
__.,-__".ー _一._I_I-

竃

回
(軍

F
H
M

言
行

一
r

r

∫..､.).

'･t.義

-･撃

｢一一~~TT--ー̀ー-¶-~叩 ▼~

研 究 研 済 経 威 し鹿 買 奄 響 雷 孟

濃 麹 璃 Li

戟 重 箱 強 武 弟

月 三 年 七 骨 和 昭

特輯南方握潜漉

南方経済の基本問題･--I--=--････経済学博士谷譜相調豊郷幣制に於ける･-･･･--望怒比島資源慣値の進展･--･=‥--･･･-･･･滞研摩士浅'ビルマの資源･.yj産業F/j貿易--･･･---････････-大

口

吉

彦

岡

学

兄

香

末

場

A

/
''-
)
,.A.TJ
Ln二
丈rltヨ八

-
‥
..
./ド
-=_i..I.E
I.1.
‥叫_
.ご

淵叫

濠

洲

綻

漕

串

情
･-
･･-
･･-
･･････････
･･････････････廿日

農
儀

蓋

民
㌢

し
て
の
蘭
領
イ

ン
ド
-
耗
野
草
士

北

印
度
支
部
批
紬
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策
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濯
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学
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河
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本
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野
草
士

南
方
繊
維
原
料
の
生
産
に
つ
い
て
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･･････経
済
草
士

南
方
ゴ
ム
資
源
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印
は
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
縛
折
政
策

第

二
奇

二
〇
八

第

1
班

二〇八

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン

ス
の
経
済
政
策

河

野

偉

二

rrTI.JV

I

TLt
■]HE,

uJJTtih

[

｣月
lJJILL

l

序

二

回
化
関
税
政
策

言

JJl

′刊
.･~茅
〃打
力男
出
芽

lil

J
諸
爪n
封
】謙

玉

山術
計
帥

植
民
地
経
癖
を
貫
-
基
本
的
な
性
格
は
'
そ
の
経
済
的
可
能
性
の
す
べ
て
が
'
再
び
興
へ
ら
れ
る
こ
と
な
-
し
て
奪
ほ
れ
る
と
い

ふ
鮎
に
存
す
る
.
こ
れ
は
前
世
紀
以
来
の
欧
米
の
い
か
な
る
植
民
地
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
共
通
の
性
格
で
あ
る
｡
か
う
し
た
基
本

的
な
性
格
を
も
つ
個
々
の
植
民
地
経
済
が
'
如
何
な
る
相
貌
を
呈
す
る
か
は
'
そ
れ
ら
の
植
民
地
の
地
理
的

･
控
靖
的
諸
催
件
と
'

そ
れ
ら
の
植
民
地
を
支
配
す
る
本
観
の
経
済
政
策
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
｡

商
品
貿
易
を
仲
介
と
し
て
成
立
し
た
欧
米
資
本
主
義
の
東
洋
支
配
は
'
前
世
紀
の
中
期
以
後
'
植
民
地
領
有
と
い
ふ
新
し
い
形
態

を
と
-
始
め
た
｡
IQ
が
園
を
除
-
大
部
分
の
東
洋
語
国
が
彼
等
の
植
民
地
と
さ
れ
'
彼
等
の
東
条
の
篤
に
の
み
登

差

ね
ぽ
な
ら
な

く
成
る
に
至
っ
た
.

白
由
の
麟
フ
ラ
ン
ス
が
領
有
し
た
印
度
支
部
の
場
合
も
'

こ
の
鮎
に
於
い
て
な
ん
ら
の
例
外
を
な
す
も
の
で

は
な
か
っ
た
｡
香
む
し
ろ
そ
の
植
民
地
的
性
格
は
'
他
の
植
民
地
た
と
へ
ば
イ
ギ
-
ス
の
印
度
支
配
'
オ
ラ
ン
ダ
の
東
印
度
諸
島
支

∫軒

距

耶
障

鰭

鰻

で
あ
る
と
言
は
れ
､

極
端
な
本
圃
中
心
主
義
を
内
容
と
す
る
そ
の
植
民
政
朱
は
､
夙
に
同
化
主
義

へa
ssi･
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･1
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･

-
声

音

､･与

･

-
Lati.
n
)
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
ゐ
る
ほ
ど

に

有
名

で

あ

る

｡

同

化

主
義

的

棺

民

政

策

は
植

民

柏

の
既

存

の

す

べ

て
の
文
物

.
刺

度
を
破
壊
し
て
'
之
に
代

へ
る
に
ヰ
国
の
文
物

･
制
度
を
以
っ
て
す
る
干
準
王
義
で
あ
-
'
印
度
支
部
も
ま
た
他
の
フ
ラ
ン

ス
朽
民

地
と
と
も
に
永
-
こ
の
干
準
三
菱
の
下
に
置
か
れ
て
帝
た
の
で
あ
る
o
尤
も
植
民
政
策
に
お
け
る
同
化
卓
轟
的
な
考

へ
方
は
'
そ
れ

日
照
と
し
て
は
抽
象
的
な
考

へ
方
に
過
ぎ
ず
'
そ
れ
は
本
圃

フ
ラ
ン
ス
の
制
度

･
女
物
の
す
べ
て
が
極
め
て
俊
秀
で
あ
-
'
七
の
上

も
な
く
完
全
で
あ
る
よ
い
ふ
斑
相
な
恩
･5
上
-
に
基
礎
を
置
-
見
解
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
併
し
を
の
属
に
同
化
主
義
的
椙
民
政
策
が

現
茸
に
有
っ
て
ゐ
た
役
割
を
見
落
す
な
ら
ば
'
そ
れ
は
護
り
で
あ
ら
う
｡
か
ゝ
る
楕
民
政
策
は
革
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
性
蘇
と
か
思
考

上
の
特
色
と
か
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
..
基
本
的
に
は
フ
ラ
ン

ス
本
団
の
特
殊
な
経
済
構
造

に繋
が
る
も
の
と
考
へ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
.
か
う
し
た
意
味
よ
-
し
て
'
印
度
支
部
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
政
策
が
..
本
国
の
経
済
構
造
と
い
か
な
る
紫

l
-)
二
LL/～
ヽ
t
1.
一次
】.ヽノ
L
:

]TTlJtEr
LJ
日日TR二
.,I.)
.r'

二
を
プ
＼
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フ
ラ
ン
ス
の
肝
度
支
那
侵
入
の
買

は
､
十
七
世
紀
の
初
頭
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
奔
る
｡
こ
の
痔
代
は
,
西
欧
の
す
べ
て
の
東

洋
侵
略
が
さ
う
で
あ
つ
た
や
う
に
/
王
と
し
て
宜
致
師
と
胃
険
商
人
と
に
よ
っ
て
侵
略
が
行
は
れ
た
時
代
で
あ
る
｡
フ
ラ
ン
ス
と
印

度
支
那
の
関
係
が
'
個
々
の
宣
教
師
と
か
商
人
と
か
の
手
よ
-
離
れ
て
公
的
な
性
質
を
帯
び
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
､
十
八
世
紀
の

中
頃

よ
-
以
後

の
こ

と

で
あ

-
'

フ
ラ
ン
ス
の
印
度
支
那
支
配
は
そ
の
後
の
約

l
世
紀
に
亘
る
執
瑚
な
武
力
進
出
の
後
に
於
い
て
漸

●く
賢
を
紹

び
､
一
八
八
七
年
'
印
度
支
部
聯
邦
が
こ
･̂
に
成
立
し
た
.
印
度
支
部
聯
邦
は
内
容
的
に
は
'
東
京

･
安
甫

二
フ
オ
ス

･

カ
ン
ボ
ヂ

ヤ
の
四
つ
の
保
諸
国
を
含
み
'
直
轄
植
民
地
と
し
て
は
交
祉
支
那

一
つ
の
み
で
あ
る
が
'
事
茸
上
は
各
保
護
国
に
於
い
て

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
宋

第

二
審

二
〇
九

第

1
航

二
〇
九

ェ ンニ/-:普,大岩誠氏諸『印成立朴 -フランスの政策 とその督腿』--1=七乱
原 名Tht)ma§E.EnnlSHFrencll】‥･ollCy･and】)evelopmentslnlndochlna"

1)

19う6.
2) 詳細に跳てはエ ンニス,汎称 番および瀬誼経済調査局fu,南洋叢書第二番



すr

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
雛
漕
政
策

第
二
巻

二

1
0

第

一

班

二
一〇

も
フ
ラ
ン
ス
の
勢
力
は
極
め
て
大
で
あ
-
'
経
緯
的
に
見
る
場
合
'
印
度
支
那
を

一
構
成
鱈
と
し

て
取
扱
ふ
こ
と

が
可
能
で
あ
る
｡

一
八
九
二
年
'
フ
ラ
ン
ス
は
印
度
支
部
を

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
其
他
と
と
も
に
同
化
植
民
地
に
編
入
L
p
こ
の
時
以
来
現
在
に
及
ぶ
ま

で
的
中
性
紀
聞

'
上
記
の
同
化
,ull範
的
柵
民
放
髄
を

行
ひ
っ

けゞ
て
雑
た
わ
け
で
あ
る
O
,LJ
の
間
に
も
席
代
の
親
督
中
に
は
本
圃
の

同
化

､才

蔵
的
政
策
K
iE5
割
t
て
.
別
駄
東
部
の
僻
就
配
食
tH
L
･TtT
J
m
は
同
随
伴
社
官
珊
し
ょ
う
た
し
て
ijJL.わ
し
た
撤
郎
た
紙
幣
.

ラ
ネ
ッ
サ
ン

(Lanessan
)
と
か
ヴ
ア
ラ
ン
ヌ
(V
aranne)
と
か
も
あ

っ
た
け
れ
ど
も
'
フ

ラ

ン

ス
本
圃
の
張
碓
主
義
は
終
始

1L
質
し

て
変
る
こ
と
な
-

'
こ
れ
ら
の
良
き
意
圏
の
誓
規
を
拒
み
つ
ゞ
け
て
き
た
｡
か
-
し
て
同
化
主
義
政
策
は
原
住
民
た
る
安
甫
人
の
村

落
共
同
照
的
な
生
活
秩
序
を
破
摘
し
'
そ
の
集
合
閏
た
る
安
甫
帝
観
に
封
し
て
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
近
代
的
な
立
法

･
行
政
そ
の
他
の

制
度
を
韻
刺
し
た
｡
と
こ
ろ
が
.
宴
甫
人
は
元
郊
'
藻
時
代
以
後
支
那
よ
---
斬
攻
的
に
南
方

へ
移
動
し
た
支
郡
人
の
分
流
で
あ
-
I

支
那
文
化
を
曜
承
し
っ
1
高
度
に
変
速
し
た
洞
白
の
政
治
的

･
社
食
的
組
織
を
有
っ
て
ゐ
た
た
め
に
､
同
化
主
義
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス

文
物
の
直
帯
的
な
導
入
は
'
こ
-
に

安
甫
人
の
文
物
と
の
運
命
的
な
衝
突
を
若
き
起
し
た
の
で
あ
る
..
こ
-

で
問
題
と
す
る
同
化
主

妻
に
基
づ
-
経
涛
政
策
に
就
い
て
富

ふ
な
ら
ば
'

.1
八
九
二
年
の
改
廃
は
､
即
庶
支
那
を
本
圃
JJ
同

l
の
関
税
下
に
置
き
､
本
圃
と

印
度
支
那
間
は
原
則
と
し
て
無
税
と
し
､
外
囲
よ
-
す
る
印
度
支
那
の
輸
入
に
封
し
て
は
本
国
に
於
け
る
と
同

1
の
関
税
を
附
輿
す

る
に
至
っ
た
O
こ
れ
が
即
ち
同
化
関
税
と
言
は
れ
る
も
の
で
あ
る
.
同
化
閲
税
は
印
度
支
部
を
本
国
の
猫
占
的
な
市
場
た
ら
し
め
る

と
と
も
拓
~
そ
の
原
料
脊
振
の
優
先
的
な
確
保
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
-
t
か
1

る
関
税
操
作
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
の
粧
済
政
策

は
着
々

と
茸
現
さ
れ
'
更
に
印
度
支
那
を
前
進
基
地
と
す
る
支
那
へ
の
経
碑
的
な
進

出
が
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

『体積印度支那貸』三二頁L;J.後,太平汗協骨組 『イ弗試印度支那綾冶小帯室滑』
一三頁以後歩哨｡

3) エ ン王ス,前視書七七束以下｡
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同

化

関

税

政

策

イ
ギ
リ
ス
を
先
頭
と
す
る
自
由
貿
易
が
世
界
綻
碑
の
主
流
と
な
り
始
め
た
の
は

l
八
四
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
が
'
昔
時
の
フ
ラ

ン

ス
経
僻
は

一
般
的
望

1日
つ
て
束
だ
遵
柴
随
の
段
階
に
止
ま
っ
て
ゐ
た
.
か
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
の
読
率
に
苦
し
み
な
が
ら
出
襲
し

た
フ
ラ
ン
ス
経
癖
は
繊
維
産
業
と
-
に
絹
業
を
中
心
と
し
て
編
成
さ
れ
'
そ
れ
牢
王
力
と
し
て
自
由
貿
易
の
潮
流
に
参
加
す
る
こ
と

ゝ
な
っ
た
O
自
由
貿
易
の
潮
流
は

一
八
六
〇
年
代
を
頂
上
と
し
て
､
そ
れ
よ
-
下
-
坂
と
な
-
'
イ
ギ
リ
ス
は
六
〇
年
代
以
後
砥
民

地
獲
得
の
方
向
に
楢
じ
た
が
'
フ
ラ
ン
ス
は
約
二
十
年
遅
れ
て

一
八
八

〇
年
か
ら

1
九

〇
〇
年
に
至
る
妻
で
の
期

間
に
於
い
て
'
肢

も
発
頭
･irTlこ
軽
宅
地
B
l日Frp
こ
符
-
H

r
こ
薫

っ

た

｡
叩
謡
だ
叩
け
頂
宵

LTn.
托
L
l妃
tヾ
4
')や
,つ
に
叱

り

諦
こ
"f.i.売
文
.｡
･lL,tL
､
.〃
㌧

･ト-
･･-
rコ
.
､ノ
t

･･･-
1

′L
I:
･･‖-
JtL/
｢ノ
'(
rTr
フ

】/

.く
ーOd日

比
明
か
托
T
Jr
-
プ
の

.引
去

頚

榊
に
脚
L.一夜
も

の

で

あ

i
..元

｡

市
場
獲
得
茸
等
の
結
果
と
し
て
起
つ
た
こ
の
や
う
な
植
民
地
領
有
の
傾
向
は
'
ま
た
国
内
産
糞
の
澗
占
の
進
行
と
金
融
的
な
勢
力

の
増
大
と
豊

息
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
.
と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス
躍
帝
に
於
い
て
は
'
準

止
的
な
小
農
経
営
が
磨
汎
に
存
在
し
'
且
つ

工
業
賛
漁
に
乏
し
い
た
め
に
工
業
の
獲
展
が
彼
弱
で
あ
る
こ
と
に
由
っ
て
.
蓄
積
さ
れ
た
資
本
は
甚
だ
し
-
過
剰
と
な
-
.
こ
れ
ら

の
過
剰
笥
本
は
主
と
し
て
外
観
の
借
款
｣㌫

国
債
投
資
と
か
に
向
け
ら
れ
て
'
国
内
に
多
-
の
金
利
生
晴
着
を
蟹
生
せ
し
め
る
状
態

に
在
っ
た
｡
か
う
し
た
フ

ラ
ン
ス
紋
所
の
特
殊
性
に
基
づ
-
過
剰
資
本
の
集
積
は
'
十
九
世
紀
末
に
は
異
常
な
早
さ
で
進
行
し
'
数

倍
の
大
銀
行
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
1
な
っ
た
が
'

フ
ラ
ン
ス
経
済
は
か
-
し
て
穫
得
さ
れ
る
金
利
収
入
に
よ
っ
て
'
自
国
産
菜
の

劣
勢
に
よ
る
輸
入
超
過
を
補
ふ
と
と
も
に
'
国
際
金
融
上
有
力
た
る
地
位
を
確
保
し
っ
ゞ
け
て
来
た
o
フ
ラ
ン
ス
貴
大
の
四
銀
行
た

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策

第
二
審

≡

1

第
1
班

≡

1

4) 世界政治庫野年鑑七=八東｡



印
度
支
部
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
柁
済
政
策

第

二
番

二
二
一
第

1
就

二

二1

る

C
o
m
p
tolre
d
､E
sco
mp
te

d
e
P
aris
】S
o
〔im
La
G
6nira
h,
B
anqued
e

P
arlS
etd
esP
ay
s･Bas
の
合
同
経
営
に
よ
る
即
慶
支
那
鈍

行

(B
anque
de

lJInd
.ch
lne)
が
'
い
ち
早
く

l
八
七
五
年
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
'
か
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
金
融
教
本
の
植
民
地
に

札許
す
･Ttt尉

-j
垂
が
す
も
の
と
し
て
溺
神
山亡
れ
る
e
も
っ
と
も
､
フ
ラ
ン
ス
b
t･数
列
璽
LP
カ
企
蓋
恭
賀
を
裁
け
て
専
ら
盛
御
節
梢
に
僻

存
し
た
と
い
ふ
頭
憎
は

JJ
の
11i
去
安
斬
新
↑ElG
L毅
台
に
も
男
ら
れ
る
と
,j
ろ
で

あ-
r.

同
市
は
LEEZ行
者
の
畿
行
を

朽
ふ
と
IIJも

に
'
印
鑑
支
部
に
放
け
る
国
債
の
募
集
に
臆
し
F
貿
易

･
商
業
金
融
に
従
事
す
る
こ
と
を
以
っ
て
自
己
の
倖
命
と
し
た
の
で
あ
る
｡

更
に
フ
ラ
ン
ス
は
印
度
支
部
銀
行
を
東
洋
に
於
け
る
肖
国
賓
本
の
代
表
者
た
ら
し
め
､
も
っ
て
支
那
そ
の
他
の
地
方
に
封
す
る
経
済

的
進
出
を
試
み
た

の
で
あ

-
'
JJ
の
鮎
よ
-
し
て
も
印
度
支
部
銀
行
が
如
何
に
重
要
な
影
割
を
有
っ
て
ゐ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
飛

る
｡剛

度
支
那
に
封
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
同
化
主
義
政
策
は
t
か
-
し
て
印
度
支
那
を
本
国
産
業
の
猫
古
的
な
市
場
た
ら
し
め
る
こ
と
に

ょ
っ
て
'
劣
勢
な
本
圃
産
業
を
擁
護
す
る
と
と
も
に
'
印
度
支
部
を
本
国
哀
本
の
投
資
地
域
と
し
て
解
散
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
｡
か
1
る
同
化
主
義
は
首
熱
に
ui
度
支
部
経
済
に
封
し
て
深
刻
な
影
響
を
輿

へ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
O
以
下
こ
れ

に
就
い
て
見
よ
う
｡

印
度
支
那
が
同
化
植
民
地
に
編
入
さ
れ
た
の
が

t
八
九
二
年
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
就
い
て
は
前
述
し
た
.
同
化
柿
民
地
に
封
し

て
施
行
さ
れ
た
所
謂
同
化
関
税
に
よ
っ
て
'
丑
づ
植
民
地
の
輸
入
に
関
し
て
は
､
フ
ラ
ン
ス
本
国
よ
-
の
輸
入
品
お
よ
び
悌
領
植
民

地
よ
り
の
輸
入
品
は
無
税
と
さ
れ
｣
外
固
よ
り
の
輸
入
品
に
封
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
本
国
に
そ
れ
が
旅
人
さ
れ
る
と
同
率
の
輸
入
関
税

が
賦
課
さ
れ
た
｡
植
民
地
か
ら
本
国

へ
の
輸
出
品
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
加
藤

輸
入
が
認
め
ら
れ
た
｡
か
1
る
同
化
関
税
は
フ
ラ

Fr]度支那金離事 情』 六 克 o
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番
t
t
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暮
1
暮

ll

t

t

I

∫
t
t
t

ン

ス
商
品
の
植
民
租
へ
の
自
由
粍
人
を
認
め
.

外
国
産
商
品
の
植
民
地
へ
の
流
入
を
制
限
し
'
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
産
柴
と
-

に
綿
実
を
保
護
す
る
と
と
も
に
､
更
に
柵
民
地
産
食
料
お
よ
び
原
料
の
本
国

へ
の
自
由
流
入
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
フ
ラ
/
ス

終
桝
の
物
的
基
礎
霊

描
固
な
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
本
閥
と
植
民
地
と
の
間
に
於
け
る
か
1
る
同
化
制
度
は
'
も
し
も

植
民
地
の
す
べ
て
の
原
料
硬
派
が
未
開
に
於
い
て
輔
税
で
輸
入
さ
れ
､
且
つ
同
種
の
外
聞
産
物
の
本
閥

へ
の
輸
入
が
制
限
さ
れ
た
と

す
る
な
ら
ば
'
植
民
地
は
自
ら
を
未
聞
の
市
場
と
し
て
解
放
す
る

一
方
'
そ
の
原
料
輸
出
に
於
い
て
本
圃
市
場
を
特
恵
的
な
市
場
と

し
て
確
保
し
得
た
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
､
併
し
等
葺
は
TU
う
で
は
な
か
っ
た
O
印
度
支
部
の
産
物
に
つ
い
て
見
て
も
'
最
大
の
輸
出

り

nm
た
る
米
に
は
輸
出
税
が
耽
課
さ
れ
た
し
､
そ
の
他
の
測
誹

･
茶

･
胡
柑
な
ど
は
本
圃

へ
の
自
由
流
入
が
認
め
ら
れ
た
と
は
言
へ
p

外
囲
産
の
物
も
JJ
れ
と
同
じ
く
紳
柏
か
或
は
細
露

に
等
し
い
流
入
が
認
め
ら
れ
た
た
め
に
'
印
琵
支
那
建
物
は
,U
れ
ら
と
の
競
学
に

賛
助
豊
的
な
環
項
の
下
に
訳
い
て
..
架
滴
段
階
と
鮮
痢
構
遥
と
を
異
に
す
る
本
国
と
柄
民
地
を
相
互
に
解
放
す
る
こ
と
が
何
を
結
果

す
る
か
は
白
ら
明
か
で
あ
る
｡
ま
し
て
其
上
.
栢
民
地
薦
物
の
本
圃

へ
の
輸
出
が
保
持
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
､
固
化
関
税
が
仝

-
本
圃
の
利
己
的
な
政
策
に
よ

っ
て
行
は
れ
た
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
は
､
も
は
千
明
際
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
.
印

庶
支
那
紅
僻
比
か
う
し
た
綻
僻
政
策
の
下
に
置
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
O

フ
ラ
ン
ス
人
侵
入
常
時
の
印
度
支
那
経
済
の
状
態
を

1
管
し
て
お
く
な
ら
ば
､
東
京
デ
ル
タ
及
び
そ
の
南
方
海
岸
地
帯
に
は
安
常

人
が
水
田
耕
作
を
行
つ
て
を
-
.
彼
等
は
零
細
な
土
地
を
所
有
し
豪
族
労
働
と
雇
傭
労
働
者
と
に
よ
っ
て
二
千
年
来
の
偉
続
的
な
米

作
を
営
み
､
村
落
共
同
裸
的

放
生
括
秩
序
の
下
に
於
3,で
土
地
に
執
着
し
'
農
柴
以
外
の
如
何
た
る
織
豊
に
も
椎
弔
す
る
と
と
を
拒

4

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策

第

二
啓

二
1
三

第

1
跳

二
1
三

6) Y.P占g-)urier"Lemarchedt:rri2L･d'llldochine"p.78･
7) ロオ79か ン背,外称省南洋局謂=L】併説印度支那粋筋常連史』八二頁O呼名

CharlesRobequain"L′EVoltLIL(JIn占con()mlquedcl′ⅠndochinefrancalSe/'
1939.



印
煙
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
.縄
野
政
策

第
二
審

二
1
EI

第

1出

二
t
凹

ん
で
き

た
｡
こ
れ
ら
の
安
前
人
の

l
部
は
既
に
交
批
支
那
の
西
部
に
ま
で
喋
漫
な
移
動
を
行
っ
て
き
て
ゐ
た
が
t
JJ
の
地
方
に
於
け

る
安
南
人
の
濃
紫
は
璽

且
と
興
な
り
'
零
細
農
民
は
比
較
的
少
-
'
地
主
と
小
作
人
と
日
傭
努
働
者

へ
の
階
細
分
化
が
か
た
-
見
ら

れ
た
と
.讃
は
れ
る
O
貸
商
人
の
カ
1
る
傍
杖
的
な
農
兼
松
皆
に
射
し
て
'
而
栄

二
TM
利
貸
的
た
支
配
む
行
っ
て
わ
た
も
の
は
立
郷

八

だ
賢
P
b
-
､
埴
噂
は
十
七
粒
紀
の
裾
年
よ
-
魔
人
に
紫
野
が
た

形
但
J空
仁
ひ
､

,.a
-J
L
で
召
出
ヨ
牙

･
カ

ン
ポ
ヂ
T
tb
Lh-
コ
Si
i
八

JI-
I_-

I

位
す
る
に
至
っ
た
｡
華
僑
は
そ
の
商
人
的
才
能
に
よ
っ
て
零
細
た
宴
常
人
真
矢
に
高
利
貸
付
け
を
行
ふ
と
よ
も
に
~
そ
の
誠
蹄
不
能

に
煎
じ
て
収
穫
物
を
自
己
の
掌
中
に
収
め
t

か
-
し
て
米
の
囲
内
取
引
を
曙
占
L
t

戒
完
に
よ
っ
て
こ
れ
を
近
隣
諸
国

へ
輸
出
し

た
｡
そ
の
他
'
準
備
は
歴

･
酒

･
阿
片

･
肉
桂

･
煙
草

･
砂
糖
な
ど
の
取
引
に
於
い
て
も
薫
要
な
地
位
を
占
め
た
ば
か
-
で
た
-
'

北
部
東
京
地
方
に
於
い
て
は
石
浜

･
韮
鈴
等
の
原
始
的
方
法
に
よ
る
抹
掘
に
も
碓
事
し
た
と
言
は
れ
る
｡

北
部
お
よ
び
南
部
テ
ル
タ
地
方
に
於
け
る
安
南
人
の
停
続
的
な
農
業
と
'
そ
れ
に
密
接
に
結
び
付
い
て
ゐ
た
農
民
の
家
内
手
工
業

と
な
基
底
と
し
て
'
そ
の
上
に
張
-
め
ぐ
ら
さ
れ
た
華
僑
の
両
党
的

･
金
融
的
支
配
網
お
よ
び
手
工
的
な
技
術
に
よ
る
支
邦
人
の
若

干
の
鏑
山
採
掘
'
山
岳
高
地
地
方
に
掘
る
原
始
人
環
を
別
と
す
れ
ば
印
度
支
那
粧
蹄
は
こ
の
や
う
な
内
容
と
環
が
-
と
に
於
い
て
瞥

ま
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
っ
た
.
フ
ラ
ン
ス
の
経
稗
力
は
､
か
1
る
所
期
的
な
経
怖
構
辻
を
有
つ
安
甫
王
国
に
侵
入
し
た
｡
そ
の
賓
本

力
の
侵
入
は

1
方
で
は
港
湾
を
辻
-
鉄
道
を
敷
き
道
河
を
堀
-

橋
梁
を
架
け
て
商
品
の
流
入
ル
ー
IL
を
作
る
と
と
も
に
'
他
方
で
は

葦
借
の
前
期
的
な
支
配
関
係
を
利
用
し
て
農
民
粧
僻
を
足
軽
し
､
ゴ
ム
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
'
鏑
山
抹
蛸
を
支
那
人
の

手
か
ら
奪
仏
瀬
る
に
至
っ
た
｡､
更
に
'
フ

ラ
ン

ス
本
国
産
商
品
の
侵
入
は
､安
甫
人
の
豪
円
手
工
業
を
破
壊
し
て
農
民
を
液
詣
せ
し
め

る

一
方
､そ
れ
に
よ
っ
て
華
僑
の
勢
力
か
高

め
､且
つ
印
度
支
那
産
物
の
本
圃

へ
の
流
入
は
農
蕎
物
の
商
品
化
を
促
進
し
は
し
た
け
れ

8) 逸見重雄氏背『俳蘭印度支那折究』六〇頁｡
9) l]オデカン,前端番三九頁｡

10) ロオブカン,前視番一四1 -四五頁｡耐故東正 郎 軒調 悲 ノ昂 刊 F併SIL印度
支那に於ける華僑』一六頁｡
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ど

も
'
こ
れ
又
華
僑
の
支
配
力
を
強
め
た
に
止
ま
っ
て
鼻
糞
生
産
は
債
然
と
し
て
従
葬

の
ま
1
で
放
置
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡

印
度
支
那
経
済

の
こ
の
間
の
墾
化
を
､
先
づ
貿
易
関
係
の
上
か
ら
検
討
し
ょ
う
｡即

ち
JJ
の
約

二
十
五
年
間

に
uIE:
慶
支
部
の

1
位
貿

第

7

表

印
度
支
那
貿
易
の
奨
化

(
単
位
-
百
雷
法
)

易
経
鞘
は

l
億
港
か
ら
五
億

法

へ
と
増
大
し
た
.
辛

P
う
ち

フ
ラ
ン
ス
と
の
貿
易
節
は
輸
入
に
於

い
て
約

八
倍
.

特
出
に
於
い
て

三

〇
倍

の

増
加
を

見
て
ゐ

る
｡
ま
た
そ
の
比
率
か
ら
言

っ
て
も

フ
ラ
ン
ス
の
占

め
る
地
位
Jf二

八
八
八
年

に
は
取
入

に於
い
て
二

〇

/け
ヽ
㌧SI
-1

.(
,
'
･
･

.＼
′ク
E
二
T3T3l小...

■L/T
【ノ
:
./㌔
.

一
九
二

年
に

は
輸

入
に
於

い

て
三
四
%
'
輸
出

に

於

い
て
二
三

%
と
執
れ
も
著
し
-
増
加
し
て
を
-
I

本
図

へ
の
依
存
度
を
著
し
く
高
め
て
ゐ
る
｡

尤
も
フ
ラ
ン
ス
と
の
貿
易
額
は
紹
封
額
の
上
か
ら
見
れ
ば
諸
外
囲
と
の
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
が
'
フ
ラ
ン
ス
の
示
す

7
股
貿
易
統
計
は
通
過
貿
易

.

再
輸
出
･
硬
換
等
の
項
目
を
含
ん
で
を
-
'
印
度
支
那
の
場
合
は
望
南
-
香
港
間
の
通
過
貿
易
が
相
思
額

(
一
九

二

年
は
三
千
八
百
寓
緯
)
に
上
る

と
且
ら
れ
る
か
ら
'
之
等
を
除
去
す
れ
ば
諸
外
国
と
の
貿
易
額
は
か
な
-
減
少
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
｡

印
度
支
那
か
ら

フ
ラ
ン
ス
へ
輸
出
さ
れ
る
も

の
で
は
食
料
品
が
最
も
多
く
増
加
し
'
原
料
品
が
之
に
次
ぎ
'
印
度
支
那
が
旅
人
す

る
も
の
で
は
製
達
品

の
輸
入
が
最
も
著
し
い
増
大
を

不
L
J
他
は
殆
ん
ど
不
礎
で
あ
る
JJ
と
が
知
ら
れ
る
O

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
聯
野
政
策

第

二
啓

二
7
五

第

1
拭

二

7
五

ll) 基滞施督府官房調査課『価層軸 足湖TJ関税政策』五六頁0本資料は Arthur
Girault."TheColonialTarlffP()llCyOfFrance"Part.ltの聯謀であ
るO



印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
坪
野
政
策

c/l

第

二
衷

印
度
支
那
と
フ
ラ
ン
ス

と
の
貿

易

(
m単
位
=
耳

糾
拭
)

第
二
懸

li
t

六

第

一
班

二
1
六

印
度
支
那
よ
-
の
輸
出

印
姥
支
那
へ
の
輸
入

馳 摂 食

追 刑 料

F3FEHllFIFl

1
八
八
八
年

T
:II

･
I

rJ..ル

1
九

二

年

七
九
･九

･
J
･･..

-
.〓

造 軒'r料

口 l｢ Fl
Htr ntl ロF]

八

･=∴ J.､ ミ̀
/-rl. 六 一 年

Tl - 1.J
CJIIqO

六.六 五 年

1
九

二

年

に
於
け
る
印
度
支
部
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
主
な
る
輸
出
入
商
品
を

不
せ
ば
I

第

三

未

印
度
支
那
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
貿
易
品

(単
位
-
百
蔑
津
)

輸
出

食
料

用

搬

粉
質

三
六
･五

l

輸
入

織

相
属
地
席
相
賀
用
品

獣

肉

獣

皮

盈 相 承

茸

物 産
種

子 チ由 物

四
･六

三

･
五

三

八

二
･El

二
･EI

金

磨

製

HLいれ▼

七 丁 三
六 七 二

.ひ
=

武

許

･机

,.
/.

頻

輝

契

紙

製

品

T
八
八
七
年
.

フ
ラ

ン
ス
が
En
変
支
那
を
領
有
し
て
以
窮
'
印
度
支
那
軽
満
は
以
上

の
や
う
な
植
民
地
的
性
格
を
抑
著
に
し
て
き

た
D

l
九
三
五
年
ヰ
石

に
四
億
ピ
ア
ス
･1
ル
に
上
っ
た
土
木
事
業
費
は
直
接

･
間
接
に
原
住
民
の
鼻
緒
に
蹄
せ
ら
れ
た
ぼ
か
-
で
な

-
.
植
民
地
穂
た
る
人
頭
税

の
軍

酢
に
苦
し
み
'
土
地
を
触
共
す
る
農
民
を
多
数
蔑
生
せ
し
め
た
｡
他
方
'

T
八
七
九
年
に
四
常
人

に
過
ぎ
な
か
っ
た
交
虻
支
那

在
任
華
僑
は
十
年
後
に
は
五
常
七
千
人
に
'

1
九
三
i(
年
に
は
十
七
常
人
に
増
加
し
て
そ
の
取
引
網
を

12) AnnuairestatistiquedelaFrance'1890･19121
13) PaulBernardHNouveaux aFPeCtSduproblもzT]･e毛にOrl.:･miqlJeindo･

chlnOIS."1937.p.52
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1

,
･

･
､

･

1

.

･

:

･

1･

･

.

.

･･

三

企

業

投

資

政

策

同
化
関
税
政
策
を

光
軸
JJ
し
て
難
関
さ
れ
た

印
度
支
那
の
植
民
地
化
は
'

一
八
九
二
年
以
帝
､

右
の
こ
と
き

期
著
な
成
果
を
奉

げ
'

フ
ラ
ン
ス
綿
製
品
の
植
民
地
侵
略
と
印
度
支
那
の
米
輸
出
の
増
大
と
を
簡
ら
し
た
が
t
か
1

る
緯
済
政
策
は
印
度
支
那
領
有
以

奔
現
在
に
至
る
ま
で
貰
徹
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
間

フ
ラ
ン
ス
の
極
端
な
本
圃
中
心
主
蓑
に
は
何
等

の
樺
換
も
見
ら
れ
な
か

っ
た
｡
フ

ラ
ン

ス
の
貿
易
に
於
い
て
植
民
地
の
占
め
る
些

里
は

一
九

二

年
ま
で
に
攻
の
如
く
増
大
し
た
｡

第

四
兼

フ

ラ

ン

ス

の

式

日勿

(
畢
比
-

甘
小心
揺
)

傑

出

が

i
八
八
八
年

i
九

H

年

一

輸

入

先

.J

.J

.J
tlL

竹
も
-L:
iEq
出

J

ち
i

/

ノ
:

T
プ
4
.l
l.

J

i

仰

朋

州
民

m

J
r.,′

T̀
/
＼

訂

三
､
二
.n

E
T

正
,九
九
T八

!

計

四
'
〇

八
九

T
L
一
l
ド

･T

Ⅶ‖

ェ

/

/
ノ
一/
ノ̀
＼

l′

ウ

′

八
'〇
三
五

フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
貿
易

の
う
ち
で
印
度
支
那
の

占
め
る
地
位
は
､
こ

の

期
間
に
攻
の
如
き
上
昇
を

不
し
た
｡

第

五

表

フ
ラ
ン
ス
の
封
相
民
地
貿
易

(
革
位
=
PII蔑
抹
)

輸

出

ア
ル
ジ
ェ
リ

ア

印
度
支
那

チ

ュ

ニ

ス

セ

ネ

ガ

ル

マ
ダ
ガ

ス
カ
ル

7
八
八

八
年

絹

代

他
行
計
中
畑
碑

一
七
三

｣ハ
八
%

一
一

四
%

i
〇

四

%

t
九

二

年

苑
子,也
rゝ]汁
A
･P
hR

四
八
九

六

一
%

六
五

八
%

九
〇

二

%

三
五

四
%

=
二二

四
%

輸

入

ア
ル
ジ

ェ
リ
ア

印

度

支

那

チ

ュ

ニ

ス

セ

ネ

ガ

ル

て
ダ
ガ

ス
カ
ル

一八
八
八
年

前
民
地
介
計
中
化
僻

一
五
八

五

三

%

二

〇
%

二
四

八
%

!

〇
%

印
度
支

那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
照
輝
政
策

第

二
啓

二

1
七

第
7
披

一
九

二

年

的
民
地
命
計
中
比
湘

四
二
五

四

七

%

1
〇
九

.I
l
%

七
九

八
%

四
五

五
%

二
ETr

二
it3

l
一
口卜

JL
■
ノ

二

1
七



印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン

ス
の
粁
折
政
策

第
二
審

〓
1
八

第

l
蚊

二
一
八

印
度
支
那
聯
邦
の
成
立
似
非
'

l
九

1
0
年
に
至
fQ
ま
で
の
期
間
に
於
い
て
､
印
度
支
那
は
本
国
に
と
っ
て
極
め
て
貢
要
な
植
民

地
と
な
り
.

木
組
と
の
相
互
関
係
を
茶
々

緊
密
化
し
て
き
た
.

同
化
関
税
政
策
は

そ
の
後
も
憎
綬
さ
れ
て
現
在
に
及
ぶ
の
で
あ
る

が
'
併
し

1[
九

1L
C)午
頃
か
ら
は
矧
-
印

政
文
郡
締
瞬
白
憎
の
熱
価
が
間
瀬
1
)な
-
始
め
'
第

11
攻
世
界
大
戦
に
於
い
て
こ
の
傾
向

は

山
滑
促
進
LT
Lら
れ
'

一
九
二
仔
牛
か
ら
恐
悦
柴
で
の
晴
朗
に
於
5
て
LJlW
度
近
郊

経

済

の
謝
敢
お
よ
び
敷
設
は
l
腔
の
先
鋭
む
月
た

と
言
は
れ
る
｡
以
下

1
九

1
0
年
か
ら

1
九
三
rJ
年
迄
の
期
間
に
於
り
る
フ
ラ
ン
ス
の
挺
軒
政
党
の
現
れ
を
見
よ
う
e

印
度
支
那
経
塀
の
整
備
は

､
先
づ
交
通

･
滞
慨
等
の
公
共
事
崇
か
ら
行
は
れ
た
こ
と
は
既
に
市
進
し
た
｡
と
く
に
鉄
道
建
設
費
は

一.
切
こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
本
圃
で
の
公
債
募
集
に
供
つ
た
と
青
は
れ
､

フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
資
本
は
之
に
よ
る
利
子
を
取
得
し
た
の
み
で

な
-
'
政
道
建
設
の
材
料
を
す
べ
て
本
観
か
ら
供
給
す
る
と
い
ふ
二
重
の
利
爺
を
輿

へ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
o
さ
ら
に
1
九

1
二
年

に
競
業
淡
の
公
布
を
見
~

1
九

二
二
年
に
鼻
糞

コ
ン

セ
ッ
シ
ョ
ン
制
度
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
は
'
こ
の
時
代
を
描
機
と
し
て
個
人
笹

本
に
よ
る
印
度
支
部
経
解
の
開
聾
が
糟
に
就
き
始
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
東
京
の
石
浜

･
正
路

･
錫
'
ラ
オ
ス
の
錫
の
採

∫

掘
､
交
批
支
部

･
カ
ン
ポ
ヂ
ヤ
地
方
に
於
け
る
ゴ
ム
栽
靖
の
硬
展
が
之
で
あ
っ
て
~
共
催
セ
メ
ン
ト
･
酒
精

･
製
米
等
の
エ
柴
が
こ

れ
に
練
い
て
畿
連
し
た
｡

第

六

嚢

l
八
八
八
年
I

L
九

1
八
年
'

フ
ラ

ウ
ス

資
本
投
下
街

(
畢
仰
=
盲
高
津
)

覇

･
工

業

変

曲

直
輪

業

帝

巣

14) ロオブカン,前親書,九八頁.



印
度
支
部
紐
解
は
,
こ
の
や
う
に

一
九

t
C
)年
を

一
つ
の
樽
機
と
し
て
極
め
て
制
限
さ
れ
た
範
囲
に
於
け
る
費
展
の
傾
向
聖

不
し

た

が

･
第

1
次
世
鼎
大
EFT
の
勃
喪
は
'
印
変
支
那
の
食
料
品
お
よ
び
原
料
品
が
本
閉
経
僻
に
と
っ
て
如
何
に
不
可
紋
の
も
の
で
あ
る

か

宝

器

せ
し
め
る
に
讐

雪

i最

終
準

じ
と
も
に
本
田
の
枯
民
地
熱
は
異
常
な
昂
損
を
見
る
穿

っ
た
｡
特
に
､

1
九
二
バ
年

か
ら
世
界
恐
慌
ま
で
の
時
期
は
-
印
鑑
支
那
綻
旅
が
嘗
て
J等

繁
栄
を
記
録
し
た
障
期
で
あ
っ
た
と
言
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
印
象
支
那
領

有
後
'
菅
に
四
十
和
の
後
の
こ
と
で
あ
る
.

第

七

未

1
九
二
四
年
-
1
九
三
〇
年
'
投
下
資
本
額

l
九
二
ETT牢

一
九
二
昆
中

1
.し
]t
一1
lL

一
九
二
八

年

一
九
二
九
年

一
九
三
〇
年

農

光

儲

業

一
九

二八
一
五
･
四

Tf
Ld
∴
J

二
三
･Lへ

二
〇
六
･
四

八
E7Ei
,

□
T
｢ノq
T.一
一

｣ヽ
一二
.T⊥

tヒ
′Ltu-T
l
一

1/
I)I

.rT1

七
二
･E
l

二

三

･〇

九
九
･八

二

八
･八

工

業

充
C.)･
1

〓
E
.i

.LL

･t上し
.LI

UJ
ノ｣.
一｣

けト
~｢

｣

三
九

･

六

五
八
･七

(畢
仕
=
甘
鳴
括
)

交
董

商

米

㌍

鮎

合

計

九
九
･八

七
八
･〇

一
〇
一
圭

三
･
]ハ

二
七
.刀

E
l･｣/

〓
(し
こ
Hl

-'
‥

r_
ド
.
.

T
.]ヽ
.
｢
ノ

PT
L＼
.h
仙

7
九
･二

四
九
･六

四
二
･〇

三
六
二

一
九
･
八

三
三
こ
ハ

二
耳
.･
瓦

.[五
四

･四

二
.｣′

一
ユ/
メ
.TJ

1/･十
二
′

EiliJ
コ
.
i
i

二
二
ヒ
･
T

ヒ

1
五
･四

六
六
･七

1三
六
九
･弔

二
五
〇
･八

六
〇
六
二
一

四
六
･
四

三

七
八
･九

投
下
賓
本
絹
は
JJ
の
期
間
内

に
維
計

二

八
倍
七
千
筒
港
に
上
-
ー
毎
年
平
均
四
億
津
づ
ゝ

の
増
加
堅

耶
し
て
ゐ
る
｡
番
柴
部
門
別

か
ら
言

へ
ば
農
業
が
最
大
で
'
金
融
巣
が
之
に
次
ぎ
'
以
下
工
学

商
学

交
通
兼
の
順
序
に

な
っ
て
ゐ
る
O
注
目
す
べ
き
こ
と
は
.

此
等
の
新
規
企
業
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
'
本
圃
産
柴
と
競
軍
関
係
聖

上
た
な
い
植
民
地
特
産
物
を
封
象
と
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
っ
て

そ
の
重
な
る
も
の
と
し
て
ほ
前
記
の
他
に
'

金

･
黒
鉛

･
燐
錦
な
ど
の
錦
業
､

茶

･
加
排

･
甘
庶

･
コ
コ
邦
子
な
ど
の
濃
紫
'

砂

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
照
輝
政
策
､

第
二
懸

三

九

第

1
披

三

九

15)



印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策

滞

二
番

l
≡
0

第

一
班

二二〇

糖

･
倍
革

･
油
脂
な
ど
の
工
業
が
あ
る
｡

こ
bJ.'間
'

1
九

二
二
年
に
河
内

･
開
定
に
設
l廿

･J
れ
た
印
掩
支
那
紡
純
や
赦

(So
c
lか
ta
C
r)1o
n
m
㌢
e
d
e
iJh
d
o
ch
ineJ
が
其
椎
順
調
な
敬
遠
か
..

退
け
.

!
九
二
二
1毎

に
は
七
嫌
い
紳
助
-
J
訂
Tr
の

僻
侃
省
を
拙
す
る
に
空
っ
Lj
=
と

は
興

味
あ
る
等
賀
L.iJ
あ
る
G
.ih
L7
ウ
ル
-l

O
硯
岬
に
J･5わ
は
､.
同

と
掴
定
ま
7
.7
/
r<
虎
5
411∃
リ
..1
･tlLJLhJtl
lr=TL
ア
TIE
匡
｢
-(,
-
)
Lh
ll
⊃
こ
.I
r

･
t
･l
-
〉
し
･司
｡三
.L
珪
･rT
)
.h
1.-.J
､
-

■41.J～
二
.
A

E
m
貰

隅

む

払
山Lf

.I:叫
JhI.1
乙

,
｣

-
ゝ

卜
;i

,
(

1

7E-
乃
L

7
17

ン

TlJ腿
=ふ
よ
･.
刊
折
1
日
L
J
も
..ノて
出･rl商
人
.脂
,=
詫
By.I.5･tb
l･一こ
ろ
Il･拭
l
いけ
か

つ
小1
L
l
的
､
謎

に
上
記
納
業
骨
証
の
誰

立
を
見
た
の
で
あ
る
D
同
化
脱
税

が

何

よ

-
も
フ
ラ
ン
ス
紙
業
3
保
護
を
諜
塩
と
し
て
ゐ
た
.た

け
に
'
皮
肉
t･t結
果
と
旦
こE
ふ

べ
Jn,で
あ
ら
-
｡
も
っ
と
も
'
上
記
紡
紹
介
敵
の
生
産
だ
け
で
印
度
支
那
の
緊
要
を
晴

ふ
こ
と
は
出
犯
す
'
依
然
と
し
て
多
甑
の
輸
入
を
必
要
と
し
た

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
｡

印
度
支
那
準
例
の
こ
の
や
う
な

上
昇
傾
向
に
つ
れ
て
'

同
化
関
税
の
束
縛
に
封
す
る
非
難
が

や
う
や
く
強
く

主
張
さ
れ
る
に
至

-
､

フ
ラ
ン
ス
の
紳
輔
政
策
の
修
屯
が
期
待
さ
れ
る
や
う
に
な

っ
た
o

l
九
二
八
年
に
制
定
さ
れ
'
翌
年
賃
施
さ
れ
た
閲
税
法
は
'

こ
の
や
う
な
内
外
の
情
勢
に
動
か
さ
れ
て
'
達
に
癌
め
て
小

範
囲
で
は
あ
る
が
開
校
自
主
椎
を
印
度
支
那
に
附
輿
す
る
に
至
っ
た
｡

併
し
'
印
度
支
部
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
貿
易
業
者
は
之
に
反
射
し
て
多
数
の
除
外
例
附
輿
の
要
求
を
提
出
し
'
結
局
こ
の
要
求
が

悉
く
受
諾
さ
れ
た
た
め
に
折
角
の
関
税
自
主
榛
も
有
名
撃
貫
の
も
の
と
成
っ
て
し
ま
っ
た
O
住
民
の
生
酒
必
帯
品
た
る
日
本
お
よ
び

支
部
か
ら
の
輸
入
品
は
こ
れ
に
よ
っ
て
極
め
て
高
率
の
関
税
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
-
､
改
正
関
税
は
事
賛
上
は
従
卒
の
同
化
関

税
的
方
向
を

l
暦
促
進
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
o

キ
ル
シ
エ
関
税
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
｡
印
度
支
那
経
蹄
は
'
こ
の
た

り

め
従
来
に
も
増
し
て
東
洋
語
軸
か
ら
隔
絶
さ
れ
'
本
観
と
の
依
存
関
係
を
強
化
し
た
｡

l
九
三

〇
年
の
恐
慌
は
'
印
度
支
那
綻
碑
の
命

の
綱
た
る
米
の
輸
出
貿
易
を
停
頓
せ
し
め
た
の
み
で
な
-
'
既
に
三
十
億
法
に
上

っ
た
フ
ラ

ン
ス
の
投
下
資
本

を
牛
減
せ
し
め
る
ほ
ど
の
深
刻
な
打
撃
を
輿

へ
た
の
で
あ
る
が
'
恐
慌
後

の
世
界
紐
解
の
ブ
ロ
ッ
ク
主

竃

警

亨
rI
主
音

き
て
-
J
最
薯

轟幣紙骨原官房調査課 『俳領根底地の関税政策』七二頁(,
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竃

f

lI
f

t
一
-

一
-

-･
･

一

･

･

愉

入

滝

本
聞
及
び
柏
属
地

東

洋

諸

国

欧

米

諸

国

其

他

印

度

支

一
九
二
八
年

火
lo
(望
･W
%
)

九
四
〇
(望
･0
〟U

九
〇
(
四
･ld%
)

六
〇
(
Tl:･0
〆ご

邪

の

貿

易

(
早
世
=
首
寓
培
)

一
九
三

〇
年

1.D
七
三
(完
･
二%
)

宍
0
(三
ハ･四%
)

一天

(
二
･三
%
)

塁

(
亨
1%
)

愉

出

先

本
圃
及
び

柏
民
地

東

洋

語

圃

欧

米

譜

国

共

他

･卜ヽ喜
J･_l

一
九
二
八
年

書
一〇
(
二号
〇
%
)

1
.望
0
(至
･
1%
)

三
〇
(
五
･i(形
)

二言
(

九
･三%
)

一
九
三

〇
年

宍
1
(責
二

%
)

コ
1六
〇
(究
･五
%
)

宅

(
二
･六
%
)

至

(
】T
八
%
)

義
化
は

フ
ラ
ン
ス
を
し
て
従
来
の
植

民
地
帝
甲
王
毒

を
l
屠

場
化
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
o

l
九
三
四
年

か
ら
翌
年

に
か
け

て
開

催
さ
れ
た
7
一7
ン
ス
帝
閥
骨
議
は
､
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ソ
ク
ワ
合
議
に
倣
っ
て
'
本
国
と
植
民
地
と
の
ブ
ロ
ッ
ク
的
結
成
を
企
固
し
た

も
の
t..1'め
っ
た

.

併
し
な
が
ら
.
冊
に
も
F,lr.べ
た
や
う
に
印
度
支
那
雑
絹
は
第

二
[
牡
丹
大
我
の
の
ち
以
東
､
か
な
-
の
襲
展
計)
見

和
が
示
し
て
ぬ
る

や

う
な

本
削

中
心

､ヨ
撃
.雪
.V
の
ま

ゝ
の

形

で

欄
約
す
争
U

と
は
匪
刺
と

方
つ
で
郭
鴇

印
鑑
支
那
は
肖
ら
の
利
菩

関
係
を
や
う
や
-
持
つ
忙
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

か
う
し
た
情
勢
の
下
に
開
か
れ
た
帝
開
合
議
は
'
従
っ
て
本
間
工
柴
と
植
民
地
工
業
の
利
害
の
対
立
を
如
何
に
し
て
調
和
す
べ
き

か
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
-
な
っ
た
o

t
つ
の
解
決
環
と
し
て
は
'
祐
乗
の
印
度
支
那
が
さ
う
で
あ
つ
た
や

ぅ
に
.
印
度
支
那
の
工
業
k
l本
圃
工
業
と
何
等
の
競
宰
関
係
に
立
た
な
い
所
謂

『
補
完
工
柴

』
(
p
r
od
uctions
com
p)6m
entaires)
の

範
囲
に
止
め
る
こ
と
が
考

へ
ら
れ
､
か
う
し
た
主
張
も
有
力
で
あ
っ
た
o
併
し
'
問
題
は
む
し
ろ
印
度
支
那
の
工
業
が
補
完
工
業
の

範
囲
を
股
し
始
め
た
と
こ
ろ
か
ら
起
っ
た
の
で
あ
-
､
従
っ
て
か
1
る
解
決
策
は
'
最
早
､
規
茸
的
な
意
味
を
靖
た
た
-
な
つ
た
わ

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
相
済
政
策

第

二
審

二
二

l
第

】
批

二二
1

18) AnnualreStatistlquedeHtRdochlne.1923-1929･1930-19311
19) MaurlCeGuernier"E:SSaL.SLLrLLnepOlltique6conomlquedel′Empire

framalS."1937.p.63.
20) Annu;LireStasistlquedel′Ind()｡hirle.1937-1938.p･148･



印
腔
iT人那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ズ
の
辞
新
政
策

第

二
番

i■
九
三
‥
年

]
し
〓
l二
n

J
｣ノ
〓
(L一■土

■
｣｢ノ=
仙二
m.土

T
L
l･･F
T1

｣ノ
r
rnHトノコ

7
九
三
五
年

一
九
三
六
年

一
九
三
七
年

一
九
三
八
年

第

九

表

農

業

三
五
･六

diir
iで

け
ト.
二

TuT

IJ

〓
Jけト
.
1ユ

ニ
T

.(

一
日ET:･ヒ

五
二
･五

三
六
･四

二
･八

1
九
三
1
年
-
一
九
三

八

年
'
投

下
資
本

駄

(蚤
仲
-
百
蒔
活
)

感

業

工

業

公
共
事

業

三
二
･八

三
三
･九

一
七
三

一
･
二

二
1/
･･T,

〓
二
二
･五

･
･七

./
一/

フ

〇
･二

四
･
)ニ

!

･
1

〓
丁
七

二
四
圭

○
圭

一
〇
･八

三
三
二

四
三
･七

〇
二
一

二
六
･三

丁
九

交

通
業

務

業

三
･七

七
去

Ji.E
l･
l二

二
二
･九

二
小七

二
二

二
.m卜

け~ト
二
ハ

六
･〇

三
ユ
ニ

T
･八

五
･日

1
:〇
･
1

四
二

甲
七

一
二
･九

二
二
二

第

一
班

二
二
二

土
地
骨
祉

銀

行

丁

二

五
五
二

丁 六 〇 二
四〇 二 二 】

･.∴
Li=.

一
三
･
一

1
一ト
､

六
･五

四

五〇

合

計

1
八
七
･〇

一
二
九
⊥
ハ

二
≡
二
･九

m
rヤハ
tTn

g
ーヽノ
.-＼

EiL⊂
Il′

1
〇

三

･L
ハ

1
五
四
･二

九
五
･
二

げである｡これに封して芸では印度支部工業化の主張が積極的に展開ruれ､フランスの経済政栄の韓換が張く

嬰求されるやうになってきたC

EE工業化政策

植民地望美化は.本国にとって何時かは直面せざるを得ない問題であると言はれる｡フランスの強力な同化主義政策の下に在完印度支那の場合ですら'以上のやうな杵柄的費展の結果として･この問題が抹-上げられるに至った｡併しながら'既に些べてきたやうにフランスは印度支部を本国産業とくに綿兼の弼占的な市場たらしめて衆たし'又印慶支那におけるフランス人の里美輸出業者も特意的な木組市場を輿へられて釆たo更に印

M
I
Guernier,
Op･cit･,pl69.

慶安那銀行によって代来されるフランス･Q金融資本も亦'



-

.

.
J.
一~
こj

t

＼

そ
こ
か
ら
多
-
の
利
益
を
得
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
.
印
度
支
那
を
工
柴
化
す
る
JJ
と
は
､
嘗
邦
に
こ
れ
ら
の
勢
力
と
封
立
す

る
こ
と
ゝ
な
り
､
そ
の
故
に
又
多
く
の
論
等
を
惹
き
超
し
た
の
で
あ
る
.
先
づ
､
エ
繋
化
論
の
概
略
を
述
べ
て
お
か
う
.

酔

工
業
化
の
代
表
的
牢

王
張
者

で
あ
る
べ
ル
ナ
ア
ル
と
ケ
リ
ア
ン
の
所
論
は
欧
に
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

'

そ
の
他

ロ

オ
ブ
カ
ン

･
ヴ
ア
ラ
ン
ヌ
･
ウ
-
ト
レ
イ

･
プ
チ
チ

ユ
ギ

ユ
エ
ソ
等

の
人
々
に
よ
っ
て
も
工
柴
化
の
問
題
は
熱
心
に
主
張
さ
れ
て
ゐ

る
｡愚

も
有
名
な
も
の
は
が
オ
ル
･
べ
ル
ナ
ア
ル
が
相
民
地
協
骨
へ
提
出
し
た
報
止ロ
で
あ
っ
て
'
同
協
骨
も
そ
の
決
議
に
於
い

て大
績
べ
ル
ナ
ア
ル
の
主

波
営
林
記
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
｡
ベ
ル
ナ
ア
ル
は
休
園
及
柏
属
地
金
顔
合
赦

(L
a
S
o
ci6
t6
F
in
a
n
c
ibre
F
ran
Ga
lS
e
tC
o
to
n
iate
)
の
薯
務
で

争
O
が
.-
同
骨
政
は
前
描

『
俳
領
印
腔
支
那
合
融
詩
情
』
に
よ
れ
ば
'
資
本
金
五
千
蒔
法
で
7
九
二
〇
年
に
設
記
さ
れ
た
柏
底
地

銀

行
で

あ

-
'
パ
-

に
本
坊
を
拭
i
ru

.
領
内
に
は
望
見
と
滋
附
に
文
代
一で
挙

り
'
圭
と
し
て
諦
業
安
倉
の
供
給
を
実
務
と
す
る
新
進
銑
行
で
あ
る
と
説
か
れ
て
み
る
O
印
度

⇒
ノ丑
山
剖
ノr
LJ
に
茸
｣;
tU
-
】rj
･y=
･ト
Jα
lr′■劫
卜不
仁
し
く

こ
れ
-こ
よ
/
J
L
J
FTFHハ
リ耐
力
と
う
.:
/ノ†
外
力
･LJl心竹
に
硝
く
･‡
郎
さ
が
7
カ
を
匁
る
こ
JJ
カ
LLL

,-列八..｣
.ブ

印
度
支
那
を
エ
光
れ
す
る
に
骨

つ
て
も
.
そ
れ
が

l
瀬
iL
.な
世
邦
楽
桝
の
動
尿
に
l反
し
.
Jや
酷
お
よ
び
相
原
軸
れ
僻
琳
事
情
を
無

碍
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
-
'

こ
の
意
味
に
&
'い
て
工
業
化
論
は
畢
初
か
ら

l
定
の
制
約
を
受
け
た
も

の
と
し
て
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

一
九
三

〇
年
の
恐
慌
後
'
世
界
㌍
演
の
ブ

ロ
ッ
ク
的
封
ii
.が
激
化
し
､
之
に
伴

っ
て
フ

ラ
ン
ス
の
植
民
地
帯
閥
も

7
暦
そ
の
結
束
ib
r固
-
せ
ね
ば
な
ら
な
-
な
っ
て
裾
た
こ
と
に
就
い
て
は
奴
に
上
逃
し
た
.
従

っ
て
'

印

度
支
那
の
工
業
化
も
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
帝
国
円
に
現
存
す
る
政
治
的

･
経
済
的
紐
帯
を
切
断
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な

い
.
こ
の
故
に
'
工
糞
化
が
帝
図
円
に
現
存
す
る

1
切
の
通
商
関
係
を
破
壊
し
な

い
こ
と
'
及
び
工
業
化
に
よ
っ
て
印
度
支
那
に
弼

立
的
諸
要
素
た
と

へ
ぽ
労
働
階
親

の
教
生
と
か
民
族
資
本
の
形
成
と
か
を
懲
ら
さ
な
い
jJ
と
等
が
改
め
要
請

T.U
れ
た
｡
更
に
'

恐
慌

印
畑
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
相
済
政
策

第
二
番

二
二
三

第

1
披

二
二
三

松11'EJ教授 『ポオル ･ /＼ご/レナアJL,a )I,)的l工葺軽化論 』経済論叢 53馨,3沸 O逸
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印
戊
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策

第
二
堪

二
二
E
l

第

Z
朗

二
二
凹

彼
の
世
鼎
経
済
の
現
状
を
も
っ
て
す
れ
ば
､
最
早
嘗
て
の
や
う
な
東
大
な
外
国
市
場
を
期
待
す
る

JJ
と
は
不
可
能
で
あ

-
.
経
っ
て

工
業
化
も
,王
と
し
て
固
円
市
場
を
開
拓
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
O
か
う
し
た
制
約
の
下
に
印
度
支

那
に
成
立
す
る
工
業
は
.
常

邦
に
次
の
如
き
も
の
と
し
て
輿

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
G

即ち
､.
主
と
し
て
閲
円
市
場
を
封
象
と
し
'
安

病
人
の
倦
紙
的
な
家
門
手
工

紫
と
破
焼
せ
､-'
準
りつ
で
れ
h
IL
j山
村
L
n
J･i
=
｢
ラ

ンス
八
-ri.鼓
し少
に
-
っ
∵
J朽
は
れ
る
北
方
的
.工

業
と

い
ふ
の
が
之
で
あ
る
.
印
度
支
那
綬
怖
は
か
う
し
た
工
業
化
に
必
要
な
石
衆
JJ
か
水
力
と
か
に
蔑
ま
れ
て
を
-
.
且
つ
寮
京
地

方
の
過
剰
人
口
は
豊
富
た
労
働
力
の
源
泉
で
あ
る
o
こ
れ
ら
を
利
周
し
て
工
業
化
が
行
は
れ
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
印
度
支
那
の
積
年

の
人
口
問
題
を
解
決
し
'
従
来
不
定
的
な
農
産
物
輸
出
に
伐
存
し
て
ゐ
た
印
度
支
部
経
桝
に
安
定
と
均
衡
を
簡
ら
す
と
と
1
な
る
で

あ
ら
う
0
そ
れ
の
み
で
な
-
'
印
度
支
部
の
工
業
化
は
フ
ラ

ン
ス
本
観
に
と
っ
て
も
極
め
て
有
利
で
あ
-
'
本
国
賓
本
家
は
之
に
よ

っ
て
新
た
な
る
投
資
部
面
を
得
る
で
あ
ら
う
P3
1.
工
業
化
に
よ
る
印
度
支
部
住
民
の
既
冒
力

の
増
加
は
･
本
圃
響

m
董

初
は
丁
場
甜

酸
価
､
後
に
は
高
迦
治
琴
日印
)
の
新
た
な
る
流
入
を
招
-
JJ
と
1
な
る
で
あ
ら
う
｡

こ
れ
が
エ
柴
化
論
者
の
斉
し
-
輿

へ
た
と
JJ
ろ
の

結
論
で
あ
っ
た
.
彼
等
は
日
本
の
維
新
以
後
の
工
芸
化
を
模
範
と
し
て
､
中
小
工
柴
,jl･J
多
数
存
輯
せ
し
め
つ
1

発
展
し
た
日
本
の
近

代
工
業
の
如
き
が
印
鮭
支
那
に
も
設
立
さ
れ
ね
ぽ
た
ら
ぬ
と
主
張
し
'
そ
の
篤
に
は
'
雪

見
JT
ル
タ
の
敢
宵
闇
の
家
族
が
従
事
し
て

ゐ
る
家
内
手
工
架
と
新
た
に
設
立
さ
る
べ
き
近
代
工
業
と
の
問
に
社
食
的
Lf分
業
を
成
立
せ
し
め
る
と
と
も
に
'
手
工
業
者
を
協
同

｢り

組
合
の
な
か
に
結
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
準

へ
て
ゐ
Tt:lo

か
1
る
工
業
化
が
も
し
賀
現
さ
れ

17
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
中
心
を
作
す
も
の
は
雷
然
に
紡
締
業
と
綿
織
物
糞
と
で
あ
る
で
あ
ら

う
｡
こ
れ
は
日
本
を
柏
め
と
し
て
支
那
'
印
度
の
例
に
見
て
も
際
か
で
あ
る
｡
従
っ
て
t
LJIZ=
度
支
部
の
エ
架
化
に
よ
っ
て
先
づ
打
拳

ロオデカンは之に反射である｡前拙書,五一末O

警豊野 ン,qrT辞鮎 ,Eq=真実 夷｡
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を
受
け
る
も
の
が
本
国
の
絹
業
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
｡
本
圃
綿
巣
は
印
度
支
部
の
需
要
の
茸
に
九
四
パ
ア
セ
ン
ト
を
克
し
て

ゐ
た
か
ら
で
あ
rtB..

フ
ラ
ン
ス
の
紡
績
聯
合
食
が
工
業
化
に
封
す
る
有
力
な
反
封
勢
力
と
し
て
現
は
れ
た
こ
と
望

ロ
ふ
迄
も
な
い
｡

更
に
前
に
も
述
べ

た
や
う
に
'
印
度
支
那
米
の
掃
出
に
従
事
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
業
者
も
工
業
化
に
封
す
る
反
封
を
表
明
し
た
の
で
あ

∵

っ
た
｡

併
し
'
第
二
次
世
界
大
戦
の
危
榊
を
且

肌
に
し
て
ゐ
た
フ
ラ
ン
ス
輔
闘
e
il.L場
と
し
て
は
､
即
重

文
那
軒
桁
に
或
る
群
慶

の
皇

jL

性
を
輿

へ
'
そ
の
防
蛸
を
完
備
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
O
か
う
し
た
意
味
に
於
い
て
印
度
支
那
を
工
美
化
せ
し
め
る
こ
と
は
'
そ

の

具
硯
的
な
内
容
の
如
何
は

1
庶
別
と
し
て
'
最
早
必
然
の
方
向
で
あ
っ
た
ヤ
う
で
あ
る
｡
エ
柴
化
の
問
題
L{

従
っ
て
植
民
地
の

特

殊
別
荘
む
濃
淡
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
'
寧
ろ
フ
ラ
ン
ス
蒲
団
生
憎
の
安
危
に
か
J
は
る
問
謁
と
し
て
提
出
さ
れ
る
に
薫
っ
た

ir
-メ
r･
T11
プ

T

ノ

二

･

J
ノ∵
ト

ト
7

,

1

㌧

b

【

ノ
､

H

Lr"

i.

1
.東
北

､〃
問

軍

u

に
於
い
て日

日

損
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に
讃

-
-
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･n
-
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1
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L
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-
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J
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､
し-
t
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-
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丁
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L.コ
コ
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ノ
l

成
立
せ
し
め
る
こ
と

の
必
要

が

説

か

れ

て
ゐ
る
こ

と

は
興
味
彦
ス
山等
帝

て
衣

}LJ
･

嶺
I
fZ出

へ
て
た
N
,H]頂
フ
JH
当
寄
㌣
違
和
オ
し
て

お
く
な
ら
ば
'
先
づ
金
閣
を
基
本
的
工
実
と
二
次
的
工
業
に
分
け
て
を
-
'
前
者
の
な
か
に
は
金
展

･
織
物

･
化
皐
製
品

･
自
動
串

の
四
つ
の
工
業
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
.
金
恩
工
柴
は
東
京
地
方
の
豊
富
な
鏑
慶
賀
涙
を
利
鞘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
'
そ
の

う
ち
軍
㌍
工
業
に
就
い
て
は
'
瀧
q･
の
障

音

が

あ

る
と
は
言
へ
'
印
度
支
那
政
伯
に
よ
る
航
基
機
工
場
設
立
の
計
茸
に
も
残
は
れ
る

や
う
に
現
在
極
め
て
重
要
性
を
加

へ

て
来
た
と
述
べ
て
ゐ
る
.

織
物
工
業
で
は
綿
糸

･
綿
織
物
の
生
産
が
最
も
有
望
で
あ
る
が
､
大

工
柴
を
直
ち
に
成
立
せ
し
め
る
こ
と
は
木
組
絹
業
と
の
関
係
に
於
い
て
問
題
が
あ
る
'
生
糸

･
絹
織
物
お
よ
び
ジ

ユ
ト
,L
製
品
は
之

に
止
し
て
容
易
に
興
し
得
る
と
述
べ
て
ゐ
る
o

M.Gue工nier,Op.°it.,p 71J
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印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策

第
二
魯

二
二
五

第

1
班

二二五



印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
粋
筋
政
策

第
二
巻

l
三

六

第

7
既

二

二

大

化
単
工
業
で
は
'
化
尊
肥
料
と
石
鹸
製
造
と
が
有
望
で
あ
久

田
有
の
意
味
の
化
串
工
業
を
興
す
こ
と
は
蛮
本
と
技

術
の
上
か
ら

言
っ
て
取
離
で
あ
ら
う
と
見
て
ゐ
る
.
自
動
車

･
白
棒
車

･
航
基
枚
工
業
も
組
立
工
場
の
建
設
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
ら
う
と
言
っ
て

1
､√
･

〓

才

Tn

H

課

Iij呼
,i･lか
hj
も
b
trTll

が
初
の
桓
戸
声
望
C
IJ
カ
Li1.JlZrl
(
Tl基
布
:i
H
諜
i=L五
(刀
か
.E
kJも
岩
rJ
て
ゐ
な
い
の
で
あ

る
が
､

そ

の

柱
野
が
極
め
て
多
/,
.
個
別
的
経
営
が
可
能
で
あ
-
"
賓
本
も
少
-
て
碑
む
か
ら
粗
野
放
る
興
味
あ
る
産
業
で
あ
る
.

そ
の
う
ち
で
は
煙
草

･
陶
詳

･
相
子

･
木
製
品
な
ど
の
工
業
が
有
望
で
あ
ら
う
と
説
い
て
ゐ
る
o
以
上
の
基
本
的
お
よ
び
二
次
的
工

柴

の
執
れ
に
つ
い
て
も
言
ひ
得
る
こ
と
は
'
国
内
需
要
が
未
だ
著
し
-
不
足
で
あ
-
'
且
つ
外
囲
市
場
と
し
て
は
蒸
団
と
甫
支
那
と

が
僅
か
に
開
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
程
度
で
あ
っ
て
之
ま
た
極
め
て
制
限
さ
れ
て
を
-
.
か
う

し
た
現
状
に
於
い
て
は
工
業
化
の
単
な

る
可
能
性
'
そ
れ
も
頗
る
局
限
さ
れ
た
可
能
性
が
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
と
主
婦
し
て
ゐ
る
｡

五

群

論

以
上
の
印
慶
支
部
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
㌍
解
放
策
と
uIE=
慶
支
那
控
僻
の
獲
展
掴
程
を
要
的
す
る
な
ら
ば
'
大
腰
三
つ
の
段
階
を

慣
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
息
は
れ
る
｡

第

1
は

1
八
九
二
年
の
同
化
関
税
設
定
か
ら

世
界
+
/肢
ま
で
の
約
二
十
五
年
間
で
あ
っ

て
.
JJ
の
時
期

は
総
督
ポ

オ
ル

二
ア

ユ
メ

ル
(P

AU
L
D
u
n

leI.)
の
就
任
以
来
'
積
極
的
に
蓬
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
土
木
工
事
の

F
.

襲
展

を
も

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

'

フ

ラ
ン

ス
の
借
款
資
本
が
重
要
窒

息
味
を
も
つ
と
と
も
に
.
そ
の
後
堅
氷
け
て
同
化
関
税
の
保
護

の
下
に
フ
ラ

ン

ス
綿
製
品
の
侵
入
が
行
ほ
れ
た
時
期
で
あ
る
.
印
度
支
部
経
済
は
米
の
輸
出
貿
易
に
の
み
綴
る
JJ
と
を
飴
儀
な
く
さ

franGaisd′Outre-Mer."1939.Pa]･tieZr.p.97.
29) 朝脈銀行調査室 『舷督 ｢ポー/i,ブメ-｣氏,印度支那に於もト空.対空肺的施政』
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A

れ
'
典
型
的
な
植
民
軸
性
を
附
典
さ

れ
る
に

至

っ
た
o
l
九

〇
七
年
以
葬
'
印
度
支
那
貿
易
は
出
超
に
塘
じ
た
け
れ
ど
も
r
こ
れ
は

少
し
も
印
度
支
部
経
碑

の
好
樽
を

不
す
も
の
で
は
な
か
っ
た

C
貿
易
外
の
本
国
向
け
送
金
額
が
遥
か
に
多
教
に
上
っ
た
か
ら
で
あ

る
｡第

二
期
は
世
界
大
戦
末
か
ら

1
九
二
70
年
の
恐
慌
に
至
る
ま
で
ゞ
あ
っ
て
'
こ
の
時
期
に
は
本
圃
〃
植
民
地
勲
が
や
う
や
-
高
ま

り
,
7㌢

ン
ス
資
本
に
喜

品

番
事
業
が
可
成
-
の
程
度
に
襲
属
し
た
･
聞
敬
は
館
山
梓
掘
と
ゴ
ム
園
の
創
設
と
の
二
つ
の
方
向
に

於
い
て
主
と
し
て
進
展
し
'
製
米

･
酒
精

･
製
糖

･
紡
績
等
の
工
業
の
襲
撃
も
見
ら
れ
た
.
こ
れ
ら
の
大
部
分
が
木
組
工
業
と
誤
字

関
係
に
立
た
な
い
補
完
的
工
兼
で
あ
っ
た
JJ
と
は
'
注
目
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
こ
の
や
う
な
印
度
東

邦
だ
滴
の
上
昇
傾
向
は
木
賊
の
綻
溺
牧
瀬
忙
戊
作
周

ノ
三

九
二
八
牛
に
は

一
億
関
税
田
虫
槽
が
附
期
さ
れ
.-3
に
ま
つ
鞍
｡
化
し
'

結
凧
的
に
は
に
相
関
柵
鞭
七
が
雄
邦
の
同
化
的
枕
的
方
向
紅
却
っ
て
強
化
し
た
こ
と
は
紙
に
地
べ
た
か
-
で
あ
る
O

.

第
三
の
段
階
は
恐
慌
以
後
で
あ
っ
て
､

l
九
三
五

･
六
年
に
印
度
支
部
鰐
塀
が
恐
慌
か
ら
の
憐
復
を
示
し
始
め
る
と
と
も
に
'
ま

た
も
や
企
業
投
賓
が
清
礎
と
な
っ
た
が
'

フ
ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
は
困
難
な
世
界
情
勢
に
直
面
し
て
印
度
支
那
経
済
の
以
上
の
ヤ
う

な
獲
展
を
如
何
に
統
制
す
る
か
の
問
題
に
悩
み
始
め
た
｡
印
度
支
部
の
エ
柴
化
が
娼
-
主
張
さ
れ
'
フ
ラ
ン
ス
の
鰐
桝
政
策
も
結
局

は
貰
う
し
た
方
向
を
探
る
か
に
見
え
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
未
だ
そ
の
賓
現
を
見
な
い
裾
に

1
九
三
九
年
の
蹴
洲
数
年
の
勃
蟹
と

成
っ
た
｡

フ
ラ
ン
ス
の
綬
僻
政
策
は
大
鰭
以
上
の
や
う
な
粧
過
を
辿
っ
て
き
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
t
JJ
れ
ら
の
各
時
期
を
通
じ
て
同

化
童
話
的
政
策
が
強
行
さ
れ
て
き
た
JJ
と
に
は
廼
-
が
な
か
つ
.た
O
弟
三
観
の
閲
輿
を
完
垂
に
遮
断
し
た
環
境
の
下
に
於
い
て
'
同

/

印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
濯
済
政
果

第

二
懲

二
二
七

第

1
肪

二
二
七



印
度
支
那
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
静
狩
政
策

第
二
啓

二
二
八

第

1
耽

二
二
八

化
主
義
政
策
は
本
圃
に
と
っ
て
多
く
の
利
益
を
輿
へ
た
も
の
で
あ
り
'
印
度
支
部
経
僻
は
か
う
し
た
本
圃
中
心
主
義
の
た
め
に
奉
仕

を

授
け
て
き
た
O
印
度
支
那
経
済
の
上
昇
傾
向
と
い
っ
た
.e
も
ー
そ
れ
に
よ
っ
て
安
甫
人
の
社
食
が
向
上
し
た
こ
と
豊

息
味
す
る
も

の
で
は
な
く
て
3
フ
17
ン
T(
人
の
資
本

が
印
庶
文
部
紋
所
に
漸
-
総
社
下
し
始
め
た
と
と
jlkt意
味
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
.
Ft
.
い

う
し
た
瀧
本
校
F
が
7
テ
ン
T<
人
の
み
に
許
さ
れ
て
F
舛
隣
人
に
は
を
-
訓
m
れ
て
ね
た
,J
EJJ
も
.
Pで
の
著
し
い
木
酢
中
牛
工
蘇
ik
;

示
す
も
の
で
あ
っ
た
｡

印
度
支
那
が
大
東
正
共
柴
圏
の
中
に
包
含
さ
れ
た
今
日
に
於
い
て
'
印
度
支
那
経
済
の
新
た
な
る
建
設
の
問
題
が
緊
急
の
課
題
と

し
て
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡

T
九
四
〇
年
十
月
に
は
待
望
の
閥
祝
日
卓
椎
を
印
度
支
那
に
賦
典
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
'
翌
年
よ

り
賓
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
'
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
敗
故
に
よ
る
嘗
然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
は
い
へ
'
印
度
支
那
綻
鱒
の
移
乗
に

封
し
て
､
或
程
変
の
明
朗
な
展
望
を
輿

へ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
｡
更
に
昨
年
五
月
に
於
け
る
日
･
悌
即
経
碑
貿

易
協
定
の
成
立
は
'
フ
ラ
ン
ス
の
同
化
主
轟
を
放
棄
せ
し
め
'
印
度
支
那
の
東
洋
か
ら
の
聖
止
を
清
算
し
た
即
に
於
い
て
極
め
て
重

要
な
意
義
を
持
つ

も
の
で
あ
る
が
'
併
し
問
題
は
畢
な
る
貿
易
関
係
に
止
ま
ら
ず
､
寅
に
進
ん
で
印
度
支
那
経
碑
の
内
部
に
ま
で
立

入
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡
大
東
韮
戟
李
の
勃
蟹
と
と
も
に
'
印
度
支
那
の
括
つ
に
至
っ
た
軍
事
的

･
経
済

的
意
義
は
ま
こ
と
に
絶
大
で
あ
る
が
､
今
日
以
後
印
度
支
部
経
済
は
新
た
な
る
経
済
政
策
の
下
に
そ
の
役
割
を
愈
,(
増
大
す
べ
き
趨

勢
に
在
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
禿
る
で
あ
ら
う
｡


