏ
も
”
【”ヨ
ｏ
●
一
　
∽
ミヽ
”
Ｓ
ｔ
ヽ
　
「
さ
ヽ
Ｒ
δ
　
ミ

９
Ｃヽ
Ｓ
ο
ヽ

「
お
ヽヽ
Ｒ

〔【お

＞
８
８
Ｑ
と
が

（‐７
）

前
掲

「本
邦
に
於
け
る
印
度
商
人
」
三
〇
頁
。

（・８
）

Ｄ
Ｓ

Ｓ
ゝ
ヽヽ
ド
∽
も
ヽ
き
ヽ
印
べ
き
き

０

べヽ

きヽ
０

』
崚
弼
Ｌ
ν
ｗＳ
Ｏ
ド

南
埜
猛
、
工
藤
正
子
、
澤
宗
則

『日
本
の
南
ア
ジ
ア
系
移
民
の
歴

史
と
そ
の
動
向
』
（デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
ペ
ー
パ
ー

・
文
部
省

科
学
研
究
費
・特
定
領
域
研
究

（Ａ
し
、　
一
九
九
七
年
七
月
。

（‐９
）

富
永
智
津
子

「
日
本

の
イ
ン
ド
人
移
民
」
（
『
ア
ジ
研
　
ワ
ー

ル
ド

・
ト
ン
ン
ド
』
第
八
号
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、　
一
九
九
五

年

一
二
月
―
九
六
年

一
月
）

一
五
頁
。
詳
細
は
、
同

「
イ
ン
ド
人

移
民
社
会
の
歴
史
と
現
状
―
―
横
浜
。東
京

。
神
戸

。
沖
縄
―
―
」

（
日
印
文
化
』
創
立
二
五
周
年
記
念
特
集
号
、
関
西
日
印
文
化

協
会
、　
一
九
九
四
年

一
月
、
五
八
―
九
五
頁
）

（
２０
）
　
”
“
一ｏ
∽
ヨ
”
【
く
＞
ヨ
０
”
】”
く
”
●
“
　ヽ
ω
【
Ｏ
ヨ
●
・　
６
ヽ
ヽ
お
ヽ
　ヽ
ヽ
べ
ヽ

嘲
ド
、
ｓヽ
べ
ｓ
ｓｓ
が
、
さ
　
」ｓ

∽
ο
ｓ
ヾ
い
ヽ
変

ゝ
∽
き
　ヽ
∽
ｒ

〓
”
【
一】５
、∽

「
『ｏ
∽∽ヽ
　
ＰΦ
Φ
卜
ヽ
も
ｏ
・
一
〇
『
，い
Ｏ
Φ
・

（２‐
）
　
∽
〓
８
Ｓ
」
国
〓
ｏ
∽，
い
”
●
０
国
牢
”
庁
“
１
”
口
〓
ｏ
∽，
一
ヽヽ

ミヽ
ヽ
も
・

０
い

（２２
）

武
井
啓
治
郎
編

『織
物
要
鑑
』
東
京
信
用
交
換
所
大
阪
支
店
、

一
九

一
八
年
六
月
、
兵
庫
県
の

一
七
頁
。

′2′



（２３
）

山
川
茂
雄
編

『京
阪
神
に
お
け
る
事
業
及
人
物
』

一
九

一
九
年

九
月
、
「
ち
」
二
頁
。

（２４
）

東
亜
研
究
所

『第
三
調
査
委
員
会
報
告
書
―
―
南
洋
華
僑
抗
日

救
国
運
動
の
研
究
―
―
』

一
九
四
五
年
七
月
、
四

一
八
頁
。

（２５
）

前
掲

『
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
中
心
に
同
胞
活
躍
　
南
洋
の
五
十

年
』
一壬
一≡
一頁
。

（２６
）

前
掲

『英
領
馬
来
に
於
け
る
綿
布

（附
人
絹
布
と
　
一
〇
九
頁
。

（２７
）

前
掲

『
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
中
心
に
同
胞
活
躍
　
南
洋
の
五
十

年
』
三
二
九
頁
。

（２８
）

輸
出
繊
維
統
計
協
会

『極
秘
情
報
　
大
阪
に
於
け
る
外
商
の
進

出
状
況
に
つ
い
て
』

一
九
五
〇
年

一
月
二
〇
日
。

（２９
）

υ
ミヽ
いざ
ぐ
ｏヽ

に゙
き

ｅヽ
ｓ
卜
ヽ
卜
ｒ
”̈

，
ｏ
ｍ
『“
ｏ
口
ｏ
あ
）望
●
”
”
ｏ
ｏ
『ｐ

ｏ
・
Ｈ
Ｈ
Ｈ

（３０
）

東
京
商
工
会
議
所

『英
国
植
民
地
の
織
物
輸
入
割
当
制
」
（商

工
調
査
第
五
三
号
）

一
九
二
四
年

一
一
月
、　
一
一
―
二
頁
。

（３‐
）

も
、ミ

ざヽ
ぐ

へ

ヽ
き
、δ
ヽ
』
ヽ
卜

Ｓ

ヽヽ
■

０
お
い
，ぉ
”

（３２
）

イ
ア
ン
・プ
ラ
ウ
ン

「
日
本
の
経
済
進
出
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

イ
ギ
リ
ス
資
本
」
（杉
山
伸
也
、
イ
ア
ン
・
プ
ラ
ウ
ン
編
著

『戦

間
期
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
摩
擦
―
―
日
本
の
南
進
と
ア
ジ
ア
・欧

米
―
―
』
同
文
館
、　
一
九
九
〇
年
八
月
）

一
八
四
―
五
頁
。

同
前
、　
一
八
五
頁
。

木
畑
洋

一
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
変
容
と
東
ア
ジ
ア
」
（前
掲

『
一
九
二
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
Ｌ
。

（
３５
）

”
と
。
の
１
”
『
く
＞
日
も
Ｌ
”
く
”
●
”
【
ω
【
ｏ
く
Ｐ

６
ｓ
も
きヽ
ヽ
ヽ
ド
ヽ

嘲
ミ

Ｓヽ
ヽ
８
ミ
あ
、
き

さヽ
∽
Ｓ
き
，”
ヽ
Ｌ

ヽ
∽
き
ヽ
９
・
〓
営
一〓

∽ヽ

「
イ
ｏ
∽∽
・　
いＯ
ｏ
卜
　ヽ
ｏ
も
・　
一
ＨΦ
ｔ一
Ｈ
Ｐ
・

（３６
）

楯
朝
二
郎
編

『南
洋
経
済
懇
談
会
報
告
書
』
南
洋
協
会
、　
一
九

四
〇
年

一
月
、
五
二
頁
。

（か
ご
た
に
　
な
お
と
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
教
授
）
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