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日

本

経

済
^
,

)
南

洋

貿

易

井

清

日
次

[

縫
ふ〃
期

t
l

膜
間
期

三

世
界
恐
慌
と
そ
の
固
相
期

E
]

戦
時
粁
漕
期

叫

碓

-lL
-

月

｢
J

⊥l其

,LJ

～
iJよ
新
平
紺
弘
即
穿
H
lLT強

打
な
試
討
･U
し
て
.
口
*
杵
柄
が
そ
の
雑
支
出
湘
南
津
貿
易
社
如
何
な
る
讃
味
に
於
て
p
尭

柁

如
何
な
る
形
に
於
て
必
要
と
し
た
か
が
､
主
と
し
て
貿
易
統
計
に
規
ほ
れ
た
面
を
中
心
と
し
て
と
-
上
げ
ら
れ
る
O
日
本
の
封
南

洋

貿
易
が
日
本
経
蛸
の
み
か
ら
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
な
く

甫
洋
経
済
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
を
必
要
と
す
る
と
と
は

言
ふ
ま
で
も
な
い
JJ
と
で
あ
る
が
､
し
か
も
こ
1
で
日
本
経
済
の
構
造
か
ら
南
洋
貿
易
が
と
-
上
げ
ら
れ
る
の
は
'
何
よ
り
も
先
づ

聞
損
が
日
本
の
立
場
に
於
て
把

へ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
と
云
ふ
最
も
根
本
的
な
方
法
的
要
諦
に
よ
る
の
で
あ
る
｡

今
後
隷
定
さ
れ
て
ゐ
る
南
洋
経
済
の
調
査
は
､
か
1
る
主
鰹
的
な
立
場
と
そ
の
立
場
か
ら
規
定
さ
れ
る
目
的
意
識
か
ら
の
不
可
分
離

的
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
､
さ
う
し
た
理
由
か
ら
問
題
は
先
づ
日
本
経
済
の
構
法
的
性
格
か
ら
山
費

す
る
｡
従
っ
て
こ
の
こ
と
は
国
際
貿
易
が

一
方
に
於
て
国
民
濯
碑
の
内
部
的
要
因
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
共
に
､
他
方
に
於
て
世

日
本
評
滑
と
南
洋
貿
易

第

二
番

二
二
九

第

一
班

二
二
九

/

番
Jノ.



阿…』
日
本
紅
野
と
南
洋
貿
易

第
二
番

二
三

〇

第

1
批

二
三
〇

兆
相
済
か
ら
の
外
部
的
な
制
約
を
受
け
る
と
の
認
識
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く

む
し

ろ
そ

れ

を
後
先
す
る
も
の
で
あ
る
｡

穂
じ
て
国
民
経
済
は
生
産
手
段
生
産
部
門
と
滑
聾
者
料
生
産
部
門
の
維
隈
に
於
け
る
再
卓
彦
の
過
程
と
し
て
最
も
科
尊
的
に
把
握

･r
レノV
TJ
と
が
で
資
'
そ
の
具
硯
的
検
出
の
う
ち
に
栴
鵜
的
性
格
が
明
確
に
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
､
此
所
で
弧
(
(J
ら
れ
る
日
ネ
溶
汐

.L
Lr1
.I

私
こ
と
な
-
'
そ

れ
を
新
に
再
編
威
し
､
そ
れ
か
基
礎
と
し
っ
IT.
そ
の
上
に
近
代
的
産
共
の
移
柾
が
企
て
ら
れ
る
と
云
ふ
形
を
と

っ
た
た
め
.
最
初
ょ
-
園
内
市
場
の
狭
院
と
従
っ
て
外
国
貿
易
依
存
と
云
ふ
性
格
を
持
っ
て
わ
た
.
而
も
先
進
諸
外
国
が
既
に
弼
占

賓
本
主
義
の
段
階
に
到
達
し
た
時
に
始
め
て
国
際
社
食
に
参
加
し
た
そ
の
極
度
の
後
進
性
は
'
完
全
た
関
税
自
主
構
な
-
し
て
産
業

革
命
を
推
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
極
め
て
特
殊
の
事
賛
と
な
っ
て
規
は
れ
'
英
国
が
自
由
貿
易
的
政
策
の
下
に
'
弼
逸
が
リ

ス
ト
的
保
護
関
税
の
下
に
推
行
し
た
と
と
ろ
の
も
の
を
'
わ
が
観
は
軍
備
力
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
行
は
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
o
軍
需
産
業
の
移
枢
'
軍
需
資
材
の
輸
入
の
た
め
に
'
洞
賛
資
料
生
産
部
門
と
-
わ
け
衣
料
生
産
部
門
は
必
然
的
に
輸
出
産
米
と

し
て
確
立
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
"
直
接
巣
村
の
努
働
力
を
某

喋

と
し
て
副
尖

(織
物
業
)'
或
ひ
は
間
接
に
農
村
の
生
活
水
準

に
制
約
さ
れ
る
低
労
銀
を
基
礎
と
し
て
.
わ
が
絹
業
及
び
綿
柴
が
従
来

わ
が
輸
出
産
業
の
大
宗
た
る
役
割
を
具
し
た
こ
と
は
A
の
知

る
通
-
で
あ
る
｡
し
か
し
同
じ
く
輸
出
産
業
と
し
て
確
立
さ
れ
た
衣
料
生
産
部
門
に
於
て
も
'
絹
業
と
綿
業
と
で
は
そ
の
意
義
が
や

1
典
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
ま
づ
製
糸
業
を
三
等
と
す
る
細
筆

二
分
化
行
程
は
'
萎
窯
か
ら
轍
物
に
至
る
卓
で
す

べ
て
土
着
産
業
と
し
て
確
立
さ
れ
､
輸
入
に
依
存
し
な
か
つ
た
と
云
ふ
意
味
に
於
て
は
､
絹
業
JJ
そ
わ
が
的
の
外
貨
獲
得
に
於
て
最

も
貫
大
政
役
割
を
果
し
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
祈
る
.
と
同
時
に
最
終
行
程
た
る
絹
織
物
業
を
除
い
て
そ
の
主
導
者
た
る
製
糸
菜
が
主



t

I

I

t
一1
1一】1
■

1
1

1
･
1

-
1,着
-

I-

-

=･-I
I･･･:

.

.･･･-
-

-

ノ･
･
･L/
!

董

卓

呈

1
1

と
し
て
ア
メ
リ
カ
ム
ロ
乗
組
の
密
偵
的
需
原
に
催
存
し
て
ゐ
た
鮎
は
注
目

せ
ら
れ
る

必
要

が

あ

る

.

即

ち

1
)

の
こ
と
は
わ

が
国の
輸
出

貿
易
を
'
必
謂
品
輸
出
の
場
合
に
比
し
て
極
め
て
脆
弱
な
基
礎
の
上
に
立
た
し
め
た
の
で
あ
る
O
開
園
以
来
そ
こ
に
濃
淡
の
差
は
あ

っ
た
に
し
て
も
､
わ
が
関
の
生
絹
貿
易
は
多
か
れ
少
な
か
れ
受
動
的
な
色
彩
を
持
ち
績
け
た
の
で
あ
-
'
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
政
策

に
よ
っ
て
左
右
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
こ
れ
に
封
し
綿
糸
紡
績
葦
を
主
導
と
す
る
絹
業
三
分
化
行
程
は
臭
っ
た
意
味
を
持
っ

て
ゐ
た
.
第

一
に
そ
れ
は
原
料
の
調
達
に
放
て
鵜
和
に
支
部
'
次
い
で
英
領
印
窪
､
語
ら
に
ア
メ
-
カ
合
某
国
に
伐
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
｡
し
か
し
帝
二
に
綿
糸
紡
績
柴
及
び
綿
織
物
兼
が
後
進
国
た
る
支
部

･
南
洋
を
目
標
に
確
立
せ
ら
れ
た
鮎
に
於
て
.

綿
菜
は
ま
た
和
光
と
異
つ
た
性
格
を
持
っ
て
ゐ
た
.
即
ち
生
糸
貿
易
の
受
動
的
性
格
に
勤
し
'
絹
貿
易
は
後
進
諸
国
の
必
需
晶
謂
要

に
向

け
ら
れ
'
経
っ
て
自
主
的
な
性
格
を
持
っ
て
わ
た
の
で
あ
ち
.
し
か
も
こ
の
自
主
的
貿
易
た
る
や
'
さ
き
に
指
摘
し
た
如
く
.
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た

G
確

立
期
に
於
け
る
綿
柴
関
係
者
の
貿
易
政
策
的

退

勤

が

､

一
般

後

進

関

の

や

う

に

綿

糸

布

輸
入
関

税

の
設
定

に

で
は

な

く
.

扶

封
に
綿
花
輸
入
関
欄

･
綿
糸
輸
出
閃
棟
の
碩
題
に
向
け
ら
れ
､

一
見
自
由
貿
易
的
な
表
情
を
呈
し
な
が
ら
'
そ
の
本
質
に
於
て
仝
-

別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
JJ
と
は
銘
記
せ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
.
こ
の
や
う
な
差
異
を
持
つ
に
も
拘
ら
ず
'
絹
讃
及
び
絹
業
が
完
全
に
資

本
主
義
化
し
て
ゐ
な
い
袋
村
を
直
接
或
仏
は
間
接
の
地
駕
と
し
て
確
立
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
軒
で
は
益
-
同
様
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
そ

の
基
礎
的
規
定
は
絹
業
及
び
絹
業
の
ほ
か

マ
ッ
チ
エ
業

･
陶
磁
器
工
柴
等
新
品
と
紙
栴
せ
ら
れ
る
斡
出
向
中
小
工
業
の
仝
般
に
貸
首

す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
･?
差
文

へ
な
い
や
う
で
あ
る
.

生
淋
貿
易
を
中
心
と
す
る
先
進
献
米
諸
国
と
の
貿
易
は
警
ら
-
別
と
し
て
'
明
軍

1+
年
か
ら
三
十
年

に
か
け

て
の
時

期
た
以

て

日
本
滞
滑
と
簡
汗
貿
易

第
二
塔

二
三

1

第

一
班

二
三

i

～

p



日
本
維
田
と
南
ij:貿
易

第
二
怨

二
三
二

第

一班

二
三
二

翻
さ
れ
る
日
本
経
怖
確
立
期
に
於
て
畢
印
に
問
題
と
た
っ
た
の
は
'
支
那
貿
易
で
あ
っ
た
｡
明
治
二
十
七
･
八
年
の
日
荷
拙
年
及
び

明
治
三
十
七

･
八
年
の
日
露
戯
率
に
於
け
る
わ
が
国
の
勝
利
は
'
こ
の
方
向
i
j
於
け
る
日
本
粍
碑
の
蟹
展
に
封
し
て
決
定
的
な
意
味

む

持
つ
監
史
11
.
わ
が
閲
消
曙
賓
料
生
涯
部
門
の
製
品
市
場
及
び
接
琵
争
規
律
薩
部
門
et.原
料
供
給
地
と
し
て
の
支
那
は
生
命
線
的

起

せ
よ

G

りt.)
の

や
う
な

意

味
に
放
て
.AJ
の
暗
賊
に
於
r1=
る
摘
挿
貿
易
は
=.

安
部
貿

易
に
封
し
て

附
随
的
な
役

割
し
か
楕

充
1.3㌦
管

泡

･
新
嘉
坂
等
の
仲
梢
貿
易
港
を
経
て
行
は
れ
る
間
接
取
引
多
く

支
那
人
商
人
の
手
を
経
る
も
の
で
あ
っ
た
o
明
治
四
十
四
年
に

放
け
る
関
税
自
主
権
の
確
立
と

明
治
四
十
五
年
に
於
け
る
南
洋
直
通
航
路
の
開
設
は
､
既
に
そ
の
後
の
貿
易
伸
張
を
預
定
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
'
弟

l
攻
大
戦
前
の
南
樺
貿
易
は
菅
に
微
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
O
南
洋
貿
易
が
わ
が
閑
貿
易
年
表
に
規
ほ
れ

た
の
は
.
比
律
賓
貿
易
明
治
二
十
年
'

悌
即
貿
易
明
治
二
十
七
年
.

蘭
印
貿
易
明
治
三
十

一
年
.

海
峡
相
民
地
貿
易
明
治
三
十
五

午
-
英
領
ボ
ル
ネ
オ
貿
易
唱
和
五
年
と
な
っ
て
ゐ
る
帆
.
そ
の
数
量
が
急
激
に
増
加
し
た
の
は
何
れ
も
S
二

次
世
界
大
戦
以
後
で
あ

る
｡
明
治
四
十
四
年
董
樽
銀
行
畿
行
の
小
冊
子
は
そ
の
年
に
至
る
十
年
間
の
南
洋
貿
易
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
ゐ
る
が
､
常
時
の

南
洋
貿
易
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
書
い
て
ゐ
る
O
『
我
国
の
南
洋
貿
易
は
最
近
に
重
-
て
漸
-
敬
遠
の
曙
光
を
認
め
た
る
も
の
に
し

て
今
後
の
開
拓
'
施
設
に
保
つ
も
の
砂
な
か
ら
ざ
る
な
り

･-

･････明
年
慶
よ
-
南
洋
直
接
航
路
の
閃
か
る
1
あ
-
'
又
本
行
は
諸

地
方
植
民
及
貿
易
補
助
機
関
た
る
の
職
茸
を
塞
さ
ん
と
し
て
各
種
の
調
査
に
勉
め
つ
1
あ
る
を
以
て
他
日
貿
易
補
助
械
閲
完
備
す
る

､

6I

に
重
ら
ば
我
が
南
洋
貿
易
も
亦
充
分
の
襲
展
を
罵
し
得
べ
き
や
明
か
な
-
O』
い
ま
昔
時
に
於
け
る
南
洋
貿
易
の
全

般
的
な
数
字
を

亦

hり

せ
ぽ
次
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
]研
斯
南
洋
貿
易
は
例
外
な
し
に
輸
入
超
過
で
あ
-
'
同
も
そ
の
喜
郎
は
何
れ
も

か
な
-
の
開
き
を

1) 安打一躍帯筋勃起 :日本貿易桔覚参照｡
2) 寡鞘銀行 :我圃貿易の大勢柵l二両蘇南汁貿易事情(明治四十四年)0
3) 日本貿易精寛盈薬･幣銀行前渦中朋子よ))作臥
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円
本
締
酒
と
南
洋
貿
易

第
二
奄

二
二
l四

第

一
批

二
三
円

示
し
て
ゐ
る
が
'
と
も
に
わ
が
閉
経
貿
易
術
中
に
於
て
占
む
る
割
合
は

1
割
に
満
た
す
.

微
々
た
る
も
の
で
あ

る
と
言

ふ
こ
と
が
出

郷
る
o

右
表
中
試
み
に
明
治
四
十
三
年
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
'

輸
出
に
於
て
は
わ
が
国
仝
亜
細
正
輸
出
の
八
人

K

%
'
全
せ
鼎

輸
出
の

三
三

九
%

p

輪
T<
に
放
て
は
わ
か
晒
会
唱
純
銀
輸
入
の
一
甲

四

.完
､

冬
牡
丹
怖
人
の
九
･

〇
四

%
宅
Jlilむ

る
忙
す
ぎ
な

い
G
醍

ら
に
同
年
の

東
郷
貿
易
符
と

比
較
三

七
と
】
劉
滋
析
出
新
教
カ
カ
〔
･⊂
=
LJj
lC

O
O
脚
.'･
あ
る
に
此
し
､
劉
柄
祥
輪
T:絶

額
は

一
四
､
九
六
六
t
C
O
O
園
で
あ
-
'

封
安
輸
入
が
六
八
㌧
五
六
九
､
0
0
0
胤
で
あ

る
に
此
L
F
封
筒
洋
輸
入
は
三
≡
..
二
〇

五
､
0
0
0
園
で
あ
る
0

度
ら
に
詳
細
を
知
る
た
め
に
明
治
四
十
二
1.%
を
例
に
と
っ
て
各
国
別
の
貿
易
構
成
に
関
す
る
統
計
を
描
げ
よ
う
;

わ
が
南
洋
貿
易
は
畢
初
よ
-
完
成
品
輸
出

小
原
料
品

日本封 俳印主要商品貿易甑

く明暗四十三年)
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線 描

輸也 細 織 物

組 織 qJ勿

鮒 メ リ ヤ ス

諒呂 ハ ン カ チ

陶 磁 器

ラムプ及同部分品

玩 具

石 炭

馬 鈴 繁

右性 茸

1拐

寒 天

輸
入
と
云
ふ
工
業
国
封
農
業
国
の
形
態
を
と
っ
て
ゐ
る

が
､唯
こ
の
時
期
に
放
て
目
立
つ
と
こ
ろ
は
､第

一
に
未

ガ

輸
出
品
中
に
拓
産
物
(鵬
･
袈
天
)'
凝
産
物

ハ馬
鈴
賛

杏
)

'
餌
産
物

(否
灰
)
等
原
始
生
産
物
が
相
骨
の
此
重

を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
-
'
こ
の
事
繁
は
わ
が
国
に

於
け
る
攻
本
主
義
の
確
立
が
多
分

に
驚
き
要
素
を
含
み

つ
･,
行
ほ
れ
た
と
云
ふ
こ
と
か
ら

説
明
さ
れ
う
る
と
考

4) 大赦者 :大 日本外国貿易年表より作製.
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ら
れ
る
｡
わ
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観
が
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格
的
な
エ
菜
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推
行
し
え
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日本封蘭印主要商品貿易朝
■(明治四十三年)
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易
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日
本
雑
折
と
南
拝
貿
易

第

二
啓

二

三

六

第

一
紙

二

三

六

た
の
は
'
人
の
知
る
通
り
碍

l
攻
甘
み
大
助
以
筏
で
あ
る
｡
第
二
に
後
に
輸
出
品
中
の
大
京
と

な
っ
た
絹
製
口州
の
比

重
が
極
め
て
小

で
あ
る
.
支
那
と
は
興
っ
て
院
洲
指
列
張
の
純
粋
植
民
地
で
あ
る
南
洋
は
.
俳
印
ゎ
.や
う
に
未
開
と
の
問
に
関
根
同
化
制
定

の
如
き

極
端
な
特
束
馴
庚
を
JJ
る
城
ム
H
は
勿
論
の
こ
と
'
自
由
粘
た
る
梅
峡
栂
民
地
.
康

弘は
自
由
貿
易
政
策
を
と
る
相
即
に
於
て
す
ら
本

桐

と

の

関

係

が

㍑

屯

照

は
LI
Jあ
っ
た
た

め

で
あ
る

o
In
-本
絹
黙
C川
の
浦
川均
LL
し
こ
の
本
格
的
i
L滋
味
把
持
･Jr.F;
め
る
の
は
､
締

.
L
J

大
戦

に

よ

っ

て

そ
れ

ら
植

民

地

と

本

鞘

と
の

関

係
が
遮
断
さ
れ
て
以
後
で
あ
る
｡

〓

展

開

期

第

1
次
世
鼎
大
故
が
わ
が
閥
産
業
の
獲
展
に
封
し
如
何
に
大
き
な
力
と
し
て
働
い
た
か
は
'
こ
1

で
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
-

周
知
の
通
-
で
あ
る
.
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
確
立
を
み
た
わ
が
囲
経
済
は
'
第

l
次
大
鼓
を
契
機
と
し
て
米
国

を
除
-
先
進
諸
外
国
が
助
渦
に
ま
き
込
ま
れ
'
生
産
力
の
破
壊
と
iE
場
の
喪
失
に
悩
み
つ
1
あ
る
間
に
.
i(
い
な
る
展
開
を
遼
げ
る

こ
と
が
出
祈
た
o
絹
業
二
分
化
行
程
の
主
導
者
で
あ
る
製

糸
業
は
'
主
要
輸
出
財
ア
メ
リ
カ
の
繁
柴
に
刺
戟
さ
れ
て
著
し
い
獲
展
を

途
げ
'
そ
の
間
片
倉

･
郡
是
等

の
大
賀
本
に
よ
る
褐
占
の
強
化
が
行
は
れ
た
O
取
前
既
に
輸
出
物
に
於
て
ほ
機
械
糸
に
よ
る
坐
綿
糸

の
駆
逐
が
行
ほ
れ
て
ゐ
た
が
t

i
/職
を
契
機
と
し
て
こ
の
傾
向
は
内
地
物
に
ま
で
及
ん
だ
｡
こ
の
こ
と
は
絹
粒
物
柴
に
於
け
る
カ
殿

棟
の
普
及
に
祁
閑
職
す
る
の
で
あ
る
が
'
こ
の
時
期
に
於
て
撃
砕
の
手
織
枚
は
激
減
し
た
D
綿
糸
紡
縄
業
も
大
戦
中
呆
骨
有
の
好
況

を
呈
し
､
そ
の
生
産
朗
を
急
堀
し
た
が
~
そ
れ
は
同
時
に
太
番
手
糸
よ
-
細
新
手
糸

へ
の
時
化
を
伴
っ
て
ゐ
た
｡
綿
布
生
産
に
於
て

も
せ

れ
に
併
行
し
て
粗
布
よ
-
細
糸
布

へ
の
韓
化
が
行
ほ
れ
た
｡
紡
緒
兼
営
の
撒
布
が
内
地
向
の
小
巾
物
と
輪
出
向
顕
巾
物
の
並
行

ー
子
,､∫∴
.Iを

-

-

.

二

三
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損
糞
か
ら
､
輸
出
向
庚
巾
物

へ
主
力
を
.･H
ぎ
始
め
た
の
は
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
ら
う

し
､
更
ら
に
注
意
す
べ
き
は
電
束
動
力
の
普

及
と
共
に
'
地
方
機
業
の
力
織
機
化
が
行
は
れ
.
そ
れ
が
輸
出
産
業
と
し
て
斡
編
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
.
大
戦
後
の
不
況
時
に
於

け
る
綿
加
工
業
者
の
綿
糸
輸
入
関
税
徹
贋
造
勤
は
.
大
戦
中
の
好
況
と
そ
れ
に
件
ふ
こ
の
や
う
な
編
成
菅
に
原
因
が
見
出
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
o
拘
馨
資
料
生
産
部
門
に
此
し
て
著
し
い
遅
れ
を
不
し
て
ゐ
た
生
産
手
段
生
産
部
門
は
こ
の
時
期
に
於
て
漸
-
そ
の
地
位
を

確
立
す
る
こ
と
が
で
き
･.
自
給
と
更
ら
に
進
ん
で
は
後
進
諸
国

へ
の
輸
出
の
展
望
を
得
る
JJ
と
が
出
奔
た
｡
勿
論
虞
の
自
給
の
菅
現

は
ほ
ど
遠
い
こ
と
で
あ
-
'
大
我
後
の
不
況
期
に
於
て
例

へ
ぽ
大
正
十
年
に
於
け
る
故
鋼
関
税
の
引
上
と
製
錬
柴
奨
静
法
の
横
取
の

如
き
暦
範
な
保
護
政
策
を
必
要
と
し
た
が
､
何
れ
に
せ
よ
大
我
中
の
輸
入
杜
絶
に
よ
っ
て
そ
の
展
望
を
得
た
JJ
と
は
望

息
さ
れ
る
必

A
,が
あ
る
O
か
う
し
て
日
本
照
旅
は
第

1.
攻
大
学

虻
契
機
-こ
し
て
大
い
な
る
韓
関
を
途
げ
る
こ
ILJ
が
H
雅
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は

ー二
㌢
L

-
-
I
､
ト｣
に
'
-
･lEl
･J
bぺ
-

1IJ
I･･ノ
〇
･Ll
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¶
′ケ

ト
t-
二LL
-

生
産
力
の
憩
展
を
伴
ふ
と
云
ふ
よ
-
ほ
む
し

ろ
思
惑
的
な
も
の
で
あ
っ
た
L

r
招
物

部
に
於
け
る
や
う
に
潮
な
る
扱

術

の
採
用
を
件

ふ
場
合
に
も
､
そ
れ
は
本
帝
の
機
構
の
上
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
力
織
機
に
よ
る
手
織
機
の
凌
駕
は
習
布
の
農
家
副
米
を
専

業
化
し
た
け
れ
ど
も
'
そ
れ
ら
の
輸
出
向
中
小
工
業
は
依
然
輸
出
大
資
本
と
嘗
乗
の
商
業
資
本
の
産
業
資
本
化
し
た
産
地
大
規
模
工

場
の
支
配
下
竺

止
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
O
大
戦
中
に
か
け
る
輸
出
の
伸
張
が
わ
が
酌
巣
材
と
そ
れ
に
基
礎
を
お
-
低
労
銀
に
伐
存
し

て
ゐ
た
こ
と
は
蟹
-
な
い
｡

大
部
分
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
需
要
に
伐
存
す
る
生
綿
貿
易
は
別
と
し
て
'
輸
hlL綿
響

M
の
新
な
る
市
場
こ
そ
他
な
ら
ぬ
南
洋
で

あ
っ
た
三

方
で
は
支
那
民
族
資
本

(と
-
わ
け
折
紙
撃

の
勃
興
に
よ
っ
て
支
那
市
場
の
相
封
的
な
地
位
が
低
下
し
た
こ
と
ゝ
'
他

日

本

鞘

滑
と
再
拝
貿
易

軍

一巻

二
三
七

第

一
班

二
三
七
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日 本 の 当野 南 洋 輸 出

日
本
紺
野
と
両
群
貿
易

体中イ圃幽蘭印再合計唇棋無 界 摩
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ll:,･芸6980日三.霊4,6i750045票1日:;霊
日 本 の 封 南 洋 輸 入

第二審二三八第7就二三八

方では南洋諸植民地の本国が戟零によって生産力の破琴船腹の不足を招釆したと云ふ二つの理由が重り･AF｣つて'わが閲綿製品は必然に軒件市撃iI.流れ込

..(qJ

･.･ .∴p..;:､㍉.Ij,/1･./:.r.･･),lri-叶∵し､･LIが南洋貿易はiJ上に初めて工業酪封農業随の本葬の葵
を完備したのである｡商品市場としてのみでなく'

原料確保の税鮎から受木輸出の行はれ]研めたのもとの時期であり'特に英領マレーの鉄鎖が石原産業にょって大正九年より探試され初めたことは記億ruれねぼならぬoいま大助の影響が筋管に規はれ初めた大正五年よ-大正九年に至るわが南洋貿易の大勢を

左に見よう叫

との時期に入って南洋貿易は漸-出超を芯し.研め南洋がわが商品市場としての重要性を不し始めたことを物語ってゐる｡輸出が大正九年に垂前額をホしてゐるのに勤し'輸入が大正八年に壁向額を不して

日本貿易精巣J:♭作製｡
1)



h
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,A～
rJb
き
=1/-

ゐ
る
の
は
'

既

に
こ
の

時

期

に
始
ま
っ
た
戦
後
不
況
の
た
め
輸
入
の
手
軽

へ
ら
れ
た
忙

よ

る

も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡
こ
の
桐
年
を
各

々
例
に
と
っ
て
み
る
と
大
tE
九
年
に
於
け
る
わ
が
南
洋
輸
出
は
弟
細
蒐
輸
出
の
一
八
･
年

二
%
'
世
界
輸
出
の
九
･四
九
%
を
占
め
て

居
-
'
明
治
末
期
の
割
合
が
各
々
八
･八
六
%;

三
･三
九
%
で
あ
っ
た
の
忙
較
べ
約
三
倍
そ
の
祁
封
的
地
位
を
高
め
て
ゐ
る
こ
と
が

解
る
o
大
1B
八
年
に
於
け
る
南
洋
輸
入
は
玉
柏
更
輸
入
の
二
四
･
五
〇
%
'
世
鼎
輸
入
の
1
二
二

1
%
で
あ
っ
て
.
明
治
末
期
の

lL

四
･四

l
%
及
び
九
･
〇
四

%
と
比
較
す
る
JJ.
輸
入
に
於
け
る
伸
張
は
輸
出
に
於
け
る
そ
れ
ほ
ど
大
で
な
-
'
こ
れ
は
入
超
が
出
超

に
轄
じ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
｡
更
ら
忙
大
正
九
年
を
例
に
と
っ
て
'
貿
易
の
構
成
商
品
の
轡
化
を
見
や
う
｡

右
の
表
を
通
観
す
る
な
ら
ば
こ
の
時
期
に
於
け
る
わ
が
南
洋
貿
易
が
草
に
量
的
な
飛
躍
を
行
っ
た
の
み
で
な
-
'
同
時
に
質
的
な

日本封沸印主要商品貿易教f

(大 正 九 年)

線 電琵 3,444irE

絹 若読 物 769

絹 寿哉 物 1119

石炭 タ- ル及 僧胃 13L

石 炭 87E主

線 翫 20,612～

米 及 槻 14,43Ei

食 盛 1,006

石 灰 4,7〔】:】

日
本
紳
津
と
南
洋
貿
易

襲
展
を
行
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
看
取
yu
れ
る
｡
即
ち
明
治

FT.〃い
け

7T(
-.<
詞
招
脳
川日比1
m
.
_1
カ
招
111
b

対日竹
を
上
.
㍍
TJ

TC
な
京
柏
里
岩
切
が
竪
く

そ
の
姿
を
潤

し
て
'
微

々

た

る
地
位
を
保
つ
に
す
ぎ
ざ
る
に
至
-
'
輸
出
の
殆
ん
ど

各
部
が
工
業
製
品
に
ょ
つ
て
占
め
ら
れ
'
こ

1
に
工
業

国
封
農
業
国
貿
易
の
姿
が
垂
へ
ら
れ
た
の
で

あ
る
D
輸

出
市
場
と
し
て
の
意
義
が
張
化
さ
れ
る
に
つ
れ
'
綿
製

品
の
比
重
が
急
速
に
高
ま
･n
.
蘭
印
の
如
き
輸
出
総
額

中
の
過
半
数
を
占
め
る
に
至
っ
て
ゐ
る
｡
輸
入
品
の
構

第
二
審

二
三
九

第

1
淑

二
三
九

大波省 :外国貿易年表 よf)作批～)



日本封筒印主要商品貿易相
(大 正 九 年)

絶 桁 107,225千円

綿 織 年勿

輸膵 メ 苧 ヤ 望
: ビ ー･ /レ

絢滞 その他宋村
･ マ ッ チ

班 . セ メ ン ト

ゴ ム タ イ ヤ

l

碗 納

A : パ ラフィ ンワクス

;錫

F7本封比良主要商品辞E,栢
(大 正 プL 年)

日本 剃 タイ圃圭顆15hLJl貿 易 範

(大 正 -]lJi-F)

dL,200千円

].357

52

11()

鮎 402

細 線 電 ,Jifi1 117

線 鞄】 3,245

米 及 l約 Ⅰ,550

年 度 及水 ′卜rL 256

柴 根 菜 ii 209

チ - 司 928

日本到拓峡槌民地 章一勢揃】l]占貿易街

(大 Jt-IJL 年 )

L 船 客lJnl',7. 紺≧ 牝

I 純 織 午ノ′二

輪周 プ…ン…∴

出

L

輸
入

机
陶

ゴ

七

砥

石
紺

"
組

鐘

棉

錫

磁 諾

ム タ イ -1

メ =/ 1

･:1
榔

符丁
コ J

才1

日
本
難

所
と
南
洋
貿

易

第
二
審

二

四

〇

第

!
班

二
四
〇



一
I

雷

I

雷

一書
.I

-

-

､

歳
は
殆
ん
ど

不

動

で

あ

-
'
依
然
食
料
品

･
原
料
品
が
そ
の
総
て
で
あ
る
｡

三

世
界
恐
慌
と
そ
の
回
復
期

l

l

第

一
次
大
戦
中
未
曾
有
の
膨
張
を
達
げ
た
日
本
経
済
の
行
-
手
に
は
~
大
我
の
終
息
と
共
に
深
刻
な
不
況
が
待
ち
受
け
て
居
た
｡

そ
し
て
こ
の
勢
は
昭
和
五
年
を
中
心
と
す
る
世
界
恐
慌
の
時
期
に
ま
で
連
な
る
D
日
本
経
碑
は
JJ
の
危
機
を
合
理
化
-
努
銀
の
切
下

と
保
護
政
策
と
に
よ
っ
て
切
開
き
つ
1
昭
和
七
年
以
後
の
新
な
る
展
開
に
備

へ
や
う
と
し
た
の
で
あ
る
.
大
戦
中
米
国
の
好
況
に
よ

っ
て
躍
進
し
た
製
糸
業
は
大
正
八
年
を
頂
上
と
し
て
下
同
期
に
向
払
'
そ
の
後
米
園
の
繁
朱
に
よ
っ
て
立
直
-
を
示
し
た
が
､
昭
和

四
年
の
せ
鼎
恐
慌
勃
歌
と
共

に決
定
的
な
不
況
に
陥
っ
た
｡
生
糸
取
出
卵
が
昭
和
四
年
の
七
億
八
千
百
四
常
別
か
ら
昭
和
五
年
の
四

億
千
六
甫
六
十
E
f端
周
に
激
減
し
た
ふ
去

ふ
数
字
政
見
た
だ
け
で
も
-
熱
糸
光
が
如
何
に
i(
資
汝
不
況
忙
悩
ん
だ
か
が
沖
解
さ
れ

る
｡
製
糸
大
賀
本
家
の
蕃
濯
表
せ
配
を
合
理
化
し
た

『
特
約
瀬
引
』
が
導
入
さ
れ
'
製
糸
業
白
憶
に
於
て
,?
労
銀
の
切
下
げ
と
不
燐

が
不
況
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
抹
用
さ
れ
た
.
絹
織
物
業
に
於
て
も
大
戦
中
の
好
況
に
よ
っ
て
工
場
化
.
動
力
化
が
行
ほ
れ
て
ゐ

る
た
め
'
恐
慌
の
打
率
は
直
摸
的
で
あ
っ
た
｡
絹
織
物
兼
は
こ
の
危
機
を
よ
-
宴
慣
な
る
人
絹
織
物
に
韓
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勿

-
ぬ
け
や
う
と
努
力
し
た
｡
昭
和
五
年
以
後
絹
織
物
に
代
っ
て
人
絹
織
物
が
貿
易
統
計
中
主
要
な
地
位
を
占
め
初
め
た
の
は
､

T

的
恐
慌
と
内
的
な
聯
閲
を
も
っ
て
ゐ
る
｡
綿
糸
紡
績
柴
は
そ
の
原
料
を
世
界
市
場
に
仰
ぎ
'
そ
の
製
品
が
世
界
商
品
で
あ
る
だ
け
に

世
凍
結
鯛
と
の
悶
聯
が
よ
-
照
接
で
あ
-
､
そ
れ
だ
け
に
恐
慌
の
悩
み
も
よ
-
深
刻
で
あ
-
'
そ
の
打
開
策
は
よ
-
積
極
的
で
放

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
わ
が
国
紡
績
兼
は
そ
の
確
立
の
嘗
初
よ
り
第

1
次
大
戦
に
至
る
ま
で
は
操
短
を
以
て
最
大
の
恐
慌
封
策
と
し

日
本
経
済
と
南
洋
貿
易

第
二
番

二
四

1

第

1
班

二
四

1

T

が

,ll
i･<
k.d
･



日
本
経
済
と
南
洋
貿
易

第

二
啓

二
叩
二

第

1批

二
四
二

た
が
､
大
戦
後
に
於
て
は
操
短
と
共
に
よ
-
積
極
的
な
合
理
化
の
方
法
を
も
併
せ
用
払
た
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.

殊
に
昭
和
四
年

以
後
に
於
け
る
合
理
的
経
営
の
進
行
は
'
七
年
以
後
の
新
な
る
躍
進
に
封
す
る
素
地
を
輿
へ
た
と
言
ふ
JJ
と
が
出
奔
や
う
C
即
ハ
イ

ド
ラ
フ
ト
精
紡
機

シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス

精
紡
械
此
よ
る
製
退
行
梓
の
短
縮
､
混
打
棉
機
の
直
嘩

隠
撒
工
程
の
改
琶

工
場
撞
兜
､

国
働純
椴
の
鱗
範
な
採

用

が
行

ほ

れ
た
O
か

1

る

ム
=
粥

化

は

女

工

一
人
常

わ

あ

生
産
量

を
増

大

T｡tせ
F

探

衣
業

の
肢

止
に

も
拘
ら
+

努
働
は
内
包
的
に
強
化
さ
れ
､
わ
が
幽
輸
出
産
業
の
基
礎
を
な
す
低
努
銀
は
依
然
と
し
て
自
己
藍
兵
衛
し
っ
1
昭
和
七
年
以
後
の
新

な
る
展
開
を
準
備
し
た
の
で
あ
る
.
第

1
次
大
鼓
中
綿
出
向
に
編
成
替
さ
れ
た
綿
織
物
中
小
工
業
が
世
界
恐
悦
に
よ
っ
て
最
も
大
な

る
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は
見
安
い
道
理
で
あ
る
O
綿
工
聯
が
生
昏
調
節
､
共
同
顕
賓
'
輸
出
検
査
'
取
引
先
指
定
等
を
住
持
と
し
て

生
れ
た
の
は
昭
和
三
年
末
で
あ
っ
た
｡
輸
出
産
業
と
し
て
大
戦
中
飛
躍
を
蓬
げ
た
衣
料
iJl藍
部
門
が
､
L
J戦
後
市
場
の
狭
院
化
に
悩

ん
だ
の
に
封
し
'
i(
戦
中
漸
-
白
給

へ
の
展
望
を
得
た
生
藍
手
段
'
生
産
部
門
の
故
後
に
於
け
る
悩
み
は
'
叶
的
在
米
の
回
復
J
J

そ

の
競
年
で
あ
-
､
謂
は
ば
碑
極
的
で
あ
っ
た
O
大
Tr=j
十
年
に
於
け
る
銅
鏡
関
税
の
引
上
と
奨
励
法
の
凍
張
と
は
か
-
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
出
葬
る
｡

か
-
し
て
合
理
化
と
厨
範
な
保
護
政
策
と
に
よ
-
'
第

一
次
大
鼓
後
の
不
況
並
に
世
界
恐
慌
に
封
虎
し
っ

1
.
日
本
経
折
は
新
な

る
展
開
に
備

へ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
時
期
は
昭
和
六
年
の
金
輸
出
再
禁
止
以
後
に
到
来
し
た
｡
再
禁
止
に
よ
る
名
字
安
を
利
用
し

て
わ
が
幽
商
品
が
各
方
面
に
進
出
し
た
JJ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
新
ら
し
い
.
と
-
わ
け
昭
和
六
年
排
日
超
勤
の
激
化
に
･L<
つ
て

支
那
貿
易
の
相
封
的
地
位
が
低
下
し
た
た
め
'
そ
れ
に
反
比
例
し
て
南
洋
市
場
の
重
要
性
は
増
加
し
た
と
言
ふ
JJ
と
が
出
来
や
う
｡
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日
本
評
野
と
南
洋
貿
易

第
二
審

二
四
四

第

1
批

二
四
四

れ
て
意
味
を
持
ち
始
め
た
の
も
こ
の
瞭
期
で
あ
る
C
左
に
恐
慌
前
核
に
於
け
る
前
件
貿
易
の
大
勢
を
見
や
う
..

昭
和
六
年
の
金
輸
出
再
禁
止
に
ょ
る
圃
貨
の
下
落
は
'
そ
れ
以
後
に
於
け
る
金
筋
の
絶
封
教
を
.
そ
れ
以
前
の
も
の
と
そ
の
ま
l

比
較
す
る
こ
と
を
無
意
味
な
ら
し
め
て
ゐ
る
け
れ
ど

も
p
革
に
相
封
的
地
位
の
み
に
つ
い
て
み
て
も
大
正
九
年
の
わ
が
南
洋
輸
出
が

氾
細

北
輸

出
の

7
八
･

L

T]
ニ
屯

.

世
界
輸
出
6:t九
品

九
%
で
あ
っ
た
も
の
が
.

昭
和
八
年
の
南
洋
嫡
出
は
韮
細
髄
取
出
の
二
六
･
八

叫
諺

;.
雅

雄
肺

出
の

L
LL]由

]
部
室

刀
し
.

か
が
朗

豊
,q
け
Ii-3
柄
洋
肺
出
e
畑
作
が
背
./
､⊥捕
ま
｢
轟

こ
t
,&
j物
語
っ
て
ぬ
けC=.･

輸
入

は
更
細
亜
輸
入
の
二
〇
･七
四

%
'
世
界
輸
入
の
七
･
山
二
%
で
あ
り
.
享

け
ノ
句
と
比
較
す
る
と
却
て
そ
の
桐
封
的
地
位
乾
低

下
し
て
ゐ
る
が
t
JJ
れ
は
こ
の
時
期
に
放
て
南
洋
の
商
品
市
場
と
し
て
の
地
位
が
原
料
供
給
地
と
し
て
よ
-
も
更
ら
に
高
ま
っ
た
こ

＼.

と
の
謹
左
で
あ
ら
う
｡
攻
に
各
国
別
に
つ
い
て
の
貿
易
構
成
を
見
や
う
｡

日本封併印主要商品貿易鰯
(昭 利 八 年 )

円千o
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指

04

10

79
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3

3

9

1

だU

線 触

,綿 織 物

絹 織 物

人 絹 織 物

陶 磁 器

石 炭

コ-)レク- ル及 ピッチ

箱 板

紙 等巨

輿

41- ゴ ム

栓 指
漢

石 版

PLl' L..'1

日本封海峡柏民地主要蘭品貿易駈
(昭 和 八 年 )

46,133千田

17,60S

1,129

513

627

618

703

F93

2,183
515

38,771

20,499
5,330

8,620

絶 翫

綿 織 物

絹 帯洗 物

人 綿 織 物
納 メ 1)ヤス製r.L:l
車輔及同部分品
鉄 製 品

㌔帳 壁 詰 食 料rh

出 ∃笑 子 及 rrl]凱
材

漂 度 器

磯 子由 22Ei

1) 日本貿易精党よT)作製0
2) 三菱鮭潜研究所 ･日本cJ産業 と貿易Oj蓉展 より引月]｡



日水封此鳥主要商品貿易怒i
(昭 和 八 年 )

日
本
紳
滑
と
南
洋
貿
易

第

二
審

二
四
五

第

1
班

二
四
五

額

物

物

職

場

線

綿

補
給

24,050刊 】r

6,780

26

人 絹 織 物 971

メ リヤス 製 品

石 炭

疏 栄

耀 喝 詰 食 料品

餓 製 品

71

52

15

渦

詑

6

6

8
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.
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日
本
綿
肺
と
聞
H
貿
易

撃

て巻

二
四
六

第

一
脈

二
川
六

I

第

1
次
L
/戦
中
に
獲
得
し
た
南
洋
に
於
け
る
わ
が
国
の
地
位
は
'
敵
洲
諸
本
固
産
業
の
戦
後
に
於
け
る
裸
荷
に
も
杓
ら
す
大
館
に

於
て
そ
の
ま
1
維
持
せ
ら
れ
い
ヰ
与

南
洋
譜
地
方
は
本
圃
に
封
し
て
棉
民
地
的
役
割
を
具
す
と
同
時
に
わ
が
樹
に
と
っ
て
も
原
料
の

供
給
地
'
製
品

の
需
箪
軸
と
し
て
不
可
分
の
関
係
に
ま
つ
に
卓
っ
た
S
日
本
の
封
筒
祥
蹄
出
品
中
瀬
も
等
畢
な
る
地
位
を
凸
か
る
も

の
は
仰
烈
1-
-
7
光
村
凱
冨

L;rJ
卜の
.?
が
'
特
に
こ
の
時
期
に
於
て
は
人
絹
馳
富

の
進
出
が
目
上LIl
つ
て
ゐ
乙
u
T&
ら
に
注
意
す

r(I.き
こ

と
は
､
繊
維
洪
品
に
次
い
で
事
柄
精
'
執
製
品
が
登
場
し
初
め
た
こ
と
で
p
鋼
材

･
棟
械
等
も
急
増
の
勢
を

不
し
て
舜
た
｡
即
ち

i
j

1#
十
年
以
衆
の
保
護
奨
励
の
結
果
わ
が
困
生
産
手
段
生
産
部
門
も
漸
-
輸
出
産
業
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
初
め
iJ
罪
た
の
で
あ
る
'

そ
の
確
立
以
死
常
に
新
出
産
業
の
i(
嵩
と
し
て
の
地
位
を
伐
ち
按
け
て
釆
た
わ
が
圃
衣
料
生
鮮
部
門
は
漸
-
飽
和
状
態
に
達
し
.
秩

に
支
那

･
英
即
等
後
進
緒
観
の
民
族
矢
本
の
勃
興
が
あ
っ
て
み
れ
ば
'
日
本
耗
折
の
今
後
の
進
路
は
自
ら
生
産
手
段
生
産
部
門

へ
向

は
ざ
る
を
え
す
'
未
だ
極
め
て
軽
微
で
は
あ
る
が
'
そ
の
傾
向
が
見
え
始
め
た
も
の
と
言

へ
や
う
｡
輸
入
品
の
中
心
を
形
成
す
る
も

の
が
原
料
品

･
食
料
品
で
あ
る
即
変
り
が
な
い
か
た
い
が
'
米
の
醗
人
が
減
少
し
た
の
は
'
昭
和
三
年
米
及
粗
の
取
入
制
限
が
行
は

れ
'
更
ら
に
昭
和
五
年
輸
入
税
が
二
胤
に
引
上
げ
ら
れ
た
の
と
に
よ
る
.
更
ら
に
減
少
し
た
も
の
と
し
て
は
砂
肝
が
奉
げ
ら
れ
る
が

そ
れ
は
日
本
析
光
が
大
隈
こ
の
時
期
に
自
給
の
状
態
に
凄
し
た
ゝ
め
で
あ
る
.
輸
入
品
中
最
重
要
の
も
の
は
英
領

マ
レ
ー
･
蘭
印
の

供
給
に
か
1
る
生
ゴ
ム
で
'
そ
れ
に
攻
い
で
錦
油
朔
が
奉
げ
ら
れ
る
｡
英
領
ボ
ル
ネ
オ
が
貿
易
統
計
に
現
は
れ
る
の
は
昭
和
五
年
以

後
で
あ
る
が
､
そ
の
大
部
分
は
わ
が
国
の
餌
油
輸
入
で
あ
り
'
蘭
領
LilE=
斑
に
次
い
で
夏
蚕
な
地
位
を
占
め
初
め
た
O
英
領

マ
レ
ー
〆

執
鏑
も
わ
が
幽
生
産
手
段
生
産
部
門
の
原
料
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
占
む
る
に
至
っ
て
ゐ
る
｡

い

更
ら
忙
各
地
域
別
に
つ
い
て
簡
単
な
素
描
を
行
ふ
な
ら
ば
'
先
づ
備
州
で
あ
る
が
封
伐
剛
貿
易
は
そ
の
韓
端
以
牢
終
始

l
貫
木
板

前紙 :日本の産婆 と貿易 の哲展 O 捜菅宋起 :商 拝粍 滑 研 究 .｡ 樋 []弘 :南 洋

に於 ける日本の放資 と貿 易｡
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一
I
I

を
績

け

~
南
洋
の
他
の
方
面
に
於
け
る
貿
易
が
確
固
た
る
地
位
を
占
む
る
忙
至
っ
た
こ
の
時

期

に

あ

つ
て

も
未
だ
徴
々
た
る
地
位
を

占
む
る
に
す
ぎ
な
い
.
わ
が
閲
は
永
き
竺
且
つ
て
悌
即
と
無
偶
的
状
能
荘

あ
っ
た
1
め
二
商
卒
の
一
般
税
率
を
適
用
さ
れ
二
向
慶
の

特
惑

(同
地
関
税
)
に
澄
ま
れ
た
悌
未
聞
商
品
に
食
込
む
飴
地
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
.
昭
和
七
年
悌
印
に
関
す
る
協
定
が
行
は
れ
､

税
率
は
若
干
確
和
さ
れ
た
が
'

一
般
的
な
傾
向
を
廼
更
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
.
貿
易
商
晶
の
構
成
を
見
る
と
'
わ
が
閲

よ
-
の
輸
出
は
各
項
目
と
も
千
均
し
て
微
量
で
あ
-
'
最
高
額
の
絹
練
物
が
僅
か
に
八
｢
二

軍

亭

風
を

白
む
る
忙
す
ぎ
な
い
O
綿
織

品
が
禁
止
的
を
偽
率
関
根
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
る
の
が
'
封
係
印
輸
出
不
振
の
最
大
原
因
と
見
ら
れ
る
O
輸
入
品
中
で
は
石
未
が
第

一
位
を
占
め
櫓
雑
の
大
半
を
数

へ
t
I,n
ム
E
漆

山
騒
が
こ
れ
に
次
い
で
ゐ
る
｡

タ
イ
閥
は
南
洋
中
唯

一
の
猫
立
脚
で
あ
る
が
､
綻
桝
的
に
は
英
矧
の
堅
力

強
-
.

1
八
五
六
年
の
劉
英
偶
的
以
確
聞
税
自
主
楢
を

し
て
損
-
.
そ
D
取
引
先
も
新
京
竣
･
彼

南
･

寄
港
等
の
英
領
が
腰
例
的
地
位
を
lE
め
て
ゐ
た
O
そ
の
間
'
日
本
は
漸
次
接
頭
L
t

昭
和
八
年
に
於
て
輸
入
で
は
香
港

･
新
案
披

･
彼
南

･
西
印
度
及
び
英
領
印
度
に
攻
い
で
第
六
位
で
あ
る
が
輸
出
に
於
て
は
首
位
を

占
む
る
に
至
っ
た
｡
輸
出
品
の
主
な
る
も
の
は
'
綿
織
物

･
人
絹
織
物

･
綿
ブ
ラ
ン
ケ
ツ
小
等
の
衣
料
品
で
あ
る
が
ー
餓
及
餓
製
晶

等
生
産
手
段
部
門
の
製
品
が
漸
次
増
加
し
っ
1
あ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
.
輸
入
品
で
は
従
釆
常
に
首
位
を
占
め
て
ゐ
た
米
が
昭
和

三
年
以
乗
の
制
限
策
に
よ
っ
て
漸
減
の
傾
向
に
あ
-
､
そ
れ
に
つ
い
で
木
材
が
問
題
に
な
っ
て
ゐ
る
｡

こ
の
時
期
に
至
る
ま
で
の
貿
易
統
計
に
は
'
革
に
海
峡
植
民
地
が
馨
げ
ら
れ
る
に
止
ヰ
ろ

て
ゐ
る
が
'
封
海
峡
植
民
地
貿
易
中
に

は
濁
乗
聯
邦
及
非
信
木
聯
邦
と
の
貿
易
相
も
旬
合
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
て
差
支
な
い
や
う
で
あ
る
O
聞
知
の
や
う
に
自
由
軍
易
港
と
L

H
本
村
滑
と
南
洋
貿
易

第

二
啓

二
gE七

第

7
批

二
川
七



日
本
細
野
と
南
洋
貿
易

第
二
懸

二
四
八

第

1
出

二

四

八

て
bT
億
続
を

も

つ
海
峡
植
民
地
に
放
て
は
わ
が
園
も
削
庚
的
な
差
別
待
遇
を
受
け
る
JJ
と
な
-
､

こ
の
時
期
に
於

け

る

わ
が
甫
洋
貿

易
の
躍
進
と
共
に
~
わ
が
封
海
峡
植
民
地
貿
易
も
増
加
を

ボ
し
て
ゐ
る
.
輸
出
の
首
位
に
あ
る
も
の
は
富
ふ
ま
で
も
な
-
衣
料
品
で

あ
り
'
特
に
綿
織
物
に
昭
和
八
年
針
路
峡
村
民
稚
輸
出
絶
毅
中
の
三
八
三

%
を
形
成
す
る
｡

人
絹
掛
物
の
進
出
も
こ
の
時
期
に
於

H
JTiLj南
洋
ip
.易
山

一
B
.的
飢
列
を
な
す
も
-3
KJた
-
､
史
た
直
納

-
織
触
=附
等
生
鮭

千
枚
餌
門
m
故

山
も

同
俳
ご
あ
る
?
抽
入

で
は

ゴ
ム
が
視
年
数
を
占
め
./
J
J

釦
に
誘
い
で
鉾
が
数

へ
ら
れ
る
の
は
'
マ

レ

ー
に
於
け
る

日
本

投
韓
に
よ
る

織
鋼
業
の
産
物
で
あ
る
O

蘭
印
貿
易
は
わ
が
図
南
洋
貿
易

甲
最
重
要
の
地
位
を
占
む
る
に
至
り
'

昭
和
八
年
を
と
る

と
輸
出
に
於
て
は
そ
の
年
以
上
に
'
輸

入
に
於
て
は
半
近
く
に
達
し
て
ゐ
る
o
蘭
印
の
貿
易
政
策
は
自
由
貿
易
的
で
あ
り
'
関
税
定
率
上
本
閑
と
第
三
閥
と
の
問
に
隈
別
を

設
け
な
か
っ
た
.
こ
れ
は
柁
民
地
貿
易
政
策
と
し
て
は
稀
有
の
JJ
と
で
あ
り
.

1
見
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
'
和
簡
本
圃
の
挺
蹄
力

が
蘭
印
の
供
給
す
る
原
料
品

･
食
料
品
を
吸
収
し
得
ず
､
ま
た
蘭
印
の
需
要
す
る
エ
米
製
品
を
輿

へ
る
に
は
飴

-
に
小
さ
す
ぎ
る
と

云
ふ
特
殊
事
情
か
ら
説
明
せ
ら
れ
る
｡
か
･̂
る
門
戸
開
放
主
義
の
故
に
そ
の
後
の
日
本
品
の
進
出
に
封
し
和
蘭
本
圃
の
工
業
保
護

の

た
め
に
は
'
闘
棚
引
上
よ
-
も
直
控
的
な
輸
入
制
限
策
に
供
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
時
期
に
苧

る
ま
で
は
傍
流

的
に
自
由
貿
易
的
で
あ
-
'
そ
れ
に
乗
じ
て
低
劣
銀
と
職
安
に
よ
る
日
本
商
品
の
進
出
著
し
-
'
昭
和
七
年
に
は
鮭
に
卸
蘭
本
圃
を

抜
い
て
第

一
位
を
占
む
る
に
至
っ
た
.
こ
れ
に
対
し
輸
入
に
於
て
は
卸
間

･
新
宗
教

･
米
囲

･
英
国

･
英
領
印
度
に
つ
い
で
第
六
位

を
占
む
る
に
す
ぎ
な
い
.
貿
易
構
成
を
見
る
と
.
輸
出
の
主
権
を
な
す
も
の
は
衣
料
品
で
あ
-
､
な
か
で
も
綿
織
物
が
大
年
を
占
め

人
絹
織
物
が
こ
れ
に
次
い
で
居
-
､
世
界
恐
慌
以
後
に
於
け
る
人
絹
製
品
の
進
出
は
著
し
い
D
そ
の
他
メ
リ
ヤ
ス
製
品

･
練
物
衆

･

毛
枝
物

･
絹
穀
物
等
と
拾
っ
て
み
る
と
衣
料
品
市
場
と
し
て
の
感
が
願
倒
的
で
あ
る
｡
し
か
し
噸
磁

･
ガ
ラ
ス
製
品
等
稚
品
の
増
勢



層

濠

藩
等
,L,｢-
著
書

も
無
成

さ
れ
姓
-
'
就
中
.
車
軸

･
鋳
製
品
等
生
産
手
段
部
門
製
品
の
進
出
は
'
以
後
に
於
け
る
日
本
経
済
の
展
常
に
と
仇
重
要
で

あ
る
o
勿
論
織
製
品
中
の
主
要
な
る
も
の
が
班
跳
故
器
で
あ
-
､
機
械
額
に
於
て
は
和
蘭

･
栄
圃

･
褐
逸

･
英
国
の
下
位
に
立
つ
が

●

何
れ
に
せ
･Li
こ
の
方
面
へ
連
出
し
始
め
た
Jilと
は
注
目
さ
れ
て
良
い
こ
と
で
あ
る
O
輸
入
品
中
霧
要
た
も
の
は
'
重
油
及
び
原
油
を

も
含
ん
だ
錦
油
で
あ
-
.

昭
和
八
年
輸
入
紙
湖
中
の
l二
九
･
l
%
を
占
め
て
居
る
.

第
二
位
を
占
む
る
砂
糖
は
日
本
桝
業
の
自
給
達

成
に
つ
れ
て
漸
減
の
傾
向
に
あ
り
'
も
れ
に
代
っ
て
生
ゴ
ム
の
進
出
が
目
立
つ
0
線
じ
て
こ
の
時
期
に
於
け
る
わ
が
蘭
印
貿
易
は
塵

倒
的
に
出
超
で
あ
-
'
如

蘭
常
局
は
本
則
工
業
保
護
の
た
め
終
に
膚
親
の
門
戸
開
放
主
義
を

一
柳
し
'
昭
和
八
年
九
月
五
日
非
常
時

輸
入
御~
限
命
を
公
布
し
.
直
接
的
統
制
に
飛
出
し
た
の
で
あ
る
｡

比
良
は
米
本
-LE軸
と
の
間
に
桝
題
的
な
関
係
を
も
ち
7
無
根
自
由
貿
易
を
行
っ
て
ゐ
る
た
め
､
米
国
は
封
此
輸
出
中
の
六
割
五
分
､

対
比
輸
入
車
の
八
朔
と
-1=
LO
.
;:川下

乃
作
小
部
分
}･:Jl他
的
L.J
分
け
合
っ
て
ぬ
る
に
㌢
ぎ
た
い
が
T
わ
が
偶
は
准
閥
忙
た
い
で
堀
二
位

に
位
す
る
O
わ
が
封

南

洋
貿
易
中
で
も
擬
似
植
民
地
に
次
い
で
第
二
泰

目
に
重
要
で
あ
る
o
輸
出
品
中
で
は
衣
料
品
が
最
重
要
で
あ

る
こ
と
他
の
諸
地
域
と
廻
り
な
-
維
瀕
中
の
約
年
を
占
め
.
石
未

･
練
製
品

･
読
菜
等
JJ
れ
に
攻
や
'
輸
入
品
中
で
は
麻
叛
が
鰭
顔

中
の
i(
三

四
%
を
占
め
て
第

l
位
に
あ
久

木
材

･
抹
油
用
原
料

･
煙
草
等
が
そ
れ
に
頂
い
て
ゐ
る
.

南
洋
貿
易
の
す
べ
て
に
つ

い
て
安
常
す
る
や
う
に
'
こ
ゝ
に
於
て
も
輸
出
品
の
構
成
が
複
雑
で
あ
る
に
封
し
て
購
入
品
の
構
成
は
葺
純
で
あ
る
o

英
領
ボ
ル
ネ
オ
が
昭
和
五
年
以
釆
貿
易
総
計
中
に
硯
ほ
れ
て
ゐ
る
が
'
輸
入
品
の
大
部
を
占
む
る
喋
油
以
外
問
題
と
な
る
や
う
な

項
目
は
見
出
さ
れ
な
い
｡

日
本
祁
滑
と
相
打
貿
易

第
二
番

二
四
九

第

一
班

二
四
九



日
本
椎
野
と
南
洋
班
易

第

二
巻

二
五
0

第

山批

二
TrT1.
〇

E
[

哉

時

経

済

期

昭
和
六
年
の
金
輸
出
再
禁
止
以
後
に
淑
け
る
わ
が
閲
の
好
況
は
決
し
て
滑
ら
か
な
道
を
渉
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
低
弊
紙
と

て
至
る
所
障
埠
に
遭
遇
し
た
の
で
あ

る
｡
世
鼎
恐
慌
を
契
機
と
し

て
世
界
の
す

べ
て
の
朗
が
或
弘
は
関
税
障
壁
を
責
捉

適
U
は
fiLuJ

按
的
干
渉
手
段
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
進
路
を
阻
ん
だ
こ
と
は
今
な
ほ
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
新
し
い
.
わ
が
国
経
所

に
と
っ

て
最
も
関
係
の
探
か
つ
た
英
米
語
聞
及
び
そ
の
恩
領
に
つ
い
て
み
て
も
'
前
者
は
昭
和
六
年

(
1
九
三
7
)
金
本
付
を
離
脱
し

翌
昭
和
七
年
(
Z
九
三
二
)
に
は

オ
ツ
ク
ワ
骨
溝
の
開
催
に
ょ
つ
て
ブ
ロ
ッ
ク
控
肺
の
形
成
に
向
つ
て
ぬ
る
し
､
後
者
は
昭
和
五
年

(
1
九
三
〇
)関
税
の
引
上
(
ホ
㌃

イ
･
ス
丁

卜
開
校
)
を
行
ひ
･

更
ら
に
昭
和
八
年

(
一
九
三
三
年
)
に
は
金
本
位
の
離
脱
を
敢
行
し

て
ゐ
る
｡
昭
和
七
年
以
後
に
以
け
る
日
本
経
済
の
展
開
は
か
･T
る
還
境
の
う
ち
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
が
'
諸
列
張
の
ブ
ロ
ッ
ク

経
済
形
成
は
わ
が
圃
乾
し
て
必
然
に
東
遷
共
栄
圏
の
形
成
に
向
は
し
め
た
｡
と
.LJ
ろ
が
わ
が
閥
控
怖
の
か
-･る
努
力
は
'
支
那
の
排

日

･
抗
日
連
動
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
'
終
に
満
洲
事
蟹
の
勃
蟹
を
見
る
に
至
っ
た
｡
日
本
控
解
は
そ
こ
か
ら
謁
は
ゆ
る
準
戦
時
惜
制
に

入
-
'
昭
和
七
年
以
後
に
於
け
る
好
況
は
人
の
言
ふ
や
う
に
ま
こ
と

『
相
順
の
臭
濃
き
』
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
満
洲
事
壁
は

一

麿
落
着
し
た
か
に
見
え
た
け
れ
ど
も
'
其
後
も
排
日

･
抗
日
遊
動
は
依
然
稚
績
さ
れ
t
か
-
て
わ
れ
わ
れ
は
昭
和
十

]
午
と
云
ふ
年

●

を
迎
へ
た
o
昭
和
十

1
年
は
支
那
に
と
っ
て
未
曾
有
の
好
況
の
年
で
あ
っ
た
｡
黒
村
の
繋
柴
は
農
民
肺
買
力
の
上
昇
と
な
-
'

農

民

購
買
力
の
上
昇
は
民
族
賓
本
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
｡
し
か
し
こ
の
好
況
は
帝
政
柿
の
自
給
政
策
の
故
に
支
部
の
外
聞
貿
易
に
壮
決
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1
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1
遍
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雷
一
.l
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1t
l
l

I
I
,

し
て
好
鴨
を
も
た
ら
す

もの
ではな
かっ
た
O
と
-
わ
け
経
済
的
繁

栄
を
背
景
と
す
る
支
那
民
族
退
勤
の
直
接
の

封
照
と
さ
れ
た
日

本
と
の
外
閑
貿
易
に
封
し
て
さ
う
で
あ
っ
た
｡
滞

l
次
大
我
勃
嶺
の
前
年
に
於
け
る
わ
が
封
支
輸
出
は
輸
出
絶
耕
の
二
甲

五
%
に

注
し
て
ゐ
た
も
の
が
'

世
鼎
恐
慌
教
生
の
昭
和
四
年
に
は

l
六
･
l
〝ル
忙
減
少
し
て
居
-
'

更
ら
に
昭
和
十

l
年
に
竺

ハ
%
と
云
ふ

倍
少
の
数
字
を
示
す
に
至
っ
て
ゐ
る
.
支
那
の
抗
日
退
勤
は
東
亜
共
栄
圏
の
形
成
を
阻
み
'
昭
和
十
二
年
七
月
わ
れ
わ
れ
の
忘
れ
る

こ
と
能
は
ざ
る
支
那
事
饗
は
勃
渡
し
た
o

支
那
事
鍵
の
勃
複
と
共
に
わ
が
組
紋
所
は
準
哉
時
鰹
制
か
ら
鼓
峰
魔
制
に
突
入
し
.
大
い
な
る
韓
回
を

達
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
o
国
民
経
済
の
物
資
は
め
げ
て
閥
民
的

･
職
率
目
的
の
た
め
に
動
員
さ
れ
ね
ば
な
ら
す
'
而
も
従
爽
個
人
的
資
本
の
利
潤
追
求
を

通
じ
て
な
さ
れ
て
ゐ
た
こ
れ
ら
関
屋
綾
瀬
の
素
相
場
師
は
直
接
的
な
統
制
の
下
に
お
か
れ
な
-
て
は
な
ら
な
か
っ
た
o
廉
範
な
物
動

っ

た

と

云
つて

且

からう
.

こ
れ

に
よ

っ
て
不
意

不
要
物
資
の
輸
入
は
禁
雄
せ
ら
れ
､
輸
入
は
軍
需
資
材
が
中
心
と
な
-
.
そ
の
他

に
は
輸
出
用
原
料
資
材
と
求
償
貿
易
相
手
国
よ
-
の
特
殊
輸
入
の
外
は
全
然
許
可
さ
れ
な
い
と
云
ふ
方
針
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
O
L
か
し
こ
の
こ
と
は
嘗
障
屡
々
誤
解
さ
れ
.
そ
の
誤
解
か
ら
す
る
不
幸
な
論
等
を
生
む
に
至
っ
た
や
う
に
'
決
し
て
従
来
の
機

構
を
根
本
的
に
轡
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
な
る
ほ
ど
固
属
経
済
の
素
材
横
柄
が
個
々

の
業
者
の
白
由
な
る
利
潤
追
求
の
活
動

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
止
め
た
鮎
に
於
て
は
大
い
な
る
持
回
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
､
国
民
的
目
的

･
戟
寧
日
的
に
離
反
せ
ざ
る
限
り

t
)_
於
て
従
来
の
機
構
は
進
ん
で
利
用
さ
れ
さ
へ
し
た
の
で
あ
る
｡
軍
需
賓
材
及
び
そ
れ
に
伴
ふ
生
産
手
段
の
自
給
確
保
は
窮
極
の
tIE

標
で
あ
る
に
は
あ
右
が
､
未
だ
輸
入
に
僕
た
ね
ば
な
ら
す
'
軍
需
資
材
の
旅
人
の
た
め
に
は
'
衣
料
製
品
の
輸
出
振
興
が
依
然
要
求

日
本
郷
輝
と
南
け
貿
易

第
二
巻

二
五

1

第

T
就

二
五
T



日
本
経
済
と
南
北
=貿
易

第
二
審

二
空

l

第

1
就

二
五
二

せ
ら
れ
た
｡

而
も
衣
料

品
の

輸
出
娠
興
は
軍
需
資
材
の
輸
入
敵
将
に
伴
ふ
原
料
品
の
手
首
難
の
下
に
於
て
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
た
い
の

で
あ
.る
.
か
1
る
要
求
に
答

へ
る
た
め
碓
非
の
機
構
を
利
用
し
､
且
つ
覗
化
し
て
出
現
し
た
も
の
が
輸
出
入
リ
ン
ク
制
で
あ
ら
う
｡

冒
:
卜
三

｢
T
<

貴
'
hJ-
I)
読
-J
UL-/･H
.=

)
1′
)
7-､.f

■)
T.TT
■
l∃
こ
..
L..

≡

当

流
抗

日

畔

封

十

二
E
l.
耳

七

H

J

H
I
d
-
.1P
iS･rTJ
れ
た
締
叫#
-
ン
ク
m
及
び
.
同
年
八
月

"
日
以
僻
に
人
絹
約

･
人
絹
織
物

人
絹

難

い
M
に

つ
い

て
各

人
抹

刷

T

u
れ
た
人
絹
工
獣
-
ン
ク
制
で
あ
る
｡
前
者
は
棚
方
の
幹
出
向
中
小
織
物
業
者
を
地
方
問
屋
賓
本
の
支
醍

下
か
ら
解
放
し
直
接
紡
精
資
本
の
下
に
立
た
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
索
の
階
犀
的
な
支
配
関
係
を
単
純
化
し
強
化
し
た
も
の
で
あ

～
_

っ
た
L
t
後
者
も
同
株
に
地
方
間
R
h賀
本
を
排
除
し
'
人
絹
賓
木
の
下
に
貨
織
関
係
を
通
じ
て
地
方
中
小
枝
美
を
朝
練
化
し
た
も
の

に
他
な
ら
な
か
っ
た
｡

か
-.る
鰹
制
を
以
て
わ
が
駒
は
支
那
事
鍔
に
突
入
し
た
の
で
あ
る
が
､
い
ま
や
事
態
の
進
行
と
共
に
支
那
粒
桝
が
末
弟
共
柴
因
の

う
ち
に

1
歩

1
歩
紺
入
れ
ら
れ
つ
1
あ
る
と
き
~
南
洋
貿
易
は
と
の
や
う
な
地
位
を
占
め
た
で
あ
ら
う
か
｡
尤
づ
全
般
的
な
数
字
を

見
や
う
｡

EL
戟

vAL)

澄

卦

｢一｢
罫

LLi

1) 大筋省 :大 日本外国貿易年表 よT)作製｡
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rr
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･1
皇

I

コ

ゝ
日
,j)
だ
吉
lT
芯
)
I

支
那
革
壁
は
昭
和
十
二
年
七
月
に
勃
覆
し
て
ぬ
る
が
7
そ
の
十
二
年
と
翌
十
二
年
と
を
此
校
し
て
み
る
と
Pt
ゎ
が
南
洋
輸
出
は
約

年
減
し
て
ゐ
る
JJ
と
が
解
る
e

草
に
絶
望

屈
に
澱
い
て
減
少
し
た
の
み
で
な
-
､

世
界
輸
出
維
絹
に
対
す
る
%
が
二

二

七
か
ら

T
h
罰
附
け‥

鵬

小

し

た
即
を

み

･.ヂ
u

=

戴
那
賀
畷
C.1劫
僻
て
rij
｢.J
J
わ
が
樽
柿
溜
為
は
秘
め
.L
,
姻
維
狂
謂
維
仙に
婚
渦
し
っ
･--め
?
た

も
の
と
云
は
ね

ば

な
ら
ぬ.

そ
れは

軍
需
資
材
輸
入
の
増
加
.
従
っ
て
輸
出
品
原
材
料
の
手
首
難
t
.:〒
三

股
的
な
原
因
に
も
よ
る

が
特
殊
的
に
は
南
洋
諸
植
民
地
の
本
国
が
大
部
分
英
米
等
わ
が
国
の
敵
性
国
家
で
あ
-
'
そ
の
軸
性
の
故
に
政
治
的
な
制
限
政
党
が

加
重
さ
れ
っ
1
あ
っ
た
こ
と
に
主
要
な
原
因
が
見
出
さ
れ
る
O
掃
人
に
つ
い
て
見
る
と
同
じ
-
減
少
を

不
し
て
は
ゐ
る
が
'
そ
の
割

合
は
輸
出
に
比
し
て
小
で
あ
る
｡
世
界
輸
入
紙
額
に
封
す
る
%
Ⅵ
於
て
は
九
･
<
七
か
ら
却
て
九
五

〇
に
増
加
さ
へ
示
し
て
ゐ
る
の

で
あ
-
'
昭
和
十
二
年
に
於
け
る
出
超
は
昭
和
十
三
年
に
入
っ
て
入
超
に
韓
じ
て
ゐ
る
.
日
本
戯
倖
経
済
の
進
行
と
共
に
南
洋
が
商

品
市
場
と
し
て
よ
-
も
軍
需
資
材
の
獲
得
地
と
し
て
の
意
味
を
濃
く
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
が
､
し
か
し
よ
り
詳
し
く
は
各
国
別

G

の
貿
易
構
成
を
観
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
O

大麻省:大日本外国貿易年表L
l
.1
川:-製｡2)

日本経済と両件輪易

第
二
審

二
重

二

第

一
新

二
五
三



易盟品南罪主印俳封求∩ロ

十 二 年 l EIE=和 十 三 年

組 額
JW. 織 JJ勿
弟昌 織 物
人 絹 織 物
陶 磁 詐
石 炭

-ル ター JL,及 ピ ッ手

箱 叔
馬 鈴 草
ア ス フ ァ ル ト

翫
粗

度
･]

脂

炭
鉛

及

ゴ

紙
米

鞄

年

生

松
添
石
正

輸

入

2り 54
196

1,153
117

T-..ド
.卜
7
..I
..-
･1
(.I
T
T
･-

:ph
-Jl

ワレ
丸
し7
nUぷU
9

∧‖旧

9

りん

り0
5
1
一･｣

も

,

日 本 封 3'イ 圃 主 要 商 ｡L l.]貿 易 U.i

組 ',蘇亘
三組 祭指 物
絹 ､伯 物

人 絹 織 物

立し ま七 .∴

対し 一､.;.
碑子及同善もUl及偶磁器

自輔車及同附属 占ET
,1.all,メ リヤ ス豊鮎Il
催 物

81
12
00
4
27
34

一
73

〓

0

2

っ▲
2

3

3

'r1.H.':L ."I-で､. tq.''-t'::

912 258
944 502

1,151 623

1'針 子…喜

目
本
紀
野
と
南
洋
出
易

第

二
魯

二
五
四

第

一
跳

二
五
凹



日 本 封 海 峡 柏 ｣l…地 主 巽 南 品 貿 易 驚i

昭 利 ｢一 年 昭 諸口十 三 年

日
本
経
済
と
南
洋
貿
易

第

二

審

二
五
五

第

1
㍍

二
五
五

絹

ヤ‖り

線

細

浦

人

メ

石

輪

織

織

噸

額

物

物

物

製 品

Ir,し

! 車 楠 及 同 部分品

l

; 陶磁器及 ガラス製晶

出 ′ 芸 填 詣 食 料 品物

水 魔 物

親 板

ji ゴ ム

蔀 及 金 腐

5…憲 一円 十 三;………

;Lf舶 3,627

Ll92こ 1,126

:ノLEiO∈i 3,38fi

二′さ,(;81 3,037

｣,(14…: 1,557

L〔14∈i 2,511

L362: 】,832

一二二一二

:､･tL

ll

21

07

63

47

72

87

66

81

85

38

引

1

2

5

9

,l

】

5

3

1

1

2

.

･
も

･

--I



日 本 封 断 印 主 賓 商 品 貿 易 斬

】L)ノJllu
ヤ ツ

日

: 謡 -# 食 射 慧

; 讐 ンブ及同部分/!.窓

木 材
三七 _1:
flL 享" 十i皇
織 布 槻

針 肇
1,068
],117
1,021
1,079
954
179
193

絶 楯 I 113,545
油脂脱衣同製品計
4三 ゴ ム
砂 糟
木 材
欝 及 金 魔 計

44,688
22,878
19,766
4,445
3,966

104,145
39,485

627
7.202
5,702
2,606
2,172
5,340
7,789
4,332
1,727
712

7
91
20
99
21
7

6
6
4
1
6

1

9
7
0
7
1

7

.4
〔0
8
8
5
5

2
3
0
1
6
0

88
舶
12
5
3
1

日 本 封 比 島 主 要 商 品 貿 易 叡

昭 和 十 一 年 い 召和 +二JL･=:N-十三年

輸

出

ノ

線
綿

絹

人
メ

石
就
曜

5.･840fn 岳

7･263去 声

8,669 r

〈軌 製 品 . 2,079
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線 額

油脂胤及同製品計

生 ゴ ム
木 材

義

山

i

婦

人

日
本
経
済
と
南
洋
貿
易

輸
出
に
於
て
先
づ
目
立

つ
こ
と
は
'
欧
洲
諸
本
圃
の
制
限
政
党
が
滴
-
カ
を
持
ち
初
め
て

碑
た
こ
の
段
階
に
於
て
は
'
わ
が
組
に
於
け
る
原
料
の
手
首
難
と
云
ふ
事
情
も
加
っ
て
.
荏

奔
南
洋
輸
出
品
中
の
大
京
を
占
め
て
ゐ
た
綿
製
品
が
.
下
-
坂
に
向
つ
た
ヱ
と
で
あ
る
｡
昭

和
十
二
年
と
唱
和
十
三
年
と
を
此
鞍
す
る
な
ら
何
れ
の
地
域
に
於
て
も
減
少
が
示
さ
れ
て
居

り
'
こ
れ
が
南
洋
輸
出
の
減
少
し
た
長
大
の
原
因
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
e
そ
れ
と
同
時
に

例

へ
ば
蘭
印
に
於
て
土
着
資
本
に
よ
る
絹
業
勃
興
の
萌
芽
が
み
ら
れ
.
紡
績
機

･
織
布
機
等

生
産
手
段
輸
出
が
漸
増
し
っ
1
あ
る
こ
と
は
望

思
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
南
洋
全
般
と
し
て

C
.工
業
化
ま
僅
ど
基

い
こ
と
で
あ
-
'
各
地
域
の
特
殊
俳
は
朋
麿
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
け

業
が
起
り
初
め
た
こ
と
は
日
本
経
済
の
今
後
の
展
望
に
と
り
重
要
で
あ
る
.
そ
れ
は
わ
が
国

＼

の
生
産
手
段
部
門
へ
の
重
心
移
行
と
云
ふ
視
角
か
ら
も
大
切
な
こ
と
で
あ
ら
う
L
t
さ
う
云

っ
た
経
済
問
題
と
共
に
更
ら
に
庚
-
南
洋
地
方
の
民
族
間
題
に
封
し
て
も

i
つ
の
見
透
し
を

典

へ
る
も
の
JJ
云
は
な
-
て
は
な
ら
ぬ
e
輸
入
に
於
て
は
石
油
或
仏
は
鎖
鎌
等
軍
需
資
材
の

項
目
が
既
に
統
計
現
員
か
ら
姿
を
梢
L
t
前
者
は
油
脂
城
及
同
製
品
と
云
ふ
項
目
の
中
に
'

後
者
は
鎮
及
金
巌
の
中
に
包
括
さ
れ
て
居
り
､
詳
細
を
知
る
こ
と
は
出
奔
な
い
が
'
他
の
諸

原
料
に
此
し
遥
か
に
重
要
な
地
位
を
占
め
つ
ゝ
あ
る
こ
と
は
看
取
出
葬
る
｡
郎
海
峡
植
民
地

第

二
審

二
五
七

第

1斬

二
五
七



日
本
耕
所
と
南
洋
貿
易

財
二
審

二
五
八

聖

獣

二
五
八

で
は
昭
和
十
二
年
か
ら
昭
和
十
三
年
に
入
-
輸
入
全
般
の
激
減
に
も
拘
ら
ず
.
鋳
及
金
嵐
な
る
項
目
は
増
加
空

小
し

て
居
･e
j

英
領

マ
レ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
の
JJ
と
が
云
へ
る
｡
ま
た
蘭
印
及
び
英
領
ボ
ル
ネ
オ
の
油
脂
岨
及
同
製
品
な
る
項
目
は
若
干
の
減
少
を
示

し
は
し
て
ゐ
る
が
'
蒋
人
品
仝
椴
の
減
少
に
較
べ
れ
ば
そ
の
率
は
通
か
に
少
-
p
相
封
的
地
位
は
却
て
高
ま
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
不
し

t･/
た
Uh/dT

定
自
身
さ
へ
有
名
無
賀
と

な
-
'
爾
不
日
本
商
品
に

封
す
る
邸
過
は
加
重

され
緯
け
て
第
二
攻
世
界
i(
故
に
ま
で
至
っ
て
ゐ
る
｡
昭

和
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
輸
出
入
と
も
減
少
し
て
ゐ
る
こ
と
は
前
掲
表
の
示
す
通
り
で
あ
る
｡
貿
易
構
成
に
大
し
た
軽
化
は

な
い
が
'
唯
塵
の
輸
入
が
増
加
し
て
ゐ
る
こ
と
1
'
石
未
が
依
然
重
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
｡

タ
イ
国

との
間
に
は
昭
和
十
二
年
十
二
月
､
日
舞
友
好
通
商
航
海
保
約
が
締
結
普
ら
れ
.
友
好
関
係
を
促
進
し
て
ゐ
る
が
T
支
那

事
饗
の
影
響
は
輸
出
入
減
少
を
結
果
し
て
ゐ
る
｡
最
近
に
於
け
る
日
泰
貿
易
が
日
本
の
出
超
で
あ
り
'
タ

イ
圏
は
原
料
供
給
地
と
し

て
よ
り
も
商
品
市
場
と
し
て
の
意
味
が
濃
か
つ
1
た
め
輸
出
品
原
料
の
手
首
難
と
共
に
そ
れ
が
減
少
し
た
こ
と
は
莞
し
止
む
を
得
な

い
｡従

来
英
国
製
晶
の
濁
占
市
場
た
る
観
が
あ
っ
た
英
領
マ
レ
I
に
於
て
も
'
昭
和
七
年
以
後
に
於
け
る
わ
が
国
商
品
の
進
出
に
封
癒

す
る
た
め
昭
和
十
年
五
月
よ
-
織
物
輸
入
割
官
制
が
賛
祐
さ
れ
た
.
特
に
こ
ゐ
時
期
か
ら
海
峡
植
民
地
経
由
の
仲
柁
貿
易
よ
り
馬
釆

諸
州
と
の
直
葎
貿
易
が
増
加
し
~

こ
の
貿
易
は
海
峡
植
民
地
の
自
由
貿
易
圏
円
か
ら

逸
脱
L
t
輸
入
関
税
脚
の
下
に
お
か
れ
た
た

め
'
漸
-
飽
和
状
態
に
遷
し
-
特
に
昭
和
十
二
年
の
支
那
事
轡
勃
敦
後
は
革
俺
の
排
日
貨
の
影
響
を
受
け
て
減
少
せ
ざ
る
を
え
な
か
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っ
た
｡
抽
入
に
於
て
は
織
錦
が
軍
需
資
材
と
し
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
た
め
'
さ
し
た
る
減
少
を
示
さ
ず
.
た
め
に
昭
和
十

l
年

の
出
超
は
昭
和
十
三
年
に
至
っ
て
移
し
い
入
超
に
樽
化
し
て
ゐ
る
｡

蘭
即
が
本
茶
自
由
貿
易
的
政
策
を
と
･C
(

本
圃
と
第
三
閲
と
を
層
別
し
な
い
投
機
な
財
政
関
根
を
蹴
課
す
る
に
止
ま
っ
た
こ
と
は

既
述
〃
通
り
で
あ
る
が
'
昭
和
七
年
以
後
に
放
け
る
日
本
商
品
の
進
出
は
'
達
に
各
方
面
に
於
け
る
制
限
政
策
を
と
る
に
至
ら
し
め

た
｡
昭
和
七
年
先
づ
関
税
の
引
上
げ
か
ら
着
手
せ
ら
れ
'
関
税
の
引
上
げ
は
本
国
と
第
三
閥
と
む
国
別
し
な
か
つ
た
1
め
り
本
圃
特

意
の
手
段
と
し
て
は
直
積
的
な
貿
易
統
制
の
方
法
が
株
用
せ
ら
れ
た
.
昭
和
八
年
九
月
'
非
常
時
輸
入
制
限
制
が
公
布
さ
れ
'
セ

メ

ン
ト
･
ビ
ー
ル
か
ら
出
費
し
て
そ
の
後
各
榎
商
品
の
輸
入
割
官
制
が
行
ほ
れ
た
｡
昭
和
九
年
の
円
蘭
骨
商
は
か
-
し
て
開
催
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
.
速
に
成
功
せ
ず
制
限
令
は
却
っ
て
張
化
ru
れ
さ
へ
し
た
e
昭
和
十
二
年
'
石
樺
ハ
ル
･L
党
等
交
換
に
よ
っ
て
や
1
好

柚
の
色
が
見
え
.
制
限
令
の
腐
卿
が
約
凍
さ
れ
た
が
'
同
年
に
勃
乾
し
た
売
耶
罫
轡
は
rE
び
戊
帰
し
!!
こ
の
後
は
磁
化
の
.I
路
香
山

つ
.tj
ゐ
る
C
昭
和
十
二
年
と
十
三
年
と
此
較
す
る
な
ら
ば
輸
出
入
共
約
年
誠
し
て
ゐ
る
こ
と
が
郁
る
で
あ
ら
う
"
輸
出
品
の
大
京
を

な
す
も
の
は
依
然
綿
製
品
を
中
心
と
す
る
衣
料
で
あ
る
が
'
既
述
の
通
り
生
産
手
段
の
翰
出
が
激
増
し
て
帝
た
JJ
と
は
見
逃
せ
な
い

こ
と
で
あ
る
｡
輸
入
品
で
は
哉
時
粧
塀
の
進
行
に
つ
れ
'
石
油
及
金
属
類
の
相
封
的
地
位
が
高
ま
っ
て
ゐ
る
.

日
比
貿
易
は
米
国
の
政
治
的
盤
力
に
も
拘
ら
ず
地
理
的
接
近
と
昭
和
七
年
以
後
の
園
安
に
乗
じ
て
躍
進
L
t
特
に
綿
製
品
if
裁
て

は
昭
和
九
年
格
に
米
国
を
凍
萄
す
る
に
至
っ
た
｡
そ
の
結
果
翌
十
年
に
は
日
本
綿
布
封
此
輸
出
管
定
制
限
協
定
が
行
は
れ
'
.U
ゝ
に

於
て
も
ま
た
日
本
商
品
の
進
出
は
阻
れ
た
の
で
あ
る
9
特
に
支
部
等
轡
勃
聾
後
に
於
け
る
米
本
国
の
政
治
的
願
力
は
倍
加
さ
れ
'
昭

和
十
二
年
ま
で
の
出
超
は
十
三
年
に
入
っ
て
入
超
に
緒
化
し
て
ゐ
る
｡

日
本
細
野
と
南
洋
貿
易

第

二
番

二
五
九

第

7
就

二
五
九
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本
縛
潜
と
南
洋
貿
易

第
二
巻

二
六
〇

第

7既

二
大
0

英
領
ボ
ル
ネ
オ
と
の
貿
易
が
わ
が
国
の
石
油
輸
入
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
鮎
襲
-
な
い
が
'
昭
和
十
二
年
を
境
と
し
て
輸
出
入
と
も

減
少
し
て
ゐ
る
鮎
は
他
の
地
域
と
同
株
で
あ
る
｡

か
-
る
勢
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
昭
和
十
四
年
の
第
二
次
世
粗
大
靴
の
勃
艶
む
見
た
わ
け
で
あ
B
Jが
'
そ

れ
以

後

の

間
指
は
姶
-

･tJ
わ
1
JTIれ
LD
TTtj
患
て
桝
1LT.
ノ
ハ

…
じ
ら
-
i
LTl･i
に
祉
媒
取
上
げ
る
必
輩
は
な
い
■1
1あ
ら
,つ
o
第

二
.(大
戦
の
絞
験
む
知
や
P

-
IJ
l_
･･-
i-l
ノー
.A_
-1
-ゼ
･'フ
ー
ー
＼
(
く
･
√

の
･
1
う
ち
に
は
事
態
の
好
緒
社
報
想
す
る
も
の
も
な
い

で
.Lは
な
か
つ
た
が
'
今
次
大
戦
は
第

一
次
大
股
JU
は
具
-
..
事
態
の
蔚
緒
を

示
す

ど
こ
ろ
か
､
反
封
に
諸
本
圃
の
わ
が
国

へ
の
敵
性
の
故
に
却
て
意
化
の
.方
向
を
辿
-
つ
1
あ
っ
た
の
で
あ

る
.
悌
本
圃
の
敗
退

後
日
係
印
経
済
協
丘
の
成
立
と
な
り
'
悌
印
は
タ
イ
圃
と
共
に
宋
丑
共
栄
圏
垂
加
へ
の
熊
勢
を

不
L
t謡

囲
間
と
の
貿
易
は
菅
南
方

貿
易
骨
の
統
制
の
下
に
授
け
ら
れ
て
行
つ
た
が
'
新
に
昨
年
行
ほ
れ
た
蘭
印
と
の
骨
商
は
終
に
決
裂
の
悲
運
に
遭
遇
せ
ね
ば
な
ら
車

蘭
.llE=
は
東
亜
共
栄
圏
不
参
加
の
意
園
を
明
ら
か
に
し
た
｡
更
ら
に
事
態
を
決
定
打
に
悪
化
せ
し
め
た
も
の
は
英
米
及
び
そ
れ
に
績
い

て
蘭
印
に
よ
っ
て
行
ば
れ
た
わ
が
国
資
金
の
凍
結
で
あ
り
､
そ
れ
以
後
の
わ
が
国
の
南
洋
貿
易
は
絶
望
的
な
欺
態
に
入
-
つ
1
昭
和

十
K
年
十
二
月
十
八
日
の
大
東
亜
戦
争
勃
敬
に
ま
で
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
.

大
東
正
数
挙
動
敬
を
奥
棟
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
貿
易
と
云
ふ
や
う
な
軟
い
分
野
に
局
限
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
ず
､
更
ら
に

庶
汎
な
も
の
へ
と
扶
大
し
っ
1
あ
る
の
で
あ
る
が
､
さ
う
云
つ
た
贋
汎
な
南
方
政
朱
の
一
頚
と
し
て
わ
が
南
洋
貿
易
も
ま
た
常
邦
に

重
大
な
役
割
を
果
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
.
新
な
る
南
方
貿
易
の
構
想
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
'
南
洋
経
蹄
そ
の
も
の
1
調
査
が
正

確
に
而
も
急
速
に
行
は
れ
る
こ
と
が
絶
封
的
に
必
要
で
あ
ら
う
.
し
か
し
こ
1
で
は
主
と
し
て
日
本
鮭
碑
の
側
か
ら
そ
の
確
立
以
罪

の
南
洋
貿
易
の
塵
史
を
素
描
L
t
問
題
へ
の
一
歩
の
接
近
を
不
し
た
に
す
ぎ
な
い
.


